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サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
就
任
し
て
間
も
な
く
五
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
内
相
時
代
の
二
○
○
六
年
五

月
、
ア
フ
リ
カ
を
歴
訪
し
た
際
、
ベ
ナ
ン
の
コ
ト
ヌ
で
演
説
し
、「
我
々
は
、
新
し
く
、
健
全
で
、
先
入
観
か
ら
自
由
で
、
均
衡

の
と
れ
た
、
地
中
海
の
両
側
に
残
存
す
る
過
去
の
残
滓
と
時
代
遅
れ
の
遺
産
か
ら
自
由
な
関
係
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
幾
つ
か
の
根
本
的
な
変
革
が
必
要
で
あ
る
が
、
す
で
に
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
変
革
も
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
関

係
は
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
当
初
の
目
的
と
全
く
異
な
る
マ
ン
デ
ー
ト
し
か
な
い
非
公
式
な

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
に
あ
ま
り
に
も
多
く
の
危
害
を
も
た
ら
し
た
、
非
公
式
な
使
節
よ
り
政
治
及

び
外
交
機
構
の
通
常
の
機
能
が
優
先
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
へ
つ
ら
い
と
秘
密
と
曖
昧
さ
か
ら
、
必
ず
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
我
々
は
我
々
の
関
係
が
個
人
集
中
化
す
る
こ
と
に
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
。
近
代
的
な
国
家
間
の
関

係
は
、
国
家
元
首
達
の
間
の
関
係
の
善
し
悪
し
に
の
み
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、
率
直
で
客
観
的
な
対
話
、
双
方
の
利
益
の
照
合
、



294

約
束
を
実
行
す
る
こ
と
に
立
脚
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
、
責
任
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
対
等
の
立
場
で
対
話
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
我
々
は
、
先
入
観
か
ら
自
由
で
、
ま
た
優
越
感
も
劣
等
感
も
持
た
ず
、
罪
悪
感
も
相
手
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
疑
い
も

な
く
、
相
手
に
過
ち
の
責
任
を
転
嫁
す
る
誘
惑
も
な
い
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
（
（

と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策

の
変
革
を
訴
え
た
。
サ
ル
コ
ジ
氏
の
こ
の
よ
う
な
発
言
は
も
ち
ろ
ん
、
二
○
○
七
年
の
大
統
領
選
挙
を
睨
ん
で
、
シ
ラ
ク
大
統
領

を
牽
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
伝
統
的
な
ド
・
ゴ
ー
ル
主
義
者
で
あ
る
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
大
国
で

あ
っ
た
し
、
そ
の
地
位
を
保
持
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
は
英
米
に
追
従
す
る
こ

と
な
く
、
独
立
し
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
の
偉
大
さ
を
体
現
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地

主
義
の
遺
産
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
と
の
特
権
的
な
紐
帯
を
最
大
限
に
利
用
し
、
国
際
舞
台
で
の
影
響
力
を
維
持
し
よ

う
と
し
た
。
ア
フ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
力
を
維
持
す
る
た
め
の
勢
力
圏
（pré-carré

）
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
民
主
主

義
や
人
権
と
い
っ
た
原
理
原
則
を
多
少
犠
牲
に
し
て
も
、
有
力
な
国
家
元
首
と
の
友
好
関
係
を
優
先
に
し
た
。

　

サ
ル
コ
ジ
氏
（
当
時
内
相
）
の
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
当
時
の
シ
ラ
ク
大
統
領
を
牽
制
し
、
そ
の
外
交
を
批
判
し
、
改
革
を
訴

え
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
改
革
は
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
選
挙
運
動
中
に
頻
繁
に
訴
え
た
過
去
か
ら
の
断
絶

（rupture

）
の
一
環
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
過
去
か
ら
の
断
絶
は
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
コ
ジ
政
権

が
成
立
し
、
五
年
が
経
過
し
よ
う
と
い
う
今
日
、
包
括
的
な
研
究
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
が
、
主
要
な
最
近
の
事
案
を
例
に
取
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
外
交
に
お
け
る
改
革
の
進
行
状
況
を
取
り
ま
と
め
、
分
析
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
以
下
の
点
が
上
げ
ら
れ
る
。

⃝
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
は
、
世
界
の
他
の
地
域
と
較
べ
、
植
民
地
独
立
後
も
旧
植
民
地
諸
国
と
旧
宗
主
国
と
の
強
い
紐
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帯
を
維
持
す
る
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。

⃝
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
に
お
い
て
は
、
常
に
植
民
地
の
遺
産
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
潮
流
と
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
改

革
し
よ
う
と
す
る
潮
流
が
あ
っ
た
。

⃝
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
防
衛
分
野
で
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
の
「
憲
兵
」
と
し
て
の
役
割
を
見
直
し
、
防
衛
協
定
の
公
表
、

フ
ラ
ン
ス
軍
基
地
の
統
廃
合
を
進
め
、
ア
フ
リ
カ
の
平
和
維
持
分
野
で
の
自
立
を
促
す
改
革
を
進
め
、
一
定
の
成
果
を
挙
げ

て
い
る
。

⃝
経
済
協
力
の
分
野
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
優
先
を
改
め
、
経
済
成
長
を
見
込
め
る
地
域
に
優
先
的
に
援
助
を
供
与
す
る
方
針

を
掲
げ
て
い
る
。

⃝
他
方
、
ブ
ル
ジ
弁
護
士
の
活
躍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
過
去
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
レ
ゾ
ー
）
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。

⃝
フ
ラ
ン
ス
外
交
を
大
局
的
な
見
地
か
ら
見
る
と
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
経
済
的
利
益
を
優
先
す
る
観
点
か
ら
ア
フ
リ
カ
よ
り

中
東
を
優
先
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
内
で
は
よ
り
経
済
的
な
利
益
を
見
込
め
る
南
ア
フ
リ
カ
や
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
外
交
は
標
準
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
　

一　

フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
の
歴
史

　
（
1
）
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
特
殊
性

　

ア
フ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
常
に
そ
の
外
交
の
優
先
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
支
配

の
歴
史
が
長
く
、
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
を
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
策
と
比
較
す
る
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と
、
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
な
ど
で
、
既
存
の
地
方
貴
族
の
権
力
を
利
用
し
、
間
接
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス

が
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
直
接
支
配
政
策
を
取
り
、
よ
り
本
国
と
植
民
地
と
の
間
に
強
力
な
絆
を
築
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

ダ
ブ
ジ
（Pierre D

A
BEZIES

）
元
ガ
ボ
ン
大
使
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
を
次
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス

人
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
以
外
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
よ
う
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
今
ま
で
一
度
も
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
、
植
民
地
に
対
し
て
同
化
政
策
あ
る
い
は
連
帯
政
策
と
い
っ
た
終
わ
り
の
な
い
熟
考
を
す
る
こ
と
な
く
間
接
支
配
を
行
な

っ
て
き
た
。
そ
の
統
治
方
法
は
、
恐
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
「
直
接
統
治
」
よ
り
賢
明
な
方
法
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
、
ク
リ
ケ
ッ

ト
や
紅
茶
の
習
慣
ば
か
り
で
な
く
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
や
議
会
主
義
な
ど
重
要
な
習
慣
を
残
し
つ
つ
、
如
何
な
る
感
情
も
な
く
、

然
し
た
る
大
き
な
問
題
も
な
く
、
植
民
地
か
ら
去
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス

連
合
の
苦
難
や
枠
組
み
法
、
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
の
失
敗
等
を
経
て
、
旧
植
民
地
諸
国
と
の
関
係
の
維
持
に
腐
心
し
た
為
、
植
民
地

化
は
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
よ
り
骨
を
折
る
も
の
で
あ
っ
た
。
植
民
地
同
化
政
策
に
よ
る
部
分
的
に
共
有
さ
れ
た
文
化
の
浸
透
か
ら
、

そ
の
文
化
を
共
有
す
る
と
い
う
自
尊
心
と
そ
れ
を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
い
う
意
思
か
ら
、一
種
の
家
族
的
な
感
情
が
芽
生
え
た
。

そ
の
為
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
諸
国
は
全
体
と
し
て
独
立
を
要
求
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
完
全
な
独
立
を
望
ん
だ
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
間
に
例
外
的
で
特
殊
な
関
係
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る

（
2
（

。」
こ
の
発
言
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
フ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
紐
帯
は
、
政
治
、
経
済
分
野
に
限
ら
れ
ず
、
文
化
、

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
言
語
に
ま
で
及
ぶ
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
も
ア
フ
リ
カ
は
帝
国
の
偉
大
さ
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
勢
力
圏
（pré-carré

）
で
あ
っ
た
。

パ
リ
で
観
光
名
所
の
凱
旋
門
を
訪
れ
る
と
、
石
の
床
に
ド
・
ゴ
ー
ル
将
軍
が
一
九
四
○
年
六
月
一
八
日
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
を
通
じ
て

行
っ
た
演
説
の
文
句
が
「（
前
略
）
ド
イ
ツ
軍
の
戦
車
、
航
空
機
、
戦
術
に
よ
り
、
我
ら
は
態
勢
の
整
う
前
に
不
意
を
つ
か
れ
、
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今
日
の
状
況
に
至
っ
て
い
る
の
だ
。
も
は
や
こ
れ
ま
で
な
の
か
？
希
望
は
消
え
失
せ
た
の
か
？
敗
北
は
避
け
ら
れ
な
い
の
か
？
違

う
！
私
を
信
じ
て
欲
し
い
！
一
部
始
終
を
見
て
き
た
私
だ
か
ら
こ
そ
言
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
何
も
失
っ
て
は
い
な
い
。
我
ら
を
敗

北
さ
せ
た
の
と
同
じ
や
り
方
で
、
い
つ
か
勝
利
を
呼
び
込
む
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
！
我
ら
に
は
ま
だ
広

大
な
帝
国
領
土
が
残
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
！
海
を
支
配
し
戦
い
続
け
て
い
る
大
英
帝
国
と
手
を
組
ん
で
敵
を
包
囲
す
る
の
だ
。

ア
メ
リ
カ
の
無
限
と
も
い
え
る
工
業
力
を
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
利
用
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
の
戦
争
は
不
幸
な
我
が
母
国
を
奪

っ
た
だ
け
で
は
終
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
戦
争
は
世
界
大
戦
な
の
だ
。（
後
略
）」
と
彫
り
込
ま
れ
て
い
る

