
東
南
部
ア
フ
リ
カ
の
小
国
で
あ
る
マ
ラ

ウ
イ
は
、
世
界
で
最
も
貧
困
な
国
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
二
○
○
四
年
の
一
人
あ
た
り

の
国
民
総
所
得
は
一
六
○
ド
ル
で
、
こ
れ

は
統
計
の
あ
る
二
○
八
カ
国
の
う
ち
二
○

一
番
目
に
位
置
す
る
。
ま
た
マ
ラ
ウ
イ
政

府
が
定
め
る
貧
困
ラ
イ
ン
（
一
日
約
○
・

四
ド
ル
）
以
下
で
生
活
す
る
人
の
割
合
は

六
五
％
に
達
し
、
そ
の
多
く
が
農
村
部
に

居
住
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
国
で
は
天

候
不
順
に
起
因
す
る
不
作
が
数
年
ご
と
に

発
生
し
、
た
と
え
ば
二
○
○
五
〜
二
○
○

高
根　

務

新
刊
紹
介

高
根
務
著
『
マ
ラ
ウ

イ
の
小
農
─
経
済
自

由
化
と
ア
フ
リ
カ
農

村
』

六
年
に
は
約
四
○
○
万
人
が
食
糧
不
足
に

お
ち
い
っ
た
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
マ
ラ
ウ
イ
の
貧
困

問
題
の
諸
相
を
、
農
村
世
帯
が
営
む
生
計

の
実
態
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら

か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
な

マ
ク
ロ
な
統
計
数
値
か
ら
は
、「
貧
困
」

と
さ
れ
る
農
村
住
民
の
具
体
的
な
日
々
の

生
計
活
動
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
本
書
で
は
筆
者
が
マ
ラ
ウ
イ
各
地
で

お
こ
な
っ
た
農
村
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、

「
農
村
貧
困
問
題
」
の
背
景
に
あ
る
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
の
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

本
書
各
章
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
マ
ラ
ウ
イ
に
お

け
る
小
農
生
産
の
歴
史
的
展
開
が
、
政
府

の
政
策
変
化
の
影
響
に
注
目
し
て
敷
衍
さ

れ
る
。
こ
の
章
の
目
的
は
、
植
民
地
時
代

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
政
府
の
政
策
が
大

規
模
農
場
を
優
遇
し
、
そ
の
陰
で
小
農
部

門
が
停
滞
し
た
事
実
を
示
す
こ
と
で
、
現

代
の
農
村
世
帯
が
お
か
れ
た
現
状
の
歴
史

的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

続
く
第
二
章
以
下
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
い
て
農

村
世
帯
の
生
計
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
ま
ず
第
二
章
で
は
、
実
態
調
査
を
お

こ
な
っ
た
六
つ
の
調
査
村
そ
れ
ぞ
れ
の
概

要
と
調
査
の
具
体
的
な
方
法
が
示
さ
れ
る
。

第
三
章
で
は
、
農
村
世
帯
の
重
要
な
資

産
で
あ
る
土
地
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
各

調
査
村
で
土
地
権
利
が
い
か
に
し
て
取
得

さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
在
来
土

地
制
度
と
親
族
制
度
に
も
と
づ
く
土
地
権

利
の
取
得
の
実
態
と
、
国
内
で
深
刻
に
な

っ
て
い
る
土
地
の
稀
少
化
の
問
題
と
の
相

互
関
係
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
章
で
は
、

土
地
を
め
ぐ
る
権
利
状
況
の
地
域
的
な
相

違
や
、
在
来
制
度
の
実
際
の
運
用
に
お
け

る
柔
軟
性
・
厳
格
性
な
ど
に
つ
い
て
も
検

討
が
加
え
ら
れ
る
。

土
地
と
並
ん
で
農
村
世
帯
の
重
要
な
資

産
の
ひ
と
つ
で
あ
る
労
働
力
に
つ
い
て
は
、

第
四
章
で
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、

農
業
生
産
に
お
け
る
労
働
力
の
調
達
方
法
、

作
物
別
・
農
作
業
別
の
配
分
、
労
働
契
約

の
種
類
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
が
農
業
生
産
に
お
け
る
リ
ス

