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●
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会

世
界
の
特
定
の
地
域
名
を
冠
し
た
学

会
が
日
本
に
数
あ
る
中
で
、
日
本
ア
フ

リ
カ
学
会
は
、
ア
フ
リ
カ
を
共
通
の

フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

の
研
究
者
が
、
文
系
、
理
系
の
垣
根
を

越
え
て
交
流
し
合
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。
こ
の
文
理
共
属
ぶ
り
を
堪
能
で

き
る
の
が
、
毎
年
五
月
に
開
催
さ
れ
る

学
術
大
会
で
あ
る
。

口
頭
発
表
は
三
会
場
制
で
行
わ
れ
る

が
、
直
近
の
選
挙
結
果
に
関
す
る
政
治

学
の
報
告
や
数
式
を
駆
使
し
た
経
済
分

析
が
な
さ
れ
る
会
場
の
隣
で
は
、
マ
ウ

ン
テ
ン
ゴ
リ
ラ
の
生
態
や
新
種
の
昆
虫

に
関
す
る
報
告
が
な
さ
れ
て
い
た
り
す

る
。
政
治
研
究
が
専
門
の
筆
者
は
、
本

来
は
政
治
関
連
の
会
場
に
行
く
べ
き
か

と
思
い
つ
つ
も
、
同
じ
分
野
な
ら
論
文

で
も
読
む
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
と

自
分
に
口
実
を
言
い
、
日
頃
触
れ
る
こ

と
の
で
き
な
い
理
系
の
報
告
を
聴
き
に

行
く
の
が
大
好
き
で
あ
る
。
新
た
な
症

例
の
記
載
、
古
人
類
化
石
の
発
見
、
活

火
山
の
動
向
、
気
候
変
動
の
影
響
、

等
々
、
理
系
研
究
者
た
ち
の
報
告
は
、

文
系
研
究
者
に
と
っ
て
未
知
の
知
識
の

興
味
深
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
フ
リ
カ
を

舞
台
に
し
て
展
開
さ
れ
る
研
究
活
動
の

幅
広
さ
と
奥
深
さ
、
そ
し
て
分
野
は
違

え
ど
も
研
究
と
い
う
も
の
の
す
ば
ら
し

さ
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
応

用
昆
虫
学
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
（
彼
は

ア
フ
リ
カ
の
在
来
農
業
に
見
ら
れ
る
混

作
農
法
の
持
つ
害
虫
抑
制
効
果
の
検
証

に
取
り
組
ん
で
い
る
）、
た
い
て
い
の

理
系
の
研
究
者
は
、
自
分
が
行
っ
て
い

る
中
心
と
な
る
研
究
成
果
は
海
外
の
学

会
や
英
文
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
発
表
す
る
の

が
標
準
で
あ
り
、
業
績
評
価
で
も
英
語

の
も
の
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
、
日
本
の

学
会
で
の
報
告
は
業
績
と
い
う
面
で
は

ほ
と
ん
ど
意
義
が
な
い
の
だ
、と
言
う
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
ア
フ
リ
カ

学
会
で
の
報
告
は
楽
し
み
だ
と
彼
は
言

う
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
自
分
の
分
野

の
専
門
家
で
は
な
い
聴
衆
を
相
手
に
、

自
分
の
研
究
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
わ
か
り

や
す
く
、
興
味
深
く
伝
え
る
こ
と
が
面

白
い
か
ら
だ
、
と
。
研
究
者
自
ら
が
わ

か
り
や
す
く
語
る
最
先
端
の
研
究
成
果

│
│
道
理
で
興
味
深
い
報
告
を
た
く
さ

ん
聴
か
せ
て
頂
け
る
わ
け
で
あ
る
。

●
二
言
語
併
用
と
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア

　

昆
虫
学
者
の
彼
に
代
表
さ
れ
る
理
系

研
究
者
た
ち
が
、
英
語
圏
と
日
本
語
圏

を
ま
た
に
か
け
て
実
践
し
て
い
る
執

筆
・
報
告
の
仕
方
は
、
研
究
者
が
日
英

の
二
言
語
を
併
用
す
る
際
の
一
つ
の
モ

デ
ル
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
モ
デ

ル
は
、
近
年
、
日
本
の
人
文
・
社
会
科

学
に
対
し
て
も
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
「
英
語
で
の
発
信
」
を
め
ぐ
る