（
3
（

。
ド
・
ゴ
ー
ル
将
軍

の
こ
の
よ
う
な
言
辞
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
強
い
紐
帯
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
仏
が
偉
大
で
あ
る
た
め
に
、
そ
し
て
大

国
の
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ
リ
カ
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
に
ド
・
ゴ
ー

ル
は
自
由
フ
ラ
ン
ス
の
首
都
を
ブ
ラ
ザ
ビ
ル
に
置
い
た
し
、
植
民
地
出
身
の
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
は
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
例
え
ば
、
第
二
次
大
戦
の
ト
ゥ
ー
ロ
ン
で
の
戦
闘
の
際
に
は
、
連
合
軍
の
半
数
が
植
民
地
出
身
の
兵

士
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
こ
の
よ
う
な
深
い
繋
が
り
を
持
つ
、
植
民
地
諸
国
の
独
立
を
簡
単
に
は
容

認
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
に
至
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
植
民
地
支
配
の
歴
史
が

古
く
、
そ
れ
だ
け
に
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
繋
が
り
の
強
い
ア
フ
リ
カ
で
は
、
植
民
地
独
立
に
対
す
る
反
対
は
よ
り
強
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
一
九
五
○
年
代
、
植
民
地
独
立
は
世
界
的
な
潮
流
に
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
も
そ
の
流
れ
に
抗
し
難
く
な
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
ド
・
ゴ
ー
ル
は
、
特
に
独
立
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
等
を
留
め
る
た
め
に
、

一
九
五
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
の
構
築
を
提
案
す
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
は
、
植
民
地
に
大
幅
な
自
治
を
認
め
、
フ
ラ
ン

ス
は
通
貨
、
防
衛
、
戦
略
的
天
然
資
源
の
分
野
に
お
い
て
の
み
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
継
続
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、



298

ド
・
ゴ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
語
圏
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
に
属
す
る
国
は
、
将
来
独
立
を
交
渉
で
き
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
共

同
体
に
加
盟
し
た
国
は
、
そ
の
後
次
々
に
独
立
し
た
。
し
か
し
、
ギ
ニ
ア
を
除
く
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
フ
ラ
ン
ス

共
同
体
に
加
盟
し
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
す
ぐ
に
全
面
独
立
を
望
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
と
連
帯
す
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス

と
ア
フ
リ
カ
の
紐
帯
の
強
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
強
い
繋
が
り
が
独
立
後
も
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
関
係

を
強
く
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
2
）「
伝
統
派
」

　

フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
外
交
は
、
大
き
く
「
伝
統
派
」
と
「
改
革
派
」
に
分
け
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

（
4
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
ア

フ
リ
カ
外
交
に
お
け
る
「
伝
統
派
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
米
ソ
の
台
頭
に
よ
り
相
対
的
に
低
下
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
的

プ
レ
ゼ
ン
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
時
代
の
遺
産
を
利
用
と
し
よ
う
と
し
た
。
ア
フ
リ
カ
は
、

国
連
の
総
会
な
ど
の
国
際
舞
台
で
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
を
強
化
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
大
切
な
支
援
者
で

あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ア
フ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
お
い
て
特
別
な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
。
大
統
領
府
に
は
外

交
班
と
は
独
立
し
て
ア
フ
リ
カ
班
が
設
け
ら
れ
、
大
統
領
を
直
接
補
佐
し
た

（
5
（

。
そ
し
て
、
七
区
の
ム
ッ
シ
ュ
ー
通
り
に
あ
る
植
民

地
省
は
、
協
力
省
と
名
前
を
変
え
ら
れ
た
上
で
残
さ
れ
、
外
務
省
か
ら
は
独
立
し
、
大
統
領
府
の
ア
フ
リ
カ
班
と
緊
密
に
連
携
し
、

旧
植
民
地
諸
国
と
の
外
交
を
取
り
仕
切
っ
た

（
6
（

。
こ
の
「
ア
フ
リ
カ
省
（
7
（

」
は
、「
勢
力
圏
国
（pays du cham

ps

）」
に
対
す
る
援

助
を
一
手
に
引
き
受
け
、
大
き
な
権
力
を
有
し
た
。「
勢
力
圏
外
国
（pays hors cham

ps

）」
に
対
す
る
開
発
援
助
が
外
務
省

と
財
務
省
の
折
衝
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た

（
8
（

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
協
力
省
の
自
由
裁
量
の
大
き
さ
は
自
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ア
フ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
機
構
上
に
お
い
て
も
、
特
別
扱
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
9
（

。
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ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
ア
フ
リ
カ
政
策
は
し
ば
し
ば
旧
友
外
交
と
呼
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ス
は
人
権
や
民
主
主
義
な
ど
の
原

則
を
尊
重
し
な
い
国
家
元
首
と
も
、
積
極
的
に
友
好
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
旧
友
外
交
を
公
式
、
非
公
式
の
双
方

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
使
っ
て
巧
み
に
操
っ
た
代
表
的
人
物
が
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
懐
刀
の
ジ
ャ
ッ
ク
＝
フ
ォ
カ
ー
ル
（Jacques 

Foccart
）
で
あ
る
。
フ
ォ
カ
ー
ル
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
の
天
才
で
あ
り
、
フ
ォ
カ
ー
ル
が
造
り
上
げ
た
巧
妙
な
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
諜
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
が
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
特
殊
な
関
係
と
そ
の
影
響
力
を
維
持
し
た
い
フ
ラ
ン
ス
の

政
策
を
大
い
に
助
け
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
カ
ー
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
現
地
で
の
様
々
な
情
報
収
集
、
ド
・
ゴ
ー
ル

派
政
党
の
選
挙
資
金
の
調
達
、
治
安
維
持
、
フ
ラ
ン
ス
企
業
の
ア
フ
リ
カ
進
出
等
を
手
助
け
し
た

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
非
公
式
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
外
交
は
当
然
、
腐
敗
や
犯
罪
の
温
床
に
な
り
、
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
と
い
う
表
現
で
揶
揄
さ
れ
た

（
（（
（

。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
揶
揄
は
汚
職
や
暗
殺
な
ど
事
件
性
を
過
剰
に
強
調
し
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
面
の
み
に
着
目
し
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ

リ
カ
関
係
の
本
質
に
関
す
る
冷
静
な
洞
察
を
欠
く
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
と
の
不
透
明
な
関
係
は
時

に
、
紛
争
を
助
長
す
る
な
ど
の
面
が
あ
っ
た
が

（
（（
（

、
フ
ォ
カ
ー
ル
自
身
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
益
を
最
優
先
に
考
え
て
、
綿
密
な
計
算
に

よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
外
交
を
指
揮
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
外
交
に
お
け
る
「
伝
統
派
」
は
、
公
式
な
外
交

と
非
公
式
な
外
交
を
巧
み
に
操
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
影
響
力
を
維
持
し
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
の
特
権
的
な

関
係
の
維
持
に
努
め
た
。

　

具
体
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
非
公
表
の
防
衛
協
定
を
結
び
、
フ
ラ
ン
ス
に
友
好
的
な
政
権
が
ク
ー
デ
タ
ー

や
内
乱
な
ど
で
脅
か
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
政
権
の
側
に
立
っ
て
保
護
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
敵
対
的
な
政
権
を
反
政
府
勢

力
へ
の
軍
事
援
助
に
よ
っ
て
打
倒
し
て
き
た

（
（（
（

。
ま
た
、
援
助
政
策
に
お
い
て
も
、
友
好
国
を
厚
遇
す
る
傾
向
が
強
く
、
例
え
ば
、

一
九
九
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
ガ
ボ
ン
に
対
す
る
援
助
は
一
人
あ
た
り
の
額
に
お
い
て
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
の
約
七
倍
で
あ
り
、
ブ
ル
キ
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ナ
＝
フ
ァ
ソ
の
約
一
○
倍
で
あ
る
。
石
油
資
源
が
豊
富
で
一
人
あ
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
も
高
い
ガ
ボ
ン
の
厚
遇
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
民
主

主
義
や
貧
困
の
削
減
よ
り
、
石
油
利
権
の
確
保
や
ボ
ン
ゴ
大
統
領
の
国
際
舞
台
で
の
影
響
力
を
重
視
し
た
と
の
非
難
を
受
け
て
い

る
（
（（
（

。

　
（
3
）　
「
改
革
派
」

　

フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
否
定
的
な
側
面
に
対
す
る
非
難
は
次
第
に
強
く
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関

係
の
改
革
も
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
○
年
に
は
、
当
時
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
が
有
名
な
ラ
・
ボ
ー
ル
演
説
を
行

な
い
、
民
主
主
義
と
経
済
発
展
を
結
び
つ
け
、
フ
ラ
ン
ス
の
開
発
援
助
を
民
主
化
と
結
び
つ
け
る
原
則
を
打
ち
出
し
た
。
例
え
ば
、

ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
は
「（
前
略
）
私
は
こ
れ
が
あ
な
た
方
の
進
む
べ
き
道
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、

一
人
の
地
球
の
市
民
と
し
て
地
球
の
市
民
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
方
は
、
自
由
の
道
を
歩
む
こ
と
と
同
時
に
、
発
展

の
道
を
歩
む
の
だ
。
さ
ら
に
、
公
式
は
逆
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
発
展
の
道
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
方
に
は
民

主
主
義
が
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
後
略
）（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
元
首
相
に
よ
っ
て
一
九
九
三
年
か
ら
進
め
ら
れ
た
「
ア
ビ
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

開
発
援
助
の
基
準
を
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
機
構
の
構
造
調
整
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
進
行
状
況
に
追
従
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。こ
の「
ア

ビ
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
の
推
進
は
、
ラ
・
ボ
ー
ル
演
説
ほ
ど
の
メ
デ
ィ
ア
的
な
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア

フ
リ
カ
政
策
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
ア
フ
リ
カ
の
友
好
国
に
優
先
的
に
、
そ
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス

等
の
諸
問
題
に
大
き
な
注
意
を
払
わ
ず
に
与
え
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
開
発
援
助
を
世
銀
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
構
造
調
整
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
基
準
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
へ
の
開
発
援
助
を
国
際
的
な
基
準
に
一
致
さ
せ
、
よ
り
平
均
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化
し
、
透
明
化
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。
ア
ビ
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
適
用
に
よ
っ
て
、
一
九
九
四
年
に
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ

ラ
ン
が
切
り
下
げ
ら
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
に
変
化
が
認
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
機
構
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
を
切
り
下
げ
た
。
し
か
し
、
同

