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最
終
章

南
ス
ー
ダ
ン
は
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
英
国
統
治
時
代
の
「
分
割
統
治
」
政
策
が
統
一
ス
ー
ダ
ン
の
政

治
経
済
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
南
ス
ー
ダ
ン
に
あ
た
る
南
部
ス
ー
ダ
ン
の
開
発
は

大
幅
に
遅
れ
、
そ
の
こ
と
も
起
因
し
て
南
部
の
自
治
権
の
確
保
や
ス
ー
ダ
ン
か
ら
の
分
離
独
立
を
目
指
す
動

き
へ
と
発
展
し
、
半
世
紀
に
わ
た
る
内
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
長
期
に
わ
た
る
紛
争
は
、
南
部
ス
ー
ダ
ン

の
経
済
開
発
を
さ
ら
に
遅
ら
せ
る
こ
と
と
な
り
、
世
界
で
も
最
も
貧
し
い
国
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

米
国
を
中
心
と
す
る
国
際
社
会
の
後
押
し
と
98
％
に
も
及
ぶ
熱
狂
的
な
国
民
の
支
持
を
得
て
、
２
０
１
１
年

7
月
、
最
も
新
し
い
国
と
し
て
独
立
し
た
。
国
民
の
期
待
と
国
際
社
会
か
ら
の
大
き
な
注
目
を
集
め
る
な
か
、

国
家
建
設
が
軌
道
に
乗
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
た
矢
先
の
２
０
１
３
年
12
月
に
、
一
度
目
の
紛
争
が
勃
発
し
た
。

筆
者
は
、
２
０
１
４
年
の
11
月
に
ジ
ュ
バ
に
赴
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
当
時
は
、
南
ス
ー
ダ
ン
の

状
況
か
ら
、
治
安
の
安
定
化
や
教
育
、
保
健
、
社
会
経
済
イ
ン
フ
ラ
、
農
業
な
ど
国
家
建
設
の
た
め
の
重
点

分
野
で
の
支
援
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
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い
て
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
平
和
構
築
支
援
を
行
う
こ
と
は
、
想
像
さ
え
し
て
い
な
か
っ
た
。
多
く
の
読
者
も

南
ス
ー
ダ
ン
と
い
う
紛
争
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
、
開
発
が
進
ま
な
い
国
に
お
い
て
、
な
ぜ
ス
ポ
ー
ツ
な
の

か
と
本
書
を
手
に
取
る
前
に
は
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

ま
た
、
南
ス
ー
ダ
ン
の
よ
う
な
国
で
ス

ポ
ー
ツ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
も
実
際
に
ジ
ュ
バ
で
生
活
を
す

る
ま
で
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
現
場
で
感
じ
た
こ
と
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
独
立

し
て
も
な
お
、
紛
争
が
繰
り
返
さ
れ
る
南
ス
ー
ダ
ン
の
多
く
の
国
民
は
、
紛
争
に
疲
れ
、
遅
々
と
し
て
進
ま

な
い
和
平
合
意
事
項
や
政
府
に
対
し
て
の
不
信
を
抱
い
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
際
社
会
が
目
指
す
上
か

ら
の
平
和
構
築
支
援
の
取
り
組
み
と
、
実
際
に
生
活
す
る
人
々
と
の
間
に
は
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
は
、
国
民
間
の
信
頼
醸
成
を
含
む
社
会
的
結
束

を
目
指
し
た
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
強
く
確
信
し
た
。

国
際
社
会
が
取
り
組
ん
で
い
る
平
和
構
築
支
援
の
な
か
で
、
紛
争
当
事
者
で
あ
り
、
国
家
建
設
の
主
役
で

あ
る
は
ず
の
国
民
が
取
り
残
さ
れ
た
形
で
和
平
合
意
プ
ロ
セ
ス
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ

う
な
発
言
を
政
府
間
開
発
機
構
（
I
G
A
D
）
の
議
長
国
で
あ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
の
南
ス
ー
ダ
ン
代
表
か
ら
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
。
同
代
表
と
面
談
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
当
時
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
た
「
国
民
対
話
」
の
重
要
性
を
私
は
彼
に
指
摘
し
た
。「
国
民
対
話
」
と
は
、
２
０
１
６
年
12
月
14
日
の
国

会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
国
民
対
話
に
か
か
る
大
統
領
の
計
画
と
し
て
暴
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力
的
紛
争
の
終
結
、
国
家
合
意
の
再
構
築
、
安
定
と
繁
栄
な
ど
を
進
め
る
た
め
に
全
国
的
に
国
民
と
の
対
話

を
進
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
平
合
意
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
な
か
、「
国
民
対

話
」
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
十
分
な
予
算
が
な
く
、
そ
の
進
捗
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
と
き
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
I
G
A
D
現
地
代
表
に
、
国
際
社
会
も
こ
の
国
民
対
話
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
話
し
た
。
す
る
と
彼
は
、
こ
の
国
民
対
話
の
こ
と
を
、「
あ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
も
無