問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
格
好
の
手
が

か
り
と
な
る
。

　

こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、研
究
者
は
、

先
端
的
、
専
門
的
な
内
容
は
英
語
で
、

他
方
、
そ
れ
ほ
ど
難
解
で
は
な
く
、
非

専
門
家
の
知
的
欲
求
に
答
え
る
内
容
は

日
本
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
・
報
告
し

て
い
る
。
日
英
二
つ
の
言
語
は
、
異
な

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
圏
（
想
定
読

者
・
聴
衆
）
と
、
そ
の
圏
域
に
適
し
た

異
な
る
表
現
様
式
（
話
題
、
内
容
の
難

易
度
、
語
り
口
）
に
対
応
し
た
分
業
関

係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
二
言
語
の
関
係
は
対
等
で
は
な

く
、
学
術
知
識
の
専
門
性
と
い
う
尺
度

に
照
ら
せ
ば
、
英
語
が
主
で
、
日
本
語

が
従
と
な
る
。

　

対
等
な
関
係
に
な
い
複
数
言
語
の
併

用
を
指
す
、
社
会
言
語
学
上
の
概
念
と

し
て
「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
」（diglossia

）

が
あ
る
が
（
学
校
な
ど
公
共
の
場
で
は

標
準
語
・
公
用
語
を
使
う
が
、
家
庭
で

は
方
言
や
民
族
語
を
使
う
と
い
う
の
が

典
型
例
）、
昆
虫
学
者
の
彼
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
理
系
研
究
者
の
モ
デ
ル
は
こ

れ
に
酷
似
し
て
い
る
。

　

広
く
日
本
の
理
系
研
究
者
が
、
こ
の

よ
う
な
研
究
言
語
に
お
け
る
「
ダ
イ
グ

ロ
シ
ア
」
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
イ
ン
パ
ク

ト
・
フ
ァ
ク
タ
ー
」
の
算
出
で
有
名
な

ト
ム
ソ
ン
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ク

「
英
語
で
の
発
信
」は
誰
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
か

︱「
孵
卵
器
」と
し
て
の
日
本
語
論
文
︱

佐
藤

　章
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（
Ｉ
Ｓ
Ｉ
）
社
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
大

半
を
占
め
る
の
は
理
系
の
文
献
で
あ

る
）
に
基
づ
い
て
国
立
情
報
学
研
究
所

が
推
計
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
の
研

究
者
が
生
産
し
た
「
国
際
的
に
流
通
し

て
い
る
学
術
論
文
」（
定
義
の
詳
細
は

明
ら
か
で
な
い
）
の
約
八
〇
％
が
海
外

の
学
術
雑
誌
（
大
半
が
英
語
）
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。い
わ
ゆ
る「
論

文
の
海
外
流
出
」
状
況
で
あ
る
（
こ
の

点
に
関
す
る
詳
細
は
、
科
学
技
術
・
学

術
審
議
会
学
術
分
科
会
研
究
環
境
基
盤

部
会
学
術
情
報
基
盤
作
業
部
会
『
学
術

情
報
基
盤
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て

（
報
告
）』（
二
〇
〇
六
年
三
月
二
三
日
）

の
第
三
部
、
な
ら
び
に
『
情
報
管
理
』

第
四
九
巻
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）

掲
載
の
根
岸
正
光
氏
に
よ
る
同
報
告
の

紹
介
を
参
照
）。

●
不
利
益
を
被
る
の
は
誰
か

地
域
研
究
を
含
む
日
本
の
社
会
科
学

の
世
界
で
は
、
伝
統
的
に
、
理
系
と
比

べ
て
英
語
で
の
論
文
・
学
術
報
告
は
は

る
か
に
少
な
い
。こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、

国
際
的
な
学
術
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
研

究
交
流
の
促
進
や
、
日
本
で
の
研
究
の

国
際
的
な
認
知
度
の
向
上
を
ね
ら
い
と

し
て
、「
英
語
で
の
発
信
」
を
推
進
し

よ
う
と
す
る
考
え
方
が
近
年
高
ま
り
を

見
せ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
多
額

の
公
的
資
金
を
投
入
す
る
学
術
研
究
の

費
用
対
効
果
を
測
定
す
る
尺
度
と
し

て
、
国
際
的
な
評
価
が
注
目
さ
れ
始
め

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
科
学
に
向

け
ら
れ
た
「
英
語
で
の
発
信
」
と
い
う

圧
力
は
、
研
究
者
が
執
筆
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
書
き
物
の
う
ち
、
随
筆