ク
や
不
確
実
性
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
自
営
農
業
に
注
目
し
、
そ

の
中
心
を
な
し
て
い
る
メ
イ
ズ
と
タ
バ
コ

の
生
産
に
つ
い
て
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
主
食
作
物
の
メ
イ
ズ
に
つ
い
て

は
、
経
営
コ
ス
ト
お
よ
び
自
家
消
費
分
の

自
給
度
な
ど
の
実
態
が
、
政
府
の
政
策
と

関
連
づ
け
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま

た
主
要
換
金
作
物
で
あ
る
タ
バ
コ
に
つ
い

て
は
、
そ
の
流
通
制
度
と
信
用
制
度
と
の

関
係
、
お
よ
び
生
産
と
経
営
コ
ス
ト
の
実

態
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
、
タ

バ
コ
部
門
に
お
け
る
政
府
の
改
革
と
世
帯

の
生
計
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
六
章
で
は
、
調
査
世
帯
の
所
得
構
造

と
格
差
の
実
態
を
検
討
し
て
い
る
。
第
五

章
で
検
討
し
た
自
営
農
業
か
ら
の
所
得
に

加
え
、
こ
の
章
で
は
農
外
経
済
活
動
か
ら

の
所
得
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
う
え
で
、

農
村
世
帯
の
所
得
構
造
の
全
体
像
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
世
帯
間
に
存
在
す

る
所
得
格
差
の
実
態
に
注
目
し
、
何
が
そ

の
よ
う
な
格
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
も
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
マ
ラ
ウ
イ
の
農
村
世
帯

の
四
分
の
一
以
上
を
占
め
る
、
女
性
世
帯

主
世
帯
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
章
で
は
女
性
世
帯
主
世
帯
の
特
徴
を
男

性
世
帯
主
世
帯
と
の
比
較
を
通
じ
て
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、「
女
性
世
帯
主
世

帯
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
部
に
存
在

す
る
相
違
と
格
差
に
つ
い
て
も
言
及
し
て

い
る
。
さ
ら
に
女
性
世
帯
主
世
帯
の
土
地

権
利
や
労
働
力
の
調
達
方
法
、
お
よ
び
農

業
生
産
や
農
外
経
済
活
動
の
特
徴
に
つ
い

て
も
検
討
し
て
い
る
。

最
後
の
第
八
章
で
は
、
各
章
に
お
け
る

検
討
を
ふ
ま
え
た
ま
と
め
と
結
論
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。

本
書
が
全
体
と
し
て
目
指
し
て
い
る
の

は
、
マ
ラ
ウ
イ
の
農
村
経
済
に
特
有
の

「
個
性
」
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
農

村
に
お
け
る
人
々
の
日
々
の
経
済
活
動
は
、

国
や
地
域
独
自
の
歴
史
と
社
会
経
済
的
な

背
景
に
埋
め
込
ま
れ
た
形
で
現
出
す
る
。

そ
の
よ
う
な
地
域
独
自
の
農
村
経
済
の
特

色
は
、
同
じ
途
上
国
あ
る
い
は
同
じ
ア
フ

リ
カ
の
国
々
で
も
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
途
上
国
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
の

貧
困
削
減
や
農
村
開
発
を
語
る
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
に
特
有
の
個
性
と
そ

こ
に
住
む
人
々
独
自
の
論
理
を
ま
ず
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
は
マ
ラ
ウ
イ
の

事
例
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
地
域

の
個
性
と
論
理
の
理
解
に
貢
献
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

（�

た
か
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つ
と
む
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ア
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経
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研
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域
研
究
セ
ン
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ー
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