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二
〇
〇
九
年
に
オ
バ
マ
大
統
領
が
核
兵

器
の
な
い
世
界
を
唱
え
、
一
〇
年
に
は
国

連
で
菅
総
理
大
臣
が
、
唯
一
の
被
爆
国
で

あ
る
日
本
が
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現

に
向
け
て
具
体
的
に
行
動
す
る
道
義
的
責

任
を
認
め
、
核
軍
縮
・
不
拡
散
教
育
の
普

及
や
核
兵
器
廃
絶
へ
の
国
際
社
会
の
支
持

拡
大
に
努
め
る
と
の
約
束
を
し
た
。

　

し
か
し
、
今
日
の
世
界
が
そ
う
し
た
方

向
に
進
ん
で
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
日

米
同
盟
の
土
台
と
し
て
核
抑
止
が
再
確
認

さ
れ
続
け
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
抑

止
と
は
崩
れ
る
瞬
間
ま
で
そ
の
効
果
を

証
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
信

憑
性
を
高
め
る
こ
と
が
核
兵
器
の
使
用

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
核
を

含
め
武
力
の
行
使
お
よ
び
そ
の
威
嚇
を
禁

止
し
た
戦
後
の
国
際
秩
序
と
並
存
し
続
け

て
き
た
。

　

本
書
は
、
長
ら
く
核
兵
器
問
題
に
国
際

法
学
者
と
し
て
立
ち
向
か
っ
て
き
た
筆
者

の
議
論
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で

に
一
世
代
も
前
に
展
開
さ
れ
た
論
が
今
日

的
な
意
義
を
薄
れ
ず
に
持
つ
こ
と
は
、
皮

肉
に
も
核
兵
器
を
め
ぐ
る
私
た
ち
の
思
考

が
停
滞
し
て
き
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し

て
く
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
国
際
社
会
は
な
ぜ
核
兵
器

を
違
法
に
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
著
者
は
、

侵
略
国
と
し
て
の
日
本
の
立
場
と
そ
の
後

の
冷
戦
の
展
開
に
よ
り
、
原
爆
の
違
法
性

が
国
際
的
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
経
緯
を

踏
ま
え
る
。
そ
し
て
、
一
九
五
五
年
に
日

Book Review

「
核
抑
止
」神
話
の
解
体
を

め
ざ
す
強
靭
な
思
考
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本
で
行
わ
れ
た
歴
史
上
唯
一
の
原
爆
裁
判
の

経
緯
と
、そ
の
判
決
へ
の
国
際
的
な
反
響
を
、

今
日
の
核
兵
器
問
題
を
考
え
る
上
で
の
原
点

と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
核
兵
器
の
使
用
お
よ
び
威
嚇

は
、
ど
の
よ
う
な
国
際
法
の
枠
組
み
で
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
戦
時
法
の

復
仇
行
為
の
妥
当
性
と
い
う
議
論
が
可
能
と

し
て
も
、
広
範
囲
か
つ
無
差
別
に
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
す
核
兵
器
の
投
げ
か
け
る
問
題

は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
一
般
住
民
の
保
護
を

謳
う
国
際
人
道
法
の
視
点
が
当
然
に
必
要

と
な
る
。
し
か
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約

一
九
七
七
年
追
加
議
定
書
に
至
る
議
論
で

は
、
核
兵
器
の
政
治
性
は
人
道
的
議
論
と
相

容
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。「
核
兵
器
ぬ
き
」

で
採
択
さ
れ
て
し
ま
っ
た
議
定
書
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
核
兵
器
使
用
を
正
当

化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
道
的
保
護
と
い

う
条
約
の
目
的
が
そ
れ
を
上
回
る
と
い
う
、

著
者
の
法
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　

人
道
的
保
護
を
議
論
す
べ
き
場
に
お
い
て

す
ら
、
な
ぜ
人
道
よ
り
も
戦
略
が
優
先
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
核
兵
器
を
め
ぐ

る
法
的
議
論
の
背
景
に
あ
る
、
核
は
使
え
る

兵
器
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
政

治
上
の
要
求
を
指
摘
す
る
。
そ
の
最
た
る
も

の
が
核
抑
止
で
あ
る
が
、
核
の
使
用
を
認
め

な
が
ら
も
抑
制
し
よ
う
と
し
た
の
が
先
制
不

使
用
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
核
の
不
使
用
で

は
な
く
先
制
不
使
用
を
許
容
す
る
こ
と
は
、

逆
に
報
復
の
た
め
の
核
使
用
を
正
当
化
す
る

こ
と
に
な
る
。
武
力
の
行
使
・
威
嚇
禁
止
の

原
則
や
、
人
道
法
の
観
点
か
ら
の
核
兵
器
使

用
一
般
を
違
法
と
す
る
議
論
と
は
相
容
れ
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
法
の
議
論
は
核