や
短
文
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

到
底
な
い
。
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
は
、

研
究
活
動
の
中
心
部
分
を
占
め
る
、
専

門
的
研
究
者
を
相
手
に
し
た
学
術
論

文
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
、
学
会
報
告
の
英
語

化
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
日
本

の
社
会
科
学
が
学
界
を
挙
げ
て
、「
英

語
で
の
発
信
」
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た

場
合
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、
日
本
の

理
系
研
究
者
が
置
か
れ
て
い
る
の
と
同

様
の
、執
筆
言
語
の
「
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
」

と
「
論
文
の
海
外
流
出
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
社
会
科
学

が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
立
ち
至
る
ま
で

何
年
（
あ
る
い
は
何
十
年
）
か
か
る
の

か
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
先
取

り
し
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、こ
の「
あ

り
得
る
シ
ナ
リ
オ
」
が
現
実
の
も
の
と

な
っ
た
場
合
に
、
誰
が
不
利
益
を
被
る

の
か
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ

そ
れ
は
、
研
究
者
志
望
だ
が
、
専
門
論

文
を
読
み
こ
な
す
十
分
な
英
語
の
読
解

力
を
ま
だ
習
得
し
て
い
な
い
大
学
の
学

部
生
か
ら
修
士
課
程
に
か
け
て
の
層
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

彼
ら
／
彼
女
ら
は
、指
導
教
官
か
ら
、

外
国
の
研
究
水
準
に
追
い
つ
け
追
い
越

せ
と
、
英
語
論
文
を
貪
欲
に
消
化
す
る

よ
う
日
々
厳
し
い
指
導
を
受
け
て
い
る

は
ず
だ
が
、
は
じ
め
て
目
に
す
る
用
語

や
分
析
概
念
、
発
音
す
ら
お
ぼ
つ
か
な

い
人
名
、
地
名
、
組
織
略
号
な
ど
多
数

の
英
文
固
有
名
詞
（
と
り
わ
け
地
域
研

究
の
論
文
に
は
つ
き
も
の
で
あ
る
）
に

難
渋
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

地
域
研
究
の
場
合
、
非
英
語
圏
を
調
査

地
に
選
択
し
た
学
生
は
、
で
き
る
だ
け

早
く
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
実
現
す
る
た

め
に
現
地
語
の
習
得
に
も
多
く
の
時
間

を
割
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
語
で
書

か
れ
た
専
門
的
論
文
は
、
こ
れ
ら
若
手

に
大
き
な
便
益
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ

る
。

●
日
本
語
論
文
の
便
益

　

若
手
が
得
る
便
益
と
は
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

の
体
験
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
昨
年
筆

者
は
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
社
会
科
学

研
究
科
で
「
ア
フ
リ
カ
研
究
」
と
い
う

半
期
の
科
目
を
担
当
す
る
機
会
を
持
っ

た
。
せ
っ
か
く
の
大
学
院
の
授
業
な
の

で
事
情
講
義
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い

と
考
え
、
第
一
線
の
研
究
者
が
取
り
組

ん
で
い
る
研
究
課
題
、
研
究
の
水
準
、

論
文
執
筆
の
作
法
を
感
得
し
て
も
ら
う

こ
と
も
ね
ら
っ
て
、
最
新
の
学
術
論
文

を
輪
読
す
る
形
式
の
授
業
と
し
た
。

　

授
業
の
構
想
を
練
る
際
に
悩
ん
だ
の

は
、
英
語
論
文
を
取
り
入
れ
る
か
ど
う

か
だ
っ
た
。
可
能
な
限
り
学
生
の
関
心

に
沿
っ
た
文
献
を
選
ぶ
た
め
、
指
定
論

文
の
選
定
は
、
初
回
講
義
で
学
生
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
し
て
か
ら
と
考
え
て
い
た