時
に
切
り
下
げ
に
よ
る
対
外
債
務
の
膨
張
に
よ
っ
て
破
産
の
危
機
に
陥
っ
た
カ
メ
ル
ー
ン
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー

ル
に
多
大
な
経
済
援
助
を
供
与
し
、
保
護
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。「
グ
ッ
ド
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
に
関
し
て
問
題
の
多
い
こ
れ
ら
の

国
に
対
す
る
経
済
援
助
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
本
気
で
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
尊
重
す
る
意
思
が
あ
る
の
か
を
疑
わ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た

（
（（
（

。

 　
（
4
）　

ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
政
策

　

フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
は
、先
述
の
よ
う
に
次
第
に
「
改
革
派
」
の
挑
戦
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
が
、戦
後
は
、「
伝
統
派
」

が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
右
派
、
左
派
に
関
係
な
く
維
持
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
旧
植
民
地
ア
フ
リ
カ
と
の

紐
帯
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
舞
台
で
の
地
位
の
維
持
、
ま
た
は
強
化
の
原
則
に
基
づ
く
た
め
で
あ
る
。
野
党
時
代
に
は
ド
・
ゴ
ー

ル
主
義
に
批
判
的
で
あ
っ
た
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
で
さ
え
、
英
米
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
独
自
性
、
フ
ラ
ン
ス
外

交
の
独
立
に
固
執
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
核
抑
止
力
の
維
持
等
に
よ
り
、
防
衛
を
英
米
に
依
存
す
る
こ
と
を
阻

止
し
、
外
交
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
よ
う
な
外
交
方
針
に
お
い
て
、
仏
の
支
援
者
で
あ
る
旧
植
民
地
の
ア
フ
リ
カ

諸
国
と
の
関
係
を
維
持
、
強
化
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
一
九
五
三
年
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
に
よ
る
「
ビ
ゼ
ル
ト

か
ら
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
ま
で
、
北
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
力
の
維
持
は
私
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
政
治
問
題
の
中
で
も

一
番
の
課
題
で
あ
る

（
（（
（

」
と
い
う
発
言
は
、
旧
植
民
地
に
対
す
る
彼
の
考
え
方
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ッ
テ
ラ
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ン
大
統
領
は
旧
植
民
地
諸
国
と
の
特
権
的
関
係
の
維
持
に
努
め
、
実
子
の
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
を
大
統
領
府
の

ア
フ
リ
カ
担
当
補
佐
官
の
地
位
に
据
え
、
フ
ラ
ン
ス
と
旧
植
民
地
ア
フ
リ
カ
と
の
特
権
的
関
係
の
維
持
に
充
て
さ
せ
た

（
（（
（

。

　
（
5
）　

シ
ラ
ク
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
政
策

　

シ
ラ
ク
大
統
領
の
任
期
中
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
に
お
け
る
「
伝
統
派
」
と
「
改
革
派
」
の
せ
め
ぎ
あ
い

が
続
い
た
。
ド
・
ゴ
ー
ル
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
自
他
と
も
に
認
め
る
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
の
右
腕
で
あ
り
、
全
幅

の
信
頼
を
受
け
て
い
た
フ
ォ
カ
ー
ル
を
重
用
し
た
。
高
ま
る
批
判

（
（（
（

を
受
け
て
、
フ
ォ
カ
ー
ル
を
大
統
領
府
の
ア
フ
リ
カ
担
当
補
佐

官
に
任
命
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
エ
リ
ゼ
通
り
の
一
四
番
地
に
オ
フ
ィ
ス
を
与
え
て
、
大
統
領
の
個
人
代
表
に
任
命
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
大
統
領
府
に
は
、
エ
リ
ゼ
通
り
二
番
地
の
デ
ュ
プ
シ
ュ
に
率
い
ら
れ
た
公
式
の
ア
フ
リ
カ
班
と
一
四
番
地
の
フ
ォ

カ
ー
ル
に
率
い
ら
れ
た
非
公
式
の
ア
フ
リ
カ
班
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
た
が
い
に
シ
ラ
ク
大
統
領
の
好
意
を
求
め
て
競
争
す

る
こ
と
に
な
っ
た

（
（（
（

。
こ
の
二
つ
の
ア
フ
リ
カ
班
の
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
は
比
較
的
穏
健
に
推
移
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
シ

ラ
ク
政
権
の
ア
フ
リ
カ
政
策
が
、
特
権
的
関
係
の
維
持
と
そ
の
改
革
の
間
で
揺
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

（
（（
（

。

　

そ
の
よ
う
な
二
つ
の
潮
流
が
並
立
す
る
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
均
衡
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
一
九
九
七
年
の
フ
ォ

カ
ー
ル
の
死
と
ジ
ョ
ス
パ
ン
首
相
の
指
名
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ス
パ
ン
首
相
は
ア
フ
リ
カ
政
策
に
関
し
新
た
に
「
介
入
せ
ず
、
無
関

心
で
も
な
い
（ni ingérence, ni indifférence

）」
と
呼
ば
れ
る
ド
ク
ト
リ
ン
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
ド
ク
ト
リ
ン
に
従
い
、
フ

ラ
ン
ス
は
一
九
九
七
年
に
コ
ン
ゴ
（
共
）
で
、
リ
ス
バ
大
統
領
と
サ
ス
・
ン
ゲ
ソ
の
民
兵
が
衝
突
し
た
際
に
は
、
頑
な
に
中
立
を

貫
い
た

（
（（
（

。
ま
た
、
一
九
九
八
年
に
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
で
ゲ
イ
将
軍
が
ク
ー
デ
タ
ー
で
コ
ナ
ン
＝
ベ
デ
ィ
エ
を
打
倒
し
た
際
に
も

介
入
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た

（
（（
（

。
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し
か
し
、
二
○
○
二
年
に
シ
ラ
ク
大
統
領
が
再
選
さ
れ
、
国
民
議
会
の
多
数
派
を
得
て
、
ラ
フ
ァ
ラ
ン
が
首
相
に
選
出
さ
れ
、

コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
が
解
消
さ
れ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
に
お
い
て
「
伝
統
派
」
が
巻
き
返
す
こ
と
に
な
る
。
ド
ク
ト

リ
ン
の
転
換
を
示
唆
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
介
入
を
控
え
て
い
た
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
へ
の
介
入
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
二
○

○
二
年
九
月
一
九
日
に
「
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
愛
国
同
盟
」
が
蜂
起
す
る
と
、
自
国
民
の
保
護
を
名
目
に
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
に

リ
コ
ル
ヌ
軍
と
呼
ば
れ
る
、
五
○
○
○
名
に
上
る
国
軍
を
派
遣
し
た
。
当
時
の
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
・
ド
ラ
ブ
リ
オ
ル
（Jacques 

CH
A

M
PA

GN
E de LA

BRIO
LLE

）
ア
フ
リ
カ
担
当
補
佐
官
は
、「
ジ
ョ
ス
パ
ン
の
政
策
に
対
し
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
介
入
を
排

除
し
な
い
の
が
我
々
の
立
場
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抑
止
効
果
が
有
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
フ
ラ
ン
ス
が
何
も
し
な
い
か
ら
、

隣
人
を
攻
撃
し
て
も
良
い
と
は
誰
に
も
言
え
な
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
が
何
も
し
な
い
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
統
治
し
て
も
良
い
と

言
う
こ
と
も
で
き
な
い

（
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
に
は
ア
フ
リ
カ
へ
の
介
入
を
控
え
る
ジ
ョ
ス
パ
ン
政
権
の
Ｎ
Ｉ-

Ｎ
Ｉ
政

策
か
ら
、
多
国
間
主
義
を
標
榜
し
つ
つ
、「
ア
フ
リ
カ
の
憲
兵
」
と
し
て
、
反
乱
や
ク
ー
デ
タ
ー
に
対
し
積
極
的
に
介
入
す
る
姿

勢
へ
の
回
帰
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先
述
の
リ
コ
ル
ヌ
軍
に
は
安
保
理
の
マ
ン
デ
ー
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
フ

ラ
ン
ス
軍
の
参
謀
部
は
、
指
揮
権
を
保
持
す
る
こ
と
を
望
み
、
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｃ
Ｉ
（
国
連
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
活
動
）
軍
の
指
揮
か
ら

は
独
立
し
て
い
た

（
（（
（

。
ま
た
、
二
○
○
三
年
に
コ
ン
ゴ
（
民
）
の
ブ
ニ
ア
の
住
民
を
保
護
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
は
安
保
理
で
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
Ｐ
（
欧
州
安
全
保
障
防
衛
政
策
）
の
最
初
の
軍
事
作
戦
で
あ
る
ア
ル
テ
ミ
ス
作
戦
を
実
施
す
る
こ

と
に
成
功
し
、
現
地
に
展
開
さ
れ
た
約
一
○
○
○
人
の
部
隊
の
内
、
仏
は
約
五
○
○
人
を
派
遣
す
る
な
ど
、
主
体
的
な
役
割
を
果

た
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、一
部
の
専
門
家
は
、「
ト
ル
コ
石
作
戦

（
（（
（

」
の
苦
い
経
験
を
繰
り
返
さ
ず
、介
入
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、

Ｅ
Ｕ
の
枠
組
み
を
利
用
し
た
と
分
析
し
て
い
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、二
期
目
の
シ
ラ
ク
政
権
下
で
は
、「
ア
フ
リ
カ
の
憲
兵
」
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
が
紛
争
に
介
入
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
「
伝
統
派
」
の
巻
き
返
し
が
顕
著
に
な
っ
た
。
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二　

サ
ル
コ
ジ
政
権
の
ア
フ
リ
カ
政
策

　
（
1
）　

外
交
、
防
衛
分
野
で
の
変
化
（C

hangem
ent

）

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
政
策
を
特
徴
づ
け
る
の
は
「
変
化
」
と
「
継
続
」（Changem

ent et continuité

）
で
あ
る
。

サ
ル
コ
ジ
政
権
の
ア
フ
リ
カ
政
策
の
意
思
表
明
と
し
て
、
ま
ず
二
○
○
七
年
七
月
二
六
日
に
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
セ
ネ
ガ
ル
を
訪

問
し
、
ダ
カ
ー
ル
大
学
で
行
っ
た
ダ
カ
ー
ル
演
説
と
二
○
○
八
年
二
月
二
八
日
に
南
ア
を
訪
問
し
、
南
ア
議
会
で
行
っ
た
ケ
ー
プ