駄
で
あ
る
」
と
一
蹴
し
、
国
民
対
話
に
つ
い
て
は
と
て
も
懐
疑
的
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
。
多
く
の
国
際
社
会

の
メ
ン
バ
ー
も
、
こ
の
発
言
と
同
様
の
考
え
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
実
際
に
、
日
本
と
U
N
D
P
し
か
、

「
国
民
対
話
」
へ
の
資
金
援
助
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
国
民
対
話
」
は
「
国
民
結
束
の
日
」
と

同
様
に
対
話
を
通
じ
て
社
会
関
係
資
本
の
強
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
そ
の
強
化
を
通
じ
て
、「
平

和
と
結
束
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。「
国
民
結
束
の
日
」
と
「
国
民
対
話
」
と
は
共

通
部
分
が
多
い
。
そ
れ
は
「
国
民
対
話
」
が
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
組
み
合
わ
せ
で
広
く
国
民

を
巻
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

新
し
い
国
の
建
設
の
た
め
に
は
、
治
安
の
安
定
や
経
済
発
展
の
た
め
の
開
発
が
必
要
な
こ
と
は
論
を
待
た
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
州
や
民
族
を
越
え
た
国
民
間
の
信
頼
の
醸
成
と
い
っ
た
社
会
的
結
束
が
、
国
家

建
設
を
考
え
る
う
え
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
国
民
間
や
国
民
と
政
府
な
ど
と
の
間
の
信
頼
関
係
が
、
国
家

建
設
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
現
場
で
生
活
を
す
る
な
か
で
改
め
て
痛
感
し
た
。
実
際
に
２
０
１
６
年
７
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月
に
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
私
が
乗
車
し
て
い
た
車
が
被
弾
し
た
経
験
の
な
か
で
、
紛
争
が
国
民
に
与
え
る
影

響
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
思
い
は
、
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。
繰
り
返
し
、
紛
争
が
行
わ
れ
、
親
族
や
家
族
が

殺
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
も
、
お
互
い
を
支
え
な
が
ら
南
ス
ー
ダ
ン
の
国
民
は
生
活
を
再
開
し
て
い
る
。
ま
さ

に
、
川
に
壊
さ
れ
て
は
堰
を
作
り
、
ま
た
、
壊
さ
れ
て
は
堰
を
作
る
よ
う
に
何
度
で
も
何
度
で
も
立
ち
上
が
っ

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
国
民
が
存
在
す
る
。

国
際
社
会
の
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
こ
と
を
宣
言
し
た
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
S
D
G
ｓ
）
に
向
け

た
取
り
組
み
を
考
え
る
と
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
い
て
も
そ
の
宣
言
に
沿
っ
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
い
て
も
誰
も
が
ス
ポ
ー
ツ
を
安
心
し
て
行
え
る
日
が
く
る
こ
と
が
待
ち
遠
し
い
。

前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
南
ス
ー
ダ
ン
で
は
サ
ッ
カ
ー
は
広
く
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ

は
男
性
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
同
様
に
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
い
て
も
女
性
の

ス
ポ
ー
ツ
の
参
加
率
は
、
公
式
デ
ー
タ
は
な
い
も
の
の
限
定
的
で
あ
る
。
首
都
ジ
ュ
バ
で
さ
え
、
男
性
が

サ
ッ
カ
ー
を
行
っ
て
い
る
姿
が
目
立
つ
が
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
行
っ
て
い
る
姿
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

ジ
ュ
バ
を
少
し
離
れ
れ
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
環
境
は
制
限
さ
れ
る
。
ワ
ウ
な
ど
の
一
部
の
大
都
市
で
あ
れ

ば
ジ
ュ
バ
の
環
境
に
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
都
会
だ
け
で
な
く
、
全
国
の
村
レ
ベ
ル
ま
で
浸
透

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
ス
ポ
ー
ツ
を
国
民
が
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ス

ポ
ー
ツ
が
男
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
女
性
も
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
を
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通
じ
た
一
体
感
な
ど
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
な
く

し
、
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
こ
と

や
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
か
、
困
難
だ
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
要
因
が
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
今

後
の
対
策
を
検
討
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
仮
に
全
国
を
代
表
す
る
選
手
た
ち
で
さ
え
、
ス
ポ
ー
ツ
を
行

う
こ
と
や
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
そ
の
改
善
も
含
め
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
男
女
を
含
め
た
全
体
的
な
ス
ポ
ー
ツ
の
参
加
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本

書
で
検
証
し
た
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
平
和
構
築
支
援
の
さ
ら
な
る
効
果
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
、
第
5
回
「
国
民
結
束
の
日
」
に
参
加
し
た
選
手
、
コ
ー
チ
、
大
会
関
係
者
に
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ

を
す
る
こ
と
や
継
続
す
る
こ
と
の
課
題
や
難
し
さ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
と

し
た
。
証
言
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
共
通
す
る
主
な
も
の
を
記
載
す
る
。