が
、
こ
の
科
目
は
、「
社
会
科
学
」
と

い
う
間
口
の
広
い
学
科
で
の
、
専
門
分

野
に
特
定
の
な
い
「
ア
フ
リ
カ
研
究
」

と
い
う
授
業
で
あ
る
。
学
生
の
関
心
は

多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。

　

日
本
語
の
論
文
は
数
多
く
発
表
さ
れ

て
い
る
が
、
院
生
レ
ベ
ル
の
知
的
欲
求

に
答
え
つ
つ
、
過
度
に
専
門
的
で
は
な

い
、
授
業
に
適
し
た
論
文
が
い
く
ら
で

も
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

英
語
論
文
も
含
め
れ
ば
、
英
語
圏
で
の

分
厚
い
研
究
蓄
積
を
頼
り
に
で
き
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
学
生
の
多
岐
に
わ
た

る
関
心
に
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
こ

と
は
確
実
だ
っ
た
。
他
方
で
、
英
語
が

ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
、
内
容
の
理
解
が

不
十
分
な
ま
ま
授
業
に
臨
む
よ
う
な
学

生
が
増
え
れ
ば
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

が
成
り
立
た
な
い
懸
念
が
あ
っ
た
。
悩

ん
だ
末
、
シ
ラ
バ
ス
に
は
「
文
献
は
日
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「英語での発信」は誰に不利益をもたらすか ―「孵卵器」としての日本語論文―

本
語
の
み
」
と
記
し
た
。

予
想
ど
お
り
学
生
の
関
心
は
、紛
争
、

民
族
、
開
発
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
教
育
と

幅
広
く
、
ア
フ
リ
カ
以
外
の
地
域
が
専

門
の
者
も
過
半
数
を
占
め
た
が
、
学
生

全
員
に
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
沿
っ
た
日

本
語
の
論
文
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で

き
た
。
学
生
は
き
ち
ん
と
論
文
を
読
ん

で
、
内
容
を
理
解
し
、
活
発
な
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
実
り
多
い
授

業
と
な
っ
た
。

日
本
語
論
文
限
定
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
講
義
終
了
後
に
学
生
に
意
見
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
回
答
が

寄
せ
ら
れ
た
。

①　

�

日
本
語
論
文
は
辞
書
を
引
か
ず
に

済
む
の
で
読
む
場
所
を
選
ば
な
い

（
電
車
の
中
や
授
業
の
合
間
で
も

勉
強
可
）。

②　

�

通
読
に
要
す
る
時
間
が
少
な
く
て

済
む
た
め
、
英
語
論
文
を
一
回
読

む
時
間
で
複
数
回
読
め
、
理
解
を

深
め
ら
れ
る
。

③　

�

十
分
な
勉
強
時
間
が
取
れ
な
い
と

き
で
も
（
と
か
く
学
生
は
忙
し

い
）、
流
し
読
み
で
関
心
が
あ
る

と
こ
ろ
を
探
し
当
て
、
そ
こ
を
集

中
的
に
読
む
と
い
う
や
り
方
で
、

授
業
に
臨
む
最
低
限
の
準
備
が
で

き
る
。

④　

�

英
文
読
解
に
関
す
る
質
問
で
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
時
間
が
と
ら
れ
る

の
は
も
っ
た
い
な
い
が
、
日
本
語

文
献
の
場
合
は
そ
の
心
配
が
な

い
。

⑤　

�

自
分
の
専
門
で
は
な
い
分
野
で
も

だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
は
わ
か
る
。

　

学
生
の
意
見
で
と
く
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
日
本
語
論
文
が
時
間
管