抑
止
を
「
無
視
し
え
な
い
実
行
」
と
し
て
、

受
け
入
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

冷
戦
終
結
後
の
国
際
司
法
裁
判
所
に
お

い
て
も
、「
核
兵
器
の
威
嚇
ま
た
は
使
用
が
、

国
家
の
生
存
の
か
か
っ
た
自
衛
の
極
端
な
事

情
の
下
で
、
合
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か

を
は
っ
き
り
と
結
論
し
え
な
い
」
と
の
意
見

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、「
法
は
そ

の
法
を
つ
く
る
国
家
を
破
壊
さ
せ
え
な
い
。

国
家
の
存
亡
は
法
問
題
で
は
な
い
」
と
の
リ

ア
リ
ス
ト
の
見
解
に
対
し
て
、
法
と
政
治
を

つ
な
ご
う
と
す
る
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、

核
兵
器
を
「
法
の
土
俵
」
に
乗
せ
た
議
論
を

試
み
て
い
く
。

　

二
一
世
紀
の
国
際
関
係
の
状
況
を
踏
ま
え

た
核
兵
器
使
用
の
全
面
禁
止
や
完
全
核
軍
縮

条
約
交
渉
の
完
結
の
た
め
に
も
、
広
島
・
長

崎
原
爆
の
原
点
か
ら
の
検
証
が
不
可
欠
だ
と

著
者
は
結
ぶ
。
安
全
神
話
を
疑
う
と
い
う
、

当
然
で
あ
り
な
が
ら
避
け
ら
れ
て
き
た
行
動

の
必
要
性
を
「
フ
ク
シ
マ
」
が
は
か
ら
ず
も

示
し
た
よ
う
に
、
核
抑
止
に
依
存
し
た
平
和

と
い
う
神
話
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
私
た

ち
は
能
動
的
に
思
考
の
枠
組
み
を
国
家
を
中

心
と
し
た
も
の
か
ら
、
人
間
を
中
心
と
し
た

も
の
へ
と
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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今
日
の
ア
メ
リ
カ
が
直
面
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
を
、「
選
択
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
切
り
口
と
し
て
分
析
す
る
と
い
う
、

興
味
深
い
論
考
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
が
選
択
を
渇

望
す
る
の
か
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
選

択
が
可
能
な
の
か
、
選
択
の
主
体
は
誰
な

の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
の
も
と
に
、
ア

メ
リ
カ
の
現
状
を
分
析
す
る
。
テ
ィ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー
運
動
、
医
療
改
革
、
教
育
改
革
、

金
融
危
機
へ
の
対
応
と
財
政
改
革
、
そ
し

て
州
や
世
代
が
示
す
選
択
と
い
う
、
多
岐

に
わ
た
り
相
互
に
密
接
に
連
動
す
る
事
例

が
論
じ
ら
れ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
は
、
自
ら
選
択
す
る
機
会

を
持
つ
こ
と
を
「
呪
縛
」
と
言
え
る
ほ
ど

に
重
視
し
、
自
分
で
自
分
の
将
来
を
選
べ

る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
が
発
展
す
る
上
で

の
心
理
的
な
原
動
力
と
も
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
著
者
は
選
択
と
は
必
ず
し
も
良