タ
ウ
ン
演
説
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
有
名
な
演
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
や
大
統
領
府
の
外
交
班
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
ゲ
ノ

大
統
領
特
別
補
佐
官
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に
お
け
る
演
説
は
、
外
務
省
や
大
統

領
府
の
外
交
班
の
考
え
方
が
よ
り
反
映
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

ダ
カ
ー
ル
演
説
に
つ
い
て
は
、
人
種
差
別
的
と
も
解
釈
さ
れ
得
る
発
言
が
強
い
批
判
の
対
象
に
な
っ
た

（
（（
（

。
他
方
、
ダ
カ
ー
ル
演

説
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
の
ア
フ
リ
カ
に
与
え
た
影
響
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
に
対

す
る
ア
フ
リ
カ
人
自
身
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
促
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
サ
ル
コ
ジ

大
統
領
は
「
植
民
地
支
配
が
ア
フ
リ
カ
の
直
面
す
る
全
て
の
問
題
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
ア
フ
リ
カ
人
同
士
の
血
な

ま
ぐ
さ
い
戦
争
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
独
裁
の
原
因
で
は
な
い
。

植
民
地
支
配
は
幻
想
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
汚
職
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
浪
費
と
汚
染
の
原
因
で
は
な

い
（
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
反
フ
ラ
ン
ス
感
情
の
強
い
旧
植
民
地
で
為
さ
れ
る
に
は
著
し
く
配
慮
を
欠
く
も
の

で
あ
っ
た
が
、
ア
フ
リ
カ
人
の
問
題
を
ア
フ
リ
カ
人
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
紐
帯
を
相
対
化
す
る

意
図
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
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そ
し
て
、
南
ア
を
訪
問
し
た
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
関
係
を
再
構
築
（refonder

）
す
る
た
め
の
具
体
的
措
置
と
し
て

軍
事
協
力
分
野
や
経
済
協
力
分
野
に
亘
る
提
案
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、
安
全
保
障
分
野
で
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
「
私
は
南
ア
の
議

会
の
前
で
四
つ
の
提
案
を
し
た
い
。
第
一
の
提
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
防
衛
協
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
防
衛
協
定
は
、
昨
日
の
ア
フ
リ
カ
で
は
な
く
、
今
日
の
ア
フ
リ
カ
を
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ

ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
と
の
防
衛
協
定
は
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
戦
略
的
利
益
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
全
て
を
白
紙
に
戻
し
、
一
掃
し
よ
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
協
定
を
現
状
に
適
応

さ
せ
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
意
思
を
考
慮
に
入
れ
る
た
め
に
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
協
議
を
開
始
す
る
こ
と
を
望
む
。
フ
ラ
ン
ス
は
、

安
全
保
障
分
野
で
フ
ラ
ン
ス
と
新
し
い
協
力
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
全
て
の
国
と
の
協
議
に
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
。第
二
の
提
案
は
、

私
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
に
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
原
則
、
つ
ま
り
透
明
性
の
原
則
を
導
入
し
た
い
。
透
明

性
こ
そ
が
強
固
で
継
続
的
な
関
係
を
保
証
し
、
幻
想
と
無
理
解
を
廃
す
る
。
私
は
南
ア
の
議
会
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ

カ
の
間
の
防
衛
協
定
は
完
全
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
の
大
き
な
意
思
決
定
に
は

国
民
議
会
を
関
与
さ
せ
る
。
第
三
の
提
案
と
し
て
、
私
は
、
ア
フ
リ
カ
が
望
ん
で
い
る
よ
う
に
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
軍
の
プ
レ

ゼ
ン
ス
が
ア
フ
リ
カ
自
身
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
を
支
援
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
Ｕ
は
、
ア
フ
リ
カ
待
機
軍
を
二
○

一
○
年
か
ら
二
○
一
二
年
ま
で
に
持
つ
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
仏
が
望
ん
で
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
に
は
、
無
制
限
に
ア
フ
リ
カ
に
軍
事
力
を
駐
留
さ
せ
る
資
格
は
な
い
。
ア
フ
リ
カ
は
、
自
身
の
安
全
保
障
問
題
に
責
任
を
持
た

な
く
て
は
い
け
な
い
。（
中
略
）
そ
し
て
、
私
の
最
後
の
提
案
は
、
欧
州
が
平
和
と
安
全
保
障
の
分
野
で
ア
フ
リ
カ
の
主
要
な
パ

ー
ト
ナ
ー
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
昨
年
一
二
月
に
、
リ
ス
ボ
ン
で
結
ば
れ
た
我
々
の
二
つ
の
大
陸
の
間
の

合
意
の
方
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
す
べ
て
の
利
益
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
強
い
欧
州
は
強
い
ア
フ
リ
カ
を
必
要
と
し
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
（
（（
（

」
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
見
直
し
を
訴
え
て
い
る
。

　

ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
演
説
で
表
明
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
の
改
革
は
、
着
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
二
○
○
八
年
六
月

に
発
表
さ
れ
た
国
防
白
書
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
海
外
展
開
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
ア
ブ
ダ
ビ
に
フ
ラ
ン
ス
軍
基
地
を
建
設

し
、
六
ヶ
所
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
フ
ラ
ン
ス
軍
基
地
（
ジ
ブ
チ
、
レ
ユ
ニ
オ
ン
、
リ
ー
ブ
ル
ビ
ル
、
ダ
カ
ー
ル
、
ア
ビ
ジ
ャ
ン
、
ン

ジ
ャ
メ
ナ
）
を
二
つ
の
極
（deux pôles

）
に
縮
小
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
（
（（
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
は
基
地
の
統
廃
合
以
外
に
も
フ

ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。
フ
ィ
ヨ
ン
首
相
は
、
二
○
○
九
年
一
月
二
九
日
、
国

民
議
会
で
演
説
し
、
チ
ャ
ド
東
部
及
び
中
ア
に
展
開
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
軍
（
Ｅ
Ｕ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
）
が
、
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｔ
に
移
行
す

る
の
に
伴
い
、
現
在
一
六
五
○
人
の
人
員
を
一
○
○
○
人
以
下
ま
で
削
減
す
る
と
同
時
に
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
に
派
遣
さ
れ
て

い
る
リ
コ
ル
ヌ
軍
を
二
○
○
九
年
夏
ま
で
に
、
一
八
○
○
人
か
ら
半
減
さ
せ
る
こ
と
を
表
明
し
た

（
（（
（

。
リ
コ
ル
ヌ
軍
は
、
シ
ラ
ク
政

権
第
二
期
目
に
派
遣
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
介
入
主
義
へ
の
寄
り
戻
し
の
発
露
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
縮
小
に
は
象
徴

的
な
意
味
が
あ
る
。

　

ま
た
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
演
説
か
ら
ほ
ぼ
一
年
経
過
し
た
二
○
○
九
年
三
月
、
ト
ー
ゴ
と
の
新
防
衛
協
定
が
公
表
さ
れ
た
。
サ
ル

コ
ジ
大
統
領
の
改
革
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
防
衛
協
定
が
含
む
フ
ラ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
結
ん
で
い
る
秘

密
の
条
項
を
交
渉
に
よ
り
廃
止
し
、
新
し
い
条
約
を
結
び
公
表
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
秘
密
条
項
は
、
旧
植
民

地
に
お
い
て
反
乱
、ク
ー
デ
タ
ー
等
が
生
じ
フ
ラ
ン
ス
に
友
好
的
な
政
権
が
脅
か
さ
れ
た
時
は
、フ
ラ
ン
ス
が「
ア
フ
リ
カ
の
憲
兵
」

と
し
て
介
入
す
る
こ
と
の
根
拠
に
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ー
ゴ
に
お
け
る
新
防
衛
協
定
の
締
結
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ

リ
カ
関
係
の
改
革
が
一
歩
前
進
し
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
が
透
明
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
で
、
防
衛
協
定
の

見
直
し
の
た
め
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
交
渉
は
難
航
し
、
特
に
、
ジ
ブ
チ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ガ
ボ
ン
な
ど
の
重
要
な
フ
ラ
ン
ス
軍
基
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地
を
有
す
る
国
と
は
、
交
渉
の
妥
結
に
長
時
間
を
要
し
、
ガ
ボ
ン
と
の
防
衛
協
定
は
二
○
一
○
年
二
月
、
ジ
ブ
チ
と
の
新
防
衛
協

定
は
二
○
一
一
年
一
二
月
に
署
名
さ
れ
た
が
、
セ
ネ
ガ
ル
と
は
、
依
然
交
渉
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　

防
衛
協
定
の
見
直
し
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
改
革
の
進
展
を
図
る
重
要
な
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
こ
の
見
直
し

に
予
想
以
上
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
二
面
性
を
良
く
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
も
ア

フ
リ
カ
諸
国
も
、
表
向
き
は
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
変
革
を
叫
び
な
が
ら
も
、
実
際
は
そ
の
関
係
の
保
持
に
執
着
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
の
集
団
安
全
保
障
に
対
す
る
支
援
も
進
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
、
国
連
の
場
で
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を

取
り
、
開
始
し
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
平
和
維
持
能
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｐ
（Reinforcem

ent of A
frican 

Peacekeeping capabilities

）
は
、
二
○
○
八
年
一
一
月
に
、
Ｅ
Ｕ
の
枠
組
み
で
運
営
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｐ
に
移

行
し
、
ア
フ
リ
カ
待
機
軍
の
始
動
に
向
か
っ
て
前
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
フ
リ
カ
各
地
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
を
支

援
し
、
ア
フ
リ
カ
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
能
力
の
向
上
を
促
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
の
内
、
バ
マ
コ
の
平
和
維
持
学
校
、
ベ

ナ
ン
の
地
雷
除
去
セ
ン
タ
ー
に
は
日
本
も
資
金
面
で
協
力
し
て
い
る
。

　
（
2
）　

経
済
協
力
分
野
で
の
変
化

　

フ
ラ
ン
ス
は
元
来
、
経
済
協
力
の
分
野
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
圏
を
重
要
視
し
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
を
最
も
多
く
受
け
取
っ

て
い
る
地
域
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
の
商
業
的
な
権
益
や
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
権
益
が
最
も
多
い
地
域
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス

の
主
要
な
通
商
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
及
び
南
ア
は
、
援
助
受
取
額
が
少
な
い
国
で
あ
る