理
の
面
で
き
わ
め
て
高
い
効
率
性
を
持

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
①
〜
④
）。

場
所
を
選
ば
ず
、
細
切
れ
の
時
間
も
利

用
で
き
、
時
間
が
あ
る
と
き
は
じ
っ
く

り
、
な
い
と
き
に
は
便
宜
的
に
と
、
柔

軟
な
読
み
方
が
で
き
る
。
さ
ら
に
学
生

は
講
義
時
間
の
有
効
活
用
と
い
う
点
も

意
識
し
て
い
た
。
ま
た
、
専
門
外
の
こ

と
を
学
ぶ
上
で
も
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
と

い
う
コ
メ
ン
ト
は
見
逃
せ
な
い
（
⑤
）。

学
際
的
素
養
が
推
奨
さ
れ
る
地
域
研
究

に
と
っ
て
は
、
こ
の
点
は
日
本
語
文
献

の
重
要
な
利
点
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
英
語
論
文
を
選
ば
な

か
っ
た
こ
と
へ
の
苦
情
は
一
つ
も
な

か
っ
た
。

●「
孵
卵
器
」と
し
て
の
日
本
語
論
文

　

研
究
者
を
目
指
す
以
上
、
遅
か
れ
早

か
れ
、
英
語
で
書
か
れ
た
分
厚
い
研
究

蓄
積
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
読
解

力
を
身
に
つ
け
る
の
が
で
き
る
だ
け
早

い
ほ
う
が
望
ま
し
い
こ
と
も
言
う
ま
で

も
な
い
。
読
解
力
の
向
上
の
た
め
に
も

継
続
的
に
英
語
論
文
を
読
ん
で
い
く
こ

と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
認
め
た
上
で
も
な
お
、
読
解

し
や
す
い
日
本
語
で
書
か
れ
た
最
先
端

の
専
門
的
論
文
が
豊
富
で
あ
る
ほ
ど
望

ま
し
い
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
だ
ろ

う
。
院
生
レ
ベ
ル
の
学
習
に
は
非
専
門

家
向
け
の
文
献
で
は
不
足
だ
が
、
か
と

い
っ
て
い
き
な
り
最
先
端
の
内
容
の
英

語
論
文
で
は
歯
ご
た
え
が
あ
り
す
ぎ

る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
日
本
語
は
、
耳
慣

れ
な
い
固
有
名
詞
を
記
憶
し
、
新
し
い

概
念
を
取
り
入
れ
る
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ

て
く
れ
る
し
、
時
間
と
場
所
に
照
ら
し

て
効
率
的
で
も
あ
る
。
日
本
語
で
書
か

れ
た
専
門
的
論
文
は
、
研
究
生
活
の
入

り
口
に
立
っ
た
初
学
者
た
ち
に
と
っ
て

「
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー
」（
孵
卵
器
）
と

し
て
の
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る

と
い
う
の
が
、
筆
者
が
体
験
か
ら
得
た

実
感
で
あ
る
。

　

筆
者
自
身
は
「
英
語
で
の
発
信
」
が
、

時
代
の
要
請
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て

お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
反
対
で
は

な
い
。
し
か
し
、
日
本
で
研
究
す
る
専

門
家
が
研
究
の
中
心
と
な
る
業
績
を
英

語
で
の
み
発
表
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
日
本
語
の
専
門
的
論
文

が
先
細
り
し
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、

「
孵
卵
器
」
も
ま
た
喪
失
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。「
英
語
で
の

発
信
」
が
、
若
手
を
含
め
た
日
本
国
内

で
の
研
究
者
の
再
生
産
シ
ス
テ
ム
へ
負

の
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
こ
と
は
十
分

に
意
識
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
す
で

に
専
門
家
と
し
て
独
り
立
ち
し
た
研
究

者
が
、
国
際
的
に
編
成
さ
れ
た
コ
ア
な

学
術
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
強
い
帰
属
意
識

を
持
っ
て
、
英
語
化
に
積
極
的
に
応
じ

て
い
く
の
は
一
つ
の
判
断
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
こ
で
放
置
さ
れ
る
格
好
と
な

る
若
手
層
に
対
し
て
、
代
わ
り
と
な
る

「
孵
卵
器
」
を
用
意
せ
ぬ
ま
ま
、「
英
語

論
文
ぐ
ら
い
読
め
て
当
た
り
前
」
程
度

の
こ
と
し
か
言
え
な
い
の
だ
と
し
た

ら
、
無
責
任
の
そ
し
り
は
ま
ぬ
が
れ
な

い
。

（
さ
と
う　

あ
き
ら
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
ア
フ
リ
カ
研
究
グ
ル
ー
プ
）