い
結
果
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
逆
説
的

で
は
あ
る
が
選
択
肢
を
失
う
こ
と
を
「
選

択
」
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
現
実

を
描
き
だ
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
な

か
で
、
ア
メ
リ
カ
が
選
択
肢
を
主
体
的
に

手
中
に
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
限
界
を
理
解
し
な

が
ら
、
適
度
な
政
府
の
関
与
を
受
け
入
れ

る
形
で
の
「
選
択
」
の
制
度
設
計
が
必
要

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

共
和
党
大
統
領
候
補
が
し
の
ぎ
を
削
る

な
か
で
、
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
運
動
が
、
エ
ス
タ

ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
に
対
す
る
異
議
申

し
立
て
と
い
う
点
で
、
四
年
前
に
オ
バ

マ
に
「
チ
ェ
ン
ジ
」
を
託
し
た
リ
ベ
ラ

ル
な
運
動
と
共
通
性
を
持
つ
と
い
う
指
摘

は
面
白
い
。

　
「
努
力
し
た
も
の
が
報
わ
れ
る
」と
い
う
、

素
朴
な
ア
メ
リ
カ
の
物
語
か
ら
す
れ
ば
、

オ
バ
マ
政
権
の
ア
メ
リ
カ
救
済
策
は
対
極

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
選
択
を
取
り
戻
そ

う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
は
、
大
統

領
選
で
何
を
選
択
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
著

者
は
ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
の
選
択
を
め
ぐ

る
葛
藤
が
、
ア
メ
リ
カ
の
姿
を
形
作
る
と

期
待
す
る
。

Book Review
揺らぐ

「選択」の物語

アメリカ 
選択肢なき選択
安井明彦・著
やすいあきひこ　
みずほ総合研究所ニューヨーク事務所長
日経プレミアシリーズ／2011年7月
定価 850円+税
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本
来
、
国
家
や
企
業
と
距
離
を
置
き
、

何
ら
か
の
社
会
変
革
を
志
向
し
て
活
動
す

る
は
ず
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
官
民
連
携
、
さ
ら

に
は
民
軍
協
力
が
主
流
化
す
る
こ
と
で
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
本
書
は
、
人
材
を
育
成
す
る
大
学

を
も
含
め
て
、国
際
協
力
が
「
オ
ー
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
」
の
体
制
で
行
わ
れ
る
な
か
で
、
批

判
的
存
在
と
し
て
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
意
義
を
問

い
直
し
て
い
る
。

　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
十
分
な
活
動
資
金
を
得
る
た

め
に
政
府
に
寄
り
添
い
、
政
府
は
限
ら
れ

た
財
源
を
国
際
協
力
に
向
け
る
こ
と
へ
国

民
の
支
持
を
得
る
た
め
に
国
益
を
強
調
す

る
。
オ
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
を
機
能
さ
せ
る

画
期
的
仕
組
み
で
あ
る
ジ
ャ
パ
ン
・
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
は
、
本
来
社
会
が
支
え
る
べ

き
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
税
金
抜
き
で
は
活
動
で
き

な
い
と
い
う
現
実
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

　

逆
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
何
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と

し
て
達
成
す
る
の
か
を
明
確
に
認
識
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
国

際
協
力
の
第
一
義
的
な
目
標
は
被
援
助
国

の
人
び
と
の
自
主
的
な
社
会
で
あ
り
、
援

助
に
依
存
し
続
け
る
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
共
和
国
」

を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
。
援
助
の
効
果
や

質
を
、
生
活
す
る
人
び
と
の
目
線
で
一
緒
に

考
え
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

「
保
護
す
る
責
任
」
に
対
す
る
慎
重
論
も

展
開
さ
れ
る
。
冷
戦
期
に
平
和
を
損
ね
て

き
た
軍
事
大
国
の
責
任
と
向
き
合
う
こ
と

な
く
、
武
力
不
行
使
の
例
外
規
範
を
供
与

す
る
だ
け
に
終
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
保
護

す
る
責
任
に
は
平
和
を
も
た
ら
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
強
制
や
介
入
で
は
な
く
、
犠

牲
者
と
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
平
和
を
も

た
ら
す
こ
と
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
る
。

　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
現
状
に
対
し
て
、
本
書
は
非
常

に
批
判
的
で
あ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
存
在
意
義
が

何
で
あ
る
か
は
立
場
の
分
か
れ
る
議
論
で
あ

ろ
う
。
が
、
私
た
ち
の
国
際
社
会
へ
の
関
わ

り
方
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
基
盤
を
安
定
化
さ
せ
る
鍵

で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
は
、
真
摯
に
応
え
て

い
く
責
任
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

問い直される
NGOの意義

脱「国際協力」
開発と平和構築を超えて
藤岡美恵子ほか・編
ふじおかみえこ 〈NGOと社会〉の会代表
新評論／2011年9月
定価 2500円＋税
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二
〇
一
一
年
初
頭
以
来
の
ア
ラ
ブ
諸
国