（
（（
（

。
フ
ラ
ン

ス
の
援
助
協
力
に
関
し
て
は
、
商
業
的
な
利
益
の
追
求
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
勢
力
圏
に
お
け
る
外
交
的
影
響
力
を
重
視
す
る
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傾
向
が
あ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
に
新
た
に
進
出
し
て
い
る
中
国
や
イ
ン
ド
に
比
べ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
通
商
的
権
益
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
権
益
に
付
随
さ
せ
る
傾
向
は
弱
い
よ
う
で
あ
る

（
（（
（

。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
援
助
政
策
に
お
い
て
、
経
済
的
利
益
と
政
治

的
利
益
を
比
較
し
た
場
合
、
政
治
的
利
益
を
優
先
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
そ

の
援
助
政
策
に
お
い
て
、
経
済
的
権
益
よ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
発
言
力
の
強
化
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
的
地
位
の

向
上
も
し
く
は
維
持
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
が
伝
統
的
に
緊
密
な
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
優
先
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
が
ブ
ラ
ザ
ビ
ル
を
自
由
フ
ラ
ン
ス
の
首
都
と
し
、
ア
フ
リ
カ
を
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
力
を
維
持
す
る
た

め
の
勢
力
圏
と
し
て
看
做
し
て
以
来
、
綿
々
と
し
て
続
く
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
の
一
環
と
し
て
の
経
済
協
力
政
策
の
特
徴

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ビ
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
志
向
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
か
ら
外
交
的
配
慮
を
排
除
し
、
よ
り

客
観
的
で
合
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
配
分
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
一
貫
し

た
援
助
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
組
織
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。
一
九
九
八
年
に
は
、Ａ
Ｆ
Ｄ
（
フ
ラ
ン
ス
開
発
庁
）
が
創
設
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
別
々
に
実
施
さ
れ
た
借
款
業
務
と
無
償
資
金
協
力
業
務
が
統
合
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
の
上
流
に
は
、
首
相
を
長
と

し
て
、
関
係
閣
僚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
省
庁
間
国
際
協
力
・
開
発
委
員
会
（
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
：Com

ité interm
inistériel de la 

coopération internationale et du développem
ent

）
が
創
設
さ
れ
、
省
庁
間
に
ま
た
が
る
、
援
助
方
針
、
国
別
・
セ
ク
タ

ー
戦
略
、
優
先
連
帯
地
帯
（
Ｚ
Ｓ
Ｐ
：Zone de Solidarité prioritaire

）
の
選
択
等
、
省
庁
間
の
調
整
・
一
貫
性
を
実
現
す

る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る(（（

(

。
Ｚ
Ｓ
Ｐ
の
対
象
国
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
人
権
侵
害
、
民
主
主
義
や
汚
職
対
策
等
を
基
準

に
、
毎
年
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
も
は
や
自
動
的
に

二
国
間
援
助
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
は
返
済
の
見
込
み
を
追
及
さ
れ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
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ア
フ
リ
カ
に
援
助
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｚ
Ｓ
Ｐ
は
南
ア
や
ア
ン
ゴ
ラ
、
ガ
ー
ナ
等
、
返
済
能
力
の

あ
る
国
や
、
フ
ラ
ン
ス
が
経
済
的
利
益
を
見
出
す
国
へ
対
象
国
が
拡
大
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
○
○
六
年
六
月
に
は
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
の
行

動
領
域
を
全
ア
フ
リ
カ
地
域
と
指
定
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
そ
の
ア
フ
リ
カ
政
策
に
お
け
る
変
革
を
引
き
継
ぎ
、
援
助
政
策
を
明
確
な
基
準
に
付
随
さ
せ
る
こ
と
を

志
向
し
た
。
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
演
説
で
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
経
済
協
力
分
野
で
も
経
済
成
長
を
重
視
す
る
重
要
な
提
案
を
し
て

い
る
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
演
説
の
中
で
、「
貧
困
克
服
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
よ
り
積
極
的
に
貢
献
し
た
い

と
望
ん
で
お
り
、
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
）
実
現
の
た
め
の
財
政
公
約
は
維
持
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン

ス
は
ア
フ
リ
カ
の
経
済
成
長
を
加
速
さ
せ
る
た
め
に
、
よ
り
的
を
絞
っ
た
方
法
で
援
助
し
、
ア
フ
リ
カ
で
の
雇
用
拡
大
の
た
め

に
、
企
業
の
創
出
を
直
接
的
に
支
援
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
新
た
に
経
済
成
長
を
加
速
さ
せ
る
た
め

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
開
始
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
Ａ
Ｆ
Ｄ
に
よ
り
実
行
に
移
さ
れ
る
。
こ
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
は
、
三
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
ア
フ
リ
カ
の
企
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、

二
億
五
千
万
ユ
ー
ロ
の
投
資
基
金
を
創
作
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ア
フ
リ
カ
の
中
小
企
業
が
銀
行
の
融
資
や
資
本
金
に

ア
ク
セ
ス
し
易
い
よ
う
に
、
二
億
五
千
万
ユ
ー
ロ
の
保
証
基
金
を
創
作
す
る
。
第
三
に
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
の
民
間
セ
ク
タ
ー
支
援
の
活
動

を
現
在
か
ら
倍
増
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
五
年
間
で
二
○
億
ユ
ー
ロ
の
貢
献
で
あ
る
。
合
計
で
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
テ
ィ
ブ
は

五
年
間
で
二
五
億
ユ
ー
ロ
に
な
り
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
二
千
の
ア
フ
リ
カ
の
企
業
を
財
政
的
に
支
援
し
、
三
○
万
の
雇
用

を
創
出
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
合
わ
せ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
二
国
間
支
援
で
の
サ
ブ
サ
ハ
ラ
ア
フ
リ
カ
へ
の
財

政
的
貢
献
は
、
今
後
五
年
間
で
一
○
○
億
ユ
ー
ロ
に
達
す
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
（（
（

。　

　

こ
の
演
説
に
は
、
二
つ
の
重
要
な
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
こ
の
演
説
が
南
ア
と
い
う
ア
フ
リ
カ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
半
分
を
生
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産
す
る
国
で
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
南
ア
は
、
そ
の
政
治
的
、
経
済
的
な
重
要
性
に
拘
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
協
力
に
お
い

て
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
に
比
べ
て
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
南
ア
を
訪
問
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
伝
統
的

な
勢
力
圏
援
助
政
策
か
ら
変
換
を
探
求
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
演
説
は
経
済
成
長
を
フ
ラ
ン
ス
の
援
助

政
策
の
焦
点
に
す
る
と
明
言
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ビ
ジ
ャ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
政
策
の
基
準
を
世
銀
の
構

造
調
整
に
付
随
さ
せ
た
こ
と
と
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
政
策
に
明
確
な
基
準
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
外
交
的
及
び

政
治
的
配
慮
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
優
先
的
に
与
え
ら
れ
て
き
た
援
助
を
、
経
済
成
長
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
配
分
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
済
成
長
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
ガ
ボ
ン
よ
り
南
ア
や
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
潜
在
能
力
が
高

い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
政
策
の
方
針
の
変
更
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
援
助

政
策
の
変
更
を
統
計
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
ま
だ
不
可
能
で
あ
る
が
、
今
後
の
推
移
が
注
目
さ
れ
る
。

　
（
3
）　

ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
介
入
の
継
続

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
外
交
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
根
本
的
な
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
継
続
も
見
受
け
ら

れ
る
。
ま
ず
、
継
続
の
一
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
程
直
接
的
で
は
な
い
も
の
の
、
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
介
入
が
継
続
さ
れ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

二
○
○
八
年
一
月
三
一
日
か
ら
、
ス
ー
ダ
ン
の
援
助
を
受
け
る
チ
ャ
ド
反
政
府
勢
力
は
、
チ
ャ
ド
の
首
都
ン
ジ
ャ
メ
ナ
に
む
け

て
侵
攻
を
開
始
し
た
。
二
月
二
日
に
首
都
に
侵
攻
し
た
反
政
府
勢
力
は
、
三
日
、
政
府
軍
と
戦
闘
を
行
っ
た
後
、
一
旦
首
都
か
ら

退
却
し
た
。
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
ハ
イ
タ
カ
作
戦
で
常
時
駐
留
し
て
い
る
一
二
○
○
人
に
加
え
、
二
月
四
日
ま
で
に

二
七
○
人
を
増
派
し
、
フ
ラ
ン
ス
・
チ
ャ
ド
間
で
一
九
七
六
年
に
結
ば
れ
た
軍
事
協
力
協
定
を
根
拠
に
、
弾
薬
な
ど
の
兵
站
及
び
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保
健
面
で
政
府
側
を
支
援
し
た
。
ま
た
、
リ
ビ
ア
が
フ
ラ
ン
ス
の
兵
站
支
援
を
リ
ビ
ア
経
由
で
行
う
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
フ
ラ

ン
ス
に
同
国
の
空
港
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
機
二
機
が
リ
ビ
ア
の
空
港
か
ら
飛
び
立

ち
、
チ
ャ
ド
・
ス
ー
ダ
ン
国
境
と
反
政
府
勢
力
の
活
動
を
偵
察
し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
軍
は
自
国
民
保
護
の
た
め
に
、

空
港
の
安
全
を
確
保
し
て
お
り
、
そ
の
空
港
か
ら
政
府
軍
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
離
陸
し
、
反
政
府
勢
力
を
攻
撃
し
た
。　

　

そ
し
て
、
反
発
の
強
い
一
方
的
な
軍
事
介
入
を
避
け
る
た
め
に
、
安
保
理
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
り
、
反
政
府
武
装
勢
力
に

よ
る
侵
攻
を
非
難
す
る
旨
の
議
長
声
明
を
採
択
し
た
。
そ
し
て
、
安
保
理
議
長
声
明
採
択
後
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
「
フ
ラ
ン
ス

が（
チ
ャ
ド
に
対
し
）義
務
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、行
う
で
あ
ろ
う（Si la France doit faire son devoir

（au 

T
chad

）, elle le fera

）」
と
発
言
し
、
こ
の
発
言
を
受
け
て
、
ク
シ
ュ
ネ
ー
ル
外
務
・
欧
州
問
題
担
当
大
臣
が
「
フ
ラ
ン
ス

の
義
務
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
よ
り
決
定
的
な
方
法
で
合
法
的
な
政
府
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（Le « devoir » de la 