ま
ず
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
継
続
す
る
こ
と
の
難
し
さ
の
要
因
と
し
て
、
多
く
の
選
手
か
ら
挙
げ
ら
れ
た

も
の
は
、
多
く
の
国
が
直
面
し
て
い
る
家
事
や
育
児
の
問
題
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
家
庭
内
で
の
女
性
の
役
割
に
加
え
て
、
親
、
夫
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
理
解
不
足
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
も
共
通
し
た
証
言
と
し
て
出
さ
れ
た
。
例
え
ば
、「
ス
ポ
ー
ツ
は
男
の
も
の
だ
、
お
前
は
専
業
主
婦
に
な

る
ん
だ
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
の
は
時
間
の
無
駄
だ
、
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
時
間
は
な
い
、
家
で
働
け
、
と
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娘
に
言
う
家
庭
も
あ
り
ま
す
」（
F
G
D
、
サ
ッ
カ
ー
、
男
性
）。「
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
し
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と

結
婚
し
た
場
合
、
そ
の
男
性
は
ス
ポ
ー
ツ
の
重
要
性
を
知
ら
な
い
の
で
、
妻
が
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
を
許

さ
な
い
の
で
す
」（
K
I
I
、
サ
ッ
カ
ー
、
男
性
）、「
男
性
が
女
性
の
ス
ポ
ー
ツ
を
否
定
す
る
理
由
は
、
こ
の

女
性
を
外
に
出
し
た
ら
、
他
の
（
男
性
を
）
探
し
に
行
く
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
す
」（
F
G
D
、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
女
性
）
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
証
言
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
も
男
性
を
女
性

に
従
属
さ
せ
る
文
化
規
範
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（Bubenzer &

 Lacey, 2013

）。

さ
ら
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
男
子
を
励
ま
し
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
に
、
女
子
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
を
奨
励

し
ま
せ
ん
」（
F
G
D
、
サ
ッ
カ
ー
、
男
性
）、「
ス
ポ
ー
ツ
に
は
文
化
的
側
面
も
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
、
サ
ッ

カ
ー
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
や
陸
上
競
技
を
女
子
の
遊
び
と
見
な
さ
な
い
民
族
も
あ
り
ま
す
」。
ま
た
、「
彼
女

（
参
加
者
）
が
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
し
た
と
き
、
人
々
か
ら
、
女
の
子
が
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
す
る
と
将
来
が
埋
も

れ
る
と
言
わ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
を
無
駄
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
が
多
く
の
女
の
子
を
落
胆
さ
せ
ま
し
た
」

（
F
G
D
、
大
会
関
係
者
）。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
女
性
に
対
す
る
一
般
的
な
理
解
不
足
が
最
も

多
く
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
家
父
長
制
の
も
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
こ
う
し
た
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
認
識
が
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
始
め
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
迷
信
や
偏
見
も
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
を
難

し
く
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
例
え
ば
、「
た
く
さ
ん
走
る
と
子
供
を
産
め
な
く
な
る
と
言
う
人
が
い
ま
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す
」（
F
G
D
、
陸
上
、
女
性
）、「
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
す
る
と
体
が
変
形
す
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
」

（
F
G
D
、
陸
上
、
女
性
）。
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
が
出
産
や
体
型
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
こ
う
し
た
言

説
は
、
女
性
だ
け
で
な
く
社
会
に
と
っ
て
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
女
性
が
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
を
社

会
的
に
容
認
で
き
な
い
も
の
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
迷
信
や
偏
見
に
加
え
、
社
会
的
・
文
化
的
な
課
題
も
数
多
く
挙
げ
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
年

齢
や
早
婚
な
ど
の
課
題
を
あ
げ
る
証
言
が
多
く
出
さ
れ
た
。
例
え
ば
「
22
歳
の
自
分
を
見
た
ら
、
ス
ポ
ー
ツ

を
す
る
に
は
年
寄
り
だ
と
馬
鹿
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
F
G
D
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
女
性
）。「
彼
女

た
ち
は
困
難
を
抱
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
女
性
は
ま
だ
若
い
、
12
〜
13
歳
く
ら
い
の
と
き

に
妊
娠
す
る
か
ら
で
す
」（
F
G
D
、
サ
ッ
カ
ー
、
男
性
）。「
非
常
に
家
父
長
的
な
社
会
で
あ
り
、
女
性
に
は

何
の
権
利
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
若
者
の
話
を
し
て
い
ま
す
が
、
南
ス
ー
ダ
ン

の
多
く
の
女
性
は
若
者
で
は
な
く
、
子
供
か
ら
母
親
に
な
り
、
若
者
で
あ
る
時
期
が
な
い
の
で
す
」

（
K
I
I
、
大
会
関
係
者
）。
こ
の
発
言
は
、
女
性
が
若
々
し
く
い
ら
れ
る
期
間
が
短
い
こ
と
が
、
女
性
が
ス

ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
増
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

            