France « ce serait de protéger, peut-être m
aintenant de façon plus décisive si le besoin s’en faisait sentir, le 

gouvernem
ent légal

）」
と
発
言
し
、
軍
事
介
入
を
仄
め
か
し
、
反
政
府
勢
力
に
圧
力
を
加
え
た
（
（（
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
は
従
来
に
比
し
、
一
方
的
な
軍
事
介
入
は
避
け
た
が
、
今
次
の
戦
闘
に
お
け
る
役
割
は
中
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、

兵
站
を
通
じ
た
支
援
、
政
府
軍
が
使
用
す
る
空
港
の
確
保
、
さ
ら
に
は
安
保
理
議
長
声
明
後
の
軍
事
介
入
の
示
唆
等
を
通
じ
、
チ

ャ
ド
政
府
軍
の
勝
利
に
間
接
的
な
貢
献
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
ス
ー
ダ
ン
の
支
援
を
受
け
た
反
政
府

軍
の
勢
力
が
拡
大
す
る
こ
と
は
、
ダ
ル
フ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
チ
ャ
ド
以
西
や
広
大
な
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
の
安
定
に
影
響

す
る
重
大
な
戦
略
的
問
題
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
介
入
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
国
益
を
保
護
す
る
た
め
に
勢
力
圏
へ

の
介
入
を
厭
わ
な
い
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
の
継
続
が
指
摘
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
○
○
二
年
九
月
の
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
危
機
に
お
い
て
、
安
保
理
の
決
議
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
最
終
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的
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
安
保
理
決
議
が
フ
ラ
ン
ス
軍
に
マ
ン
デ
ー
ト
を
与
え
た
の
は
二
○
○
三
年
二
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
チ
ャ
ド
に
関
し
て
は
二
○
○
六
年
四
月
に
反
政
府
勢
力
が
首
都
に
向
け
て
進
撃
し
た
際
、
シ
ラ
ク
大
統
領
（
当
時
）

は
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
戦
闘
機
に
よ
る
攻
撃
を
直
ち
に
指
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
今
回
フ
ラ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
及
び
在
留
外
国
人
保

護
の
た
め
に
最
小
限
の
軍
事
力
を
行
使
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
介
入
の
た
め
に
は
、
安
保
理
の
決
定
が
必
要
と
の
立
場
を
明

確
に
し
た
。
も
っ
と
も
、
安
保
理
議
長
声
明
自
体
は
決
議
に
較
べ
拘
束
力
に
乏
し
く
、
軍
事
介
入
の
根
拠
と
し
て
は
弱
い
も
の
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
形
式
上
は
国
連
の
マ
ン
デ
ー
ト
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
フ
ラ
ン
ス
の
権
益
の
追
求
と
い
う
目
的
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
）　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
継
続
と
そ
の
衰
退

　

ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
交
も
継
続
さ
れ
て
お
り
、
特
に
フ
ォ
カ
ー
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
最
後
の
生
き
残
り
と
い
わ
れ
る
ブ

ル
ジ
（Robert Bourgi

）
弁
護
士
が
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
同
弁
護
士
は
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
と
二
○
年
来

の
友
人
関
係
に
あ
り
、
定
期
的
に
エ
リ
ゼ
宮
に
出
入
り
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
同
弁
護
士
は
、
ガ
ボ
ン
の
故
ボ
ン
ゴ
大
統

領
、
コ
ン
ゴ
（
共
）
の
サ
ス
・
ン
ゲ
ソ
大
統
領
と
近
く
、
彼
ら
の
意
思
を
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
に
伝
え
る
非
公
式
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ

ー
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
○
○
八
年
三
月
に
ボ
ッ
ケ
ル
協
力
・
フ
ラ
ン
ス
語
圏
担
当
長
官
が
辞

任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
、
ボ
ン
ゴ
大
統
領
が
ブ
ル
ジ
弁
護
士
を
通
し
て
、
圧
力
を
か
け
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ボ
ン

ゴ
大
統
領
は
、
ボ
ッ
ケ
ル
氏
の
「
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
は
死
に
か
け
て
い
る
。
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
の
死
亡
証
明
書
に
署
名
し
た

い
（La Françafrique est m

oribonde. Je veux signer l’acte de décès de Françafrique

）。」
と
い
う
言
葉
に
狙
わ
れ

て
い
る
と
感
じ
、
ボ
ッ
ケ
ル
氏
の
辞
職
を
求
め
、
成
功
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
ブ
ル
ジ
弁
護
士
は
、
サ
ル
コ
ジ
政
権
下
で
も
同
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大
統
領
の
個
人
的
な
顧
問
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
に
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
、
ジ
ュ
ベ
ー
ル
大
統
領
補
佐
官
は

同
弁
護
士
と
協
力
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

（
（（
（

。最
終
的
に
同
補
佐
官
は
二
○
○
九
年
九
月
に
モ
ロ
ッ
コ
大
使
と
し
て
転
出
し
、

大
統
領
府
外
交
班
に
お
い
て
同
補
佐
官
を
補
佐
し
て
い
た
マ
レ
シ
ョ
ー（Rém

i M
aréchaux

）補
佐
官
及
び
セ
ル
マ
ン（Rom

ain 

Serm
an

）
補
佐
官
も
交
代
さ
せ
ら
れ
た
。
一
連
の
交
代
劇
の
背
景
に
は
、
ブ
ル
ジ
弁
護
士
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
疑
わ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
交
の
背
景
に
は
、
ア
フ
リ
カ
の
長
老
た
る
ガ
ボ
ン
の
故
ボ
ン
ゴ
大
統
領
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る

強
い
影
響
力
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ブ
ル
ジ
弁
護
士
は
同
大
統
領
の
権
威
を
背
景
と
し
て
力
を
持
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代

の
経
過
と
と
も
に
同
大
統
領
の
権
勢
も
衰
え
、
影
響
力
は
チ
ャ
ド
や
中
央
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
極
少
数
の
国
に
限
ら
れ
、
コ
ー
ト
ジ

ボ
ワ
ー
ル
等
で
は
失
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
（（
（

。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
故
ボ
ン
ゴ
大
統
領
が
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
に
影
響
力
を
及

ぼ
せ
た
の
は
、
ボ
ン
ゴ
大
統
領
が
ま
だ
無
名
に
等
し
い
時
か
ら
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
を
支
援
し
親
交
を
結
ん
で
き
た
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
若
い
有
望
な
政
治
家
を
見
出
し
、
支
援
す
る
個
人
的
才
覚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
及
び
故
ボ
ン
ゴ
大
統
領
の
個
人
的
関
係
に
依
拠
し
た
関
係
が
永
続
的
に
続
く
と
は
考
え
づ
ら
か

っ
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ブ
ル
ジ
弁
護
士
は
、
本
来
の
影
の
役
割
に
留
ま
ら
ず
、
テ
レ
ビ
放
送
に
出
演
し
、
公
の
場
で
（
フ

ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
の
秘
密
に
つ
い
て
）
発
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
の
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

た
（
（（
（

。　

　

そ
の
ボ
ン
ゴ
大
統
領
も
二
○
○
九
年
六
月
に
死
去
し
、
同
大
統
領
の
影
響
力
を
背
景
に
暗
躍
し
て
い
た
ブ
ル
ジ
弁
護
士
の
影
響

力
も
低
下
し
た
。
さ
ら
に
、
二
○
一
一
年
二
月
に
は
内
閣
改
造
が
行
わ
れ
、
過
去
に
首
相
も
務
め
た
与
党
Ｕ
Ｍ
Ｐ
の
重
鎮
ジ
ュ
ッ

ペ
（A

lain Juppé

）
氏
が
外
相
に
返
り
咲
き
、
ゲ
ア
ン
事
務
総
長
が
内
相
に
就
任
し
た
。
ジ
ュ
ッ
ペ
氏
は
、
外
相
に
就
任
す
る
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際
に
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
に
対
し
ゲ
ア
ン
事
務
総
長
の
転
出
を
要
求
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
ゲ
ア
ン
事
務
総
長
及

び
ブ
ル
ジ
弁
護
士
が
外
務
省
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
、
ア
フ
リ
カ
外
交
に
介
入
し
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
ジ
ュ
ッ
ペ
外
相

は
、
そ
の
よ
う
な
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
連
の
措
置
は
効
果
を
奏
し
、
ブ
ル
ジ
弁
護
士
の
影
響
力
は

削
が
れ
て
い
っ
た
。
同
弁
護
士
は
、
二
○
一
一
年
一
一
月
、
過
去
に
シ
ラ
ク
元
大
統
領
及
び
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
ル
パ
ン
元
首
相
が
故
ボ

ン
ゴ
大
統
領
か
ら
不
正
な
選
挙
資
金
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
暴
露
し
た

（
（（
（

。
同
弁
護
士
の
行
動
の
背
景
に
は
、
低
下
す
る
影
響
力
を

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
暴
露
で
補
お
う
と
い
う
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

結
論

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
そ
の
外
交
政
策
に
お
い
て
、
経
済
的
利
益
を
非
常
に
重
要
視
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
内
で

は
、
南
ア
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り

（
（（
（

、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
の
重
要
性
は
低
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
界
規

模
で
サ
ル
コ
ジ
外
交
を
観
察
す
る
と
、
新
興
国
を
重
要
視
す
る
と
と
も
に
、
経
済
的
利
益
の
観
点
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
よ
り
中
東
を

重
要
視
し
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
の
地
位
が
相
対
的
に
低
下
し
、
標
準
化
さ
れ
る
と
と

も
に
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
内
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
重
要
性
が
相
対
的
に
低
下
し
、
他
の
国
々
と
の
間
に
バ
ラ
ン
ス
が
取
ら
れ
る

流
れ
は
続
く
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
就
任
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
平
均
化
は
、
ア
フ
リ

カ
大
陸
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
低
下
に
帰
結
し
、
そ
の
こ
と
が
特
に
フ
ラ
ン
ス
語
圏
諸
国
の
失
望
に
繋
が
る
危
険

性
も
孕
ん
で
い
る
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
最
初
の
ア
フ
リ
カ
訪
問
（
二
○
○
七
年
五
月
）
後
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
は
、
駐
ア
フ
リ

カ
大
使
四
二
名
の
分
析
、
提
言
を
募
り
、
対
ア
フ
リ
カ
外
交
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
に
駐
在
す
る
四
二
人
の
フ
ラ
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ン
ス
大
使
が
作
成
し
た
電
報
は
「
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
は
影
響
力
を
低
下
さ
せ
イ
メ
ー
ジ
が
悪
化
し
て
い
る
。
ア
フ
リ

カ
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
参
入
し
、
新
興
国
や
米
か
ら
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ア
フ
リ
カ
人
は
、

移
民
、
援
助
等
で
内
向
き
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
見
捨
て
ら
れ
、
十
分
な
見
返
り
を
得
て
い
な
い
と
感
じ
て
お
り
、
ア
フ
リ
カ

の
若
い
世
代
が
フ
ラ
ン
ス
に
背
を
向
け
る
深
刻
な
危
険
が
あ
る
」
と
述
べ
、
懸
念
を
表
明
し
て
い
る

（
（（
（

。

　

今
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
対
ア
フ
リ
カ
関
係
全
体
を
見
据
え
た
大
き
な
課
題
は
、
過
去
の
仏
語
圏
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
を
損
な
わ
ず

に
、
如
何
に
フ
ラ
ン
ス
語
圏
以
外
と
も
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
く
か
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸

国
の
理
解
を
得
つ
つ
、彼
等
ら
と
の
過
去
か
ら
の
特
権
的
な
関
係
を
再
構
築
（refonder

）
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
コ
ト
ヌ
演
説
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
等
で
近
代
的
な
国
家
間
の
関
係
を
築
く
必
要
が
あ
る
。
サ
ル
コ
ジ
大
統

領
は
二
○
○
九
年
三
月
に
コ
ン
ゴ
（
共
）
を
訪
問
し
、「
フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ
リ
カ
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
フ

リ
カ
が
フ
ラ
ン
ス
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
コ
ン
ゴ
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
我
々

が
追
求
す
る
利
益
は
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
関
し
て

は
、
我
々
の
利
益
は
（
ア
フ
リ
カ
と
）
共
通
し
て
い
る
だ
け
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
簡
単
で
あ
る

（
（（
（

」

と
述
べ
、
共
通
の
利
益
に
基
づ
く
関
係
を
築
く
意
思
を
繰
り
返
し
た
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
の
改
革
は
困
難
を
伴
い
、
チ
ャ
ド
の
ケ
ー
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
間
接
的
か
つ
、

形
式
上
は
国
際
的
な
支
持
を
得
た
上
で
あ
る
が
、
旧
植
民
地
へ
の
介
入
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ル
ジ
弁
護
士
の
活
躍
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
過
去
の
非
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
衰
え
つ
つ
も
残
存
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ

政
策
の
大
部
分
は
、
大
統
領
の
外
交
チ
ー
ム
と
外
務
・
欧
州
問
題
省
に
任
さ
れ
、
世
界
の
他
の
地
域
と
同
じ
よ
う
に
処
理
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
主
導
し
て
い
る
ア
フ
リ
カ
政
策
の
改
革
も
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
り
、
ジ
ュ
ッ
ペ
外
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相
の
就
任
及
び
そ
の
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
に
よ
り
、
そ
の
傾
向
は
強
ま
っ
て
い
る
（
（（
（

。　

　

注
（
（
）　Il nous faut construire une relation nouvelle, assainie, décom

plexée, équilibrée, débarrassée des scories du passé et 

des obsolescences qui perdurent de part et d’autres de la M
éditerranée. Cela im

plique plusieurs changem
ents de 

fond, dont certains sont heureusem
ent à l’oeuvre. 

D
’abord, cette relation doit être plus transparente. Il nous faut la débarrasser des réseaux d’un autre tem

ps, des 

ém
issaires offi

cieux qui n’ont d’autre m
andat que celui qu’ils s’inventent. Le fonctionnem

ent norm
al des institutions 

politiques et diplom
atiques doit prévaloir sur les circuits offi

cieux qui ont fait tant de m
al par le passé. Il faut 

définitivem
ent tourner la page des com

plaisances, des secrets et des am
biguïtés. Il nous faut aussi ne pas nous 

contenter de la seule personnalisation de nos relations. Les relations entre des Etats m
odernes ne doivent pas 

seulem
ent dependre de la qualite des relations personnelles entre les chefs d’Etat, m

ais d’un dialogue franc et 

objectif, d’une confrontation des interets respectifs, du respect des engagem
ents pris.N

ous voulons dialoguer 

sur un pied d’égalité, entre partenaires responsables. N
otre relation doit être décom

plexée, sans sentim
ent de 

supériorité ni d’infériorité, sans sentim
ent de culpabilité d’un côté ni soupçon d’en jouer de l’autre, sans tentation 

de rendre l’autre responsable de ses erreurs. 

（
2
）　D
A

BEZIES Pierre, 《O
u en est la France en A

frique?
》, Cercle PERICLES

（
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
）, 29/（0/（997. 

（
3
）　Ce sont les chars, les avions, la tactique des A

llem
ands qui ont surpris nos chefs au point de les am

ener là où ils 

en sont aujourd’hui. 
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M
ais le dernier m

ot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? N
on! Croyez-m

oi, m
oi 

qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les m
êm

es m
oyens qui 

nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle 

n’est pas seule ! Elle a un vaste Em
pire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l’em

pire britannique qui tient la m
er 

et continue la lutte. Elle peut, com
m

e l’A
ngleterre, utiliser sans lim

ites l’im
m

ense industrie des Etats-U
nis. Cette 

guerre n’est pas lim
itée au territoire m

alheureux de notre pays. Cette guerre n’est pas tranchée par la bataille de 

France. Cette guerre est une guerre m
ondiale.

（
4
）　

片
岡
貞
治
「
ア
フ
リ
カ
紛
争
：
フ
ラ
ン
ス
の
視
点
（
仏
の
対
ア
フ
リ
カ
政
策
か
ら
）、
国
際
問
題
研
究
所

（
5
）　

大
統
領
府
の
ア
フ
リ
カ
班
は
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
選
出
後
、
外
交
班
に
統
合
さ
れ
た
。

（
6
）　

協
力
省
は
一
九
九
九
年
に
外
務
省
に
統
合
さ
れ
、
国
際
協
力
・
開
発
総
局
と
し
て
一
つ
の
局
に
な
っ
た
が
、
務
大
臣
付
き
で
あ
る
と
は
い

え
準
閣
僚
級
の
協
力
・
仏
語
圏
担
当
長
官
が
政
治
任
命
さ
れ
、
ア
フ
リ
カ
外
交
と
担
う
な
ど
の
名
残
が
あ
る

（
7
） BA

N
EGA

S Richard, M
A

RCH
A

L Roland, M
EIM

O
N

 Julien, “sortir du pacte colonial”, Politique A
fricaine, M

ars 

2007,n205, Paris, K
arthala, P.（6.

（
8
）　

同
上P.（6.

（
9
）　

片
岡
貞
治　
「
ア
フ
リ
カ
紛
争
：
フ
ラ
ン
ス
の
視
点
（
仏
の
対
ア
フ
リ
カ
政
策
か
ら
）、
国
際
問
題
研
究
所

（
（0
）　

同
上

（
（（
）　

代
表
的
な
著
作
にV

erschave François-X
avier, Françafrique, Stock, （998, Paris 

が
あ
る
。

（
（2
）　

例
え
ば
、
ビ
ア
フ
ラ
戦
争
。
フ
ォ
カ
ー
ル
は
西
ア
フ
リ
カ
の
大
国
で
あ
り
、
英
語
圏
で
あ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
台
頭
を
牽
制
す
る
た
め
に

イ
ボ
族
に
よ
る
ビ
ア
フ
ラ
の
独
立
を
支
持
し
、
武
器
援
助
を
実
施
し
た
。
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（
（3
）　

こ
の
よ
う
な
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
例
え
ば
、
チ
ャ
ド
に
お
け
る
デ
ビ
ー
氏
に
よ
る
ハ
ブ
レ
政
権
の
転
覆
の
支
援
、
中
央
ア
フ
リ
カ

に
お
け
る
ボ
ジ
ゼ
元
参
謀
長
に
よ
る
パ
タ
セ
政
権
転
覆
の
支
援
、
コ
ン
ゴ
（
共
）
に
お
け
る
サ
ス
・
ン
ゲ
ソ
大
統
領
の
反
体
制
派
抑
圧
の

支
援
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（4
）　V

erschave François-X
avier, Françafrique, Stock, （998, Paris, P.65.

（
（5
） Puis-je m

e perm
ettre de vous dire que c’est la direction qu’il faut suivre. Je vous parle com

m
e un citoyen du 

m
onde à d’autres citoyens du m

onde : c’est le chem
in de la liberté sur lequel vous avancerez en m

êm
e tem

ps que 

vous avancerez sur le chem
in du développem

ent. O
n pourrait d’ailleurs inverser la form

ule : c’est en prenant la 

route du développem
ent que vous serez engagés sur la route de la dém

ocratie.

（
（6
） BA

N
EGA

S Richard, M
A

RCH
A

L Roland, M
EIM

O
N

 Julien, “sortir du pacte colonial”, Politique A
fricaine, M

ars 

2007,n205, Paris, K
arthala,p.（3.

（
（7
）　

同
上

（
（8
） « Pour m

oi, le m
aintien de la présence française en A

frique du N
ord, de Bizert à Casabalanca, est le prem

ier 

im
pératif de toute politique. »

（
（9
）　

ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は «Papa m

’a dit» 

（
パ
パ
が
こ
う
言
っ
た
）
と
異
名
を
取
っ
た
様
に
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
元
首
に
伝
え
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
役
割
を
果
た
し
た
。

（
20
）　

例
え
ば
、La Crim

inalisation de l’Etat en A
frique, Stephen Ellis et Béatrice H

ibou, Bruxelles, Com
plexe, Coll. Espace 

international, （997

（
2（
） BA

N
EGA

S Richard, M
A

RCH
A

L Roland, M
EIM

O
N

 Julien, “sortir du pacte colonial”, Politique A
fricaine, M

ars 

2007,n205, Paris, K
arthala,p.（5.
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（
22
）　

同
上p.（5.

（
23
） 

実
際
に
は
、T

otal

社
な
ど
の
非
政
府
ア
ク
タ
ー
が
非
公
式
に
サ
ス
・
ン
ゲ
ソ
を
支
援
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

Y
EN

GO
 Patrice, La guerre civil du Congo-Brazaville （993-2002, Paris, K

arthala, 2006.

（
24
）　

大
統
領
府
の
ア
フ
リ
カ
班
は
、
介
入
を
志
向
し
た
よ
う
で
あ
る
。S.Sm

ith, «La d’engagem
ent de la France à l’epreuve de la 

Côte d’ivoire », politique A
fricaine, n89,m

ars 2003,p.（（2-（26.

（
25
）　Contraienem

ent à la poltique de Jospin, notre postition est de ne pas exclure a priori une intervention, car c’est 

dissuasif

（...
）Personne ne doit pouvoir se dire qu’il peut agresser le voisin sans que la Fance ne bouge. Jaques 

Cham
pagne de Labriolle

（« num
éro deux » de la celule africaine de l’Elysée

）, lors d’une conférence organisée 

le （9 m
ai 2004 par la Politique africaine sur la thèm

e « Intervenir pour la paix en A
frique ». 

引
用
元BA

N
EGA

S 

Richard, M
A

RCH
A

L Roland, M
EIM

O
N

 Julien, “sortir du pacte colonial”, Politique A
fricaine, M

ars 2007,n205, Paris, 

K
arthala,p.（5.

（
26
）　

同
上p.2（.

（
27
）　

仏
は
、
ツ
チ
族
を
虐
殺
し
た
フ
ツ
族
政
権
に
対
し
軍
事
援
助
を
行
っ
て
お
り
、
作
戦
の
中
立
性
が
疑
わ
れ
た
。

（
28
） BA

N
EGA

S Richard, M
A

RCH
A

L Roland, M
EIM

O
N

 Julien, “sortir du pacte colonial”, Politique A
fricaine, M

ars 

2007,n205, Paris, K
arthala,p.22.

（
29
）　

例
え
ば
、「
ア
フ
リ
カ
は
、
十
分
に
歴
史
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
（L’A

frique n’est pas assez entré dans l’histoire

）」
等
。

（
30
）　La colonisation n’est pas responsable de toutes les diffi

cultés actuelles de l’A
frique. Elle n’est pas responsable des 

guerres sanglantes que se font les A
fricains entre eux. Elle n’est pas responsable des génocides. Elle n’est pas 

responsable des dictateurs. Elle n’est pas responsable du fanatism
e. Elle n’est pas responsable de la corruption, de 
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la prévarication. Elle n’est pas responsable des gaspillages et de la pollution.

（
3（
） Je souhaiterais, à cet égard, faire quatre propositions. La prem

ière porte sur les accords de défense entre la France 

et les pays africains. Ils doivent refléter l’A
frique d’aujourd’hui, et non pas l’A

frique d’hier. Ils doivent reposer 

sur les intérêts stratégiques de la France et de ses partenaires africains. Je ne dis pas qu’il faille nécessairem
ent 

faire table rase et tout effacer d’un seul trait de plum
e. M

ais je dis que la France souhaite engager des discussions 

avec tous les Etats africains concernés pour adapter les accords existants aux réalités du tem
ps présent et en 

tenant le plus grand com
pte de leur propre volonté. Elle sera égalem

ent ouverte au dialogue avec tous ceux 

qui souhaiteront nouer avec elle un nouveau partenariat en m
atière de sécurité. D

euxièm
em

ent, je propose de 

refonder nos relations sur le principe de transparence. La transparence, c’est la m
eilleure garantie pour des 

relations solides et durables, le m
eilleur antidote aux fantasm

es et aux incom
préhensions si com

plaisam
m

ent 

répandus lorsqu’on évoque les liens qui unissent la France aux A
fricains. Contrairem

ent à la pratique passée, nos 

accords devront être intégralem
ent publiés. Je com

pte égalem
ent associer étroitem

ent le Parlem
ent français aux 

grandes orientations de la politique de la France en A
frique. 

T
roisièm

em
ent, je propose que la présence m

ilitaire française en A
frique serve en priorité à aider l’A

frique à 

bâtir, com
m

e elle en a l’am
bition, son propre dispositif de sécurité collective. L’U

nion africaine souhaite disposer de 

forces en attente à l’horizon 20（0 ? 20（2 ? Q
ue cet objectif soit aussi celui de la France ! La France n’a pas vocation 

à m
aintenir indéfinim

ent des forces arm
ées en A

frique. （....
）Enfin, m

a dernière proposition vise à faire de l’Europe 

un partenaire m
ajeur de l’A

frique en m
atière de paix et de sécurité. C’est le sens du partenariat conclu entre nos 

deux continents à Lisbonne en décem
bre dernier. Il appartient désorm

ais aux Européens et aux A
fricains de le 
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construire ensem
ble. C’est dans notre intérêt à tous, car une Europe forte a besoin d’une A

frique forte.
（
32
）　Libre Blanc sur la défense et la sécurité nationale, P.（56.  

そ
の
後
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
仏
軍
基
地
は
、
リ
ー
ブ
ル
ビ
ル
と
ジ

ブ
チ
に
集
約
さ
れ
た
。

（
33
）　

仏
首
相
府
Ｈ
Ｐ http://w

w
w

.prem
ier-m

inistre.gouv.fr/acteurs/interventions_prem
ier_m

inist

（
34
） H

U
GO

N
 Philippe, La politique économ

ique de la France en A
frique, Politique A

fricaine, M
ars 2007,n205, Paris, 

K
arthala,p.60.

（
35
）　

同
上p.60.

（
36
）　

二
○
○
八
年
、
仏
Ｏ
Ｄ
Ａ
白
書

（
37
） J’ai égalem

ent souhaité que la France intervienne de m
anière plus ciblée pour favoriser l’accélération de 

la croissance économ
ique. Je souhaite qu

’elle contribue directem
ent à la création d’entreprises africaines 

génératrices d’em
plois. C’est pourquoi j’ai décidé de lancer une initiative de soutien à la croissance économ

ique, 

ouverte à d’autres partenaires. C
ette initiative, qui sera m

ise en œ
uvre parl ? A

gence F
rançaise de 

D
éveloppem

ent com
porte trois com

posantes : D
’abord un fonds d ? investissem

ent de 250 m
illions d’euros prendra 

des participations dans d’autres fonds m
ixtes ou thém

atiques. La deuxièm
e com

posante est la création d’un 

fonds de garantie doté aussi de 250 m
illions d’euros. Il doit perm

ettre de faciliter l’accès des PM
E africaines au 

crédit bancaire et au capital. La dernière com
posante est le doublem

ent de l’activité de l’A
gence Française de 

D
éveloppem

ent en faveur du secteur privé, soit un engagem
ent de 2 m

illiards d’euros sur 5 ans. A
u total, cette 

initiative m
obilisera deux m

illiards et dem
i d’euros en 5 ans ; qui financeront directem

ent ou indirectem
ent près 

de 2000 entreprises, pour la création de 300 000 em
plois. En intégrant cette initiative, le total des engagem

ents 
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financiers français bilatéraux pour l’A
frique subsaharienne s’élèvera donc à （0 m

illiards d’euros sur les 5 

prochaines années.
（
38
）　http://w

w
w

.france-info.com
/m

onde-afrique-2008-02-06-tchad-le-president-deby-rem
ercie-paris-92650-（4-（8.htm

l

（
ア
ク

セ
ス
日
時
：
二
○
一
一
年
一
○
月
二
二
日
）

（
39
）　GLA

SER A
ntoine, SM

IT
H

 Stephan, Sarko en A
frique, Plon, Paris, 2008.pp.（78-202.

（
40
）　

ブ
ル
ジ
弁
護
士
は
二
○
○
八
年
四
月
一
三
日
放
送
さ
れ
た
カ
ナ
ル
プ
リ
ュ
ス
の
番
組
デ
ィ
マ
ン
シ
ュ
プ
リ
ュ
ス
に
出
演
し
、「
私
は
、
ボ

ッ
ケ
ル
氏
が
、
我
々
の
将
来
を
侮
辱
し
た
と
感
じ
た
。
そ
し
て
、
二
回
の
統
一
地
方
選
挙
の
間
に
、
彼
が
態
度
を
軟
化
さ
せ
な
い
と
分
か

っ
た
の
で
、
私
は
、
ゲ
ア
ン
氏
の
助
け
を
借
り
て
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
に
会
い
に
行
き
、『
ニ
コ
ラ
、
君
は
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
嵐

が
迫
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
後
戻
り
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
行
き
、
ボ
ン
ゴ
父
さ
ん
が
怒
り
を
爆
発
さ
せ
る
だ
ろ
う
』
と
言
っ
た
（j’ai 

trouvé que M
 Bockel insultait l’avenir, et entre les deux tours des m

unicipales, com
m

e je voyais qu’il ne se calm
ait 

pas, je suis retourné voir le président de la république, aidé en cela par Claude Gueant, et je lui ai dit : ‘T
u sais 

N
icolas l’orage gronde, je crois que nous allons atteindre le point de non-retour et le père Bongo va faire exploser 

la m
arm

ite’.

）」
と
述
べ
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
に
ボ
ン
ゴ
大
統
領
の
怒
り
を
伝
え
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
4（
）　GLA

SER A
ntoine, SM

IT
H

 Stephan, Sarko en A
frique, Plon, Paris, 2008.pp.（78-202.

（
42
）　

同
上p.（92.

（
43
）　

同
上p.203.

（
44
）　

二
○
一
一
年
九
月
一
一
日
付Journal du dim

anche

（
45
）　

仏
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
、
二
○
○
八
年
六
月
に
、
経
済
協
力
、
投
資
促
進
、
平
和
構
築
な
ど
の
多
岐
に
亘
る
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

を
締
結
し
た
。
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（
46
）　

四
月
二
七
、
二
八
日
付
ル
モ
ン
ド
紙

（
47
）　L’am

bition que je porte, c’est de refonder une relation privilégiée. Pour refonder une relation privilégiée, peut-être 

faudrait-il que nous prenions le tem
ps, les uns et les autres, de dire ce que nous attendons les uns des autres. Il 

y a une attente de la France vis-à-vis de l’A
frique, il y a une attente de l’A

frique vis-à-vis de la France, il y a une 

attente du Congo vis-à-vis de la France. Il faut, sem
ble-t-il, com

m
encer par assum

er dans la clarté les intérêts que 

nous poursuivons.

（
48
）　

本
稿
は
筆
者
が
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
勤
務
時
代
（
二
○
○
八
年
一
月
～
二
○
一
○
年
一
二
月
）
に
執
筆
し
た
も
の
に
加
筆
・
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
全
て
筆
者
自
身
の
観
点
に
基
づ
く
私
見
で
あ
り
、
何
ら
大
使
館
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
で
な
い
。