で
の
反
体
制
抗
議
行
動
の
波
が
シ
リ
ア
に

及
ぶ
か
、
中
東
専
門
家
の
間
で
意
見
は
分

か
れ
た
。
シ
リ
ア
・
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
に
は
、

「
も
ち
ろ
ん
及
ば
な
い
」
と
（
な
ぜ
か
得
意

げ
に
）
断
言
す
る
向
き
が
目
立
っ
た
。
そ

れ
は
バ
ッ
シ
ャ
ー
ル
・
ア
サ
ド
大
統
領
の

口
吻
を
ど
こ
か
想
起
さ
せ
た
。
二
〇
〇
〇

年
に
父
ハ
ー
フ
ィ
ズ
・
ア
サ
ド
大
統
領
か

ら
政
権
を
世
襲
し
た
バ
ッ
シ
ャ
ー
ル
は
、

エ
ジ
プ
ト
で
反
政
府
デ
モ
が
盛
り
上
が
る

一
月
三
一
日
の
「
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー

ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
紙
上
で
、「
シ
リ
ア
は

安
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
？　

そ
れ
は
民

衆
と
よ
り
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら

だ
」
と
豪
語
し
た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
二
月
四
日
を「
怒

り
の
日
」
と
し
て
デ
モ
が
呼
び
か
け
ら
れ

た
が
、
不
発
に
終
わ
る
と
「
シ
リ
ア
で
は

デ
モ
は
起
こ
ら
な
い
」
と
論
じ
る
立
場
は

一
層
勢
い
づ
い
た
。
し
か
し
三
月
一
五
日

に
南
部
の
小
都
市
ダ
ラ
ア
で
の
小
規
模
な

デ
モ
に
政
府
が
過
酷
な
弾
圧
を
加
え
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
三
月
一
八
日
に
「
尊

厳
の
日
」
と
銘
打
っ
た
大
規
模
デ
モ
が
発

生
し
、
じ
わ
じ
わ
と
各
地
・
各
都
市
に
広

が
っ
て
い
っ
た
。
一
一
月
初
頭
の
時
点
ま

で
、
混
乱
は
収
ま
っ
て
い
な
い
。
国
連
難

民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
一
一
月
八
日
の

発
表
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
三
五
〇
〇

人
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。

Book Review

シ
リ
ア・ア
サ
ド
政
権
の

支
配
構
造

【選評】
東京大学准教授

池内恵
東京大学准教授

池内恵

The Struggle for
 Power in Syria: 
Politics and Society Under Asad And 
the Ba’th Party, 

Nikolaos Van Dam 
London, I. B. Tauris, 2011
 (4th Edition, Originally Published in 1979)
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シ
リ
ア
政
府
系
の
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
・
宣

伝
と
、
ア
ル
＝
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
な
ど
シ
リ
ア
外

部
の
ア
ラ
ビ
ア
語
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
で
は
、

ま
る
で
正
反
対
の
描
写
が
な
さ
れ
る
。
シ
リ

ア
政
府
系
メ
デ
ィ
ア
は
、
執
拗
・
体
系
的
に

体
制
批
判
者
に
人
格
攻
撃
を
加
え
、
あ
か
ら

さ
ま
な
偽
情
報
、
撹
乱
を
意
図
し
た
怪
情
報

も
入
り
交
じ
る
た
め
、
よ
ほ
ど
の
「
ア
サ

ド
・
マ
ニ
ア
」
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
ま

と
も
に
取
り
合
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
ア
ル

＝
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
は
明
確
に
反
政
府
デ
モ
支
持

の
立
場
だ
が
、
記
者
が
現
地
に
入
れ
ず
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
を
ウ
ォ
ッ
チ
し
て
伝
え

る
こ
と
が
中
心
で
、
決
定
力
・
厳
密
性
に
欠

け
る
。

断
た
れ
た
国
民
と
の
「
つ
な
が
り
」

　

ア
ラ
ブ
諸
国
の
権
威
主
義
体
制
を
論
じ
る

際
に
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
ト

ル
ス
ト
イ
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
冒

頭
の
一
節
だ
。「
幸
福
な
家
庭
は
み
な
似
通
っ

て
い
る
が
、
不
幸
な
家
庭
は
不
幸
の
相
も
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
」（
工
藤
精
一
郎
訳
）。
チ
ュ

ニ
ジ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
、
リ
ビ
ア
と
シ
リ
ア
の

そ
れ
ぞ
れ
が
、
い
ず
れ
も
政
治
的
自
由
を
制

限
す
る
抑
圧
的
な
政
治
体
制
を
擁
し
て
き
た

が
、
そ
の
あ
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
大
規
模

デ
モ
の
出
現
の
仕
方
に
も
、
そ
れ
に
対
す
る

政
府
の
対
処
の
仕
方
に
も
、
偏
差
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
。

　

シ
リ
ア
の
場
合
、
デ
モ
の
立
ち
上
が
り

は
遅
く
、
広
が
り
の
腰
も
重
か
っ
た
。
当

初
は
お
ず
お
ず
と
改
革
要
求
を
掲
げ
た
。

た
だ
し
一
旦
始
ま
る
と
、粘
り
強
い
。
チ
ュ

ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
よ
う
に
首
都
の
中

心
部
に
集
結
し
て
政
権
に
正
面
か
ら
ぶ
つ

か
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
各
都
市
の
各

街
区
で
そ
れ
ぞ
れ
に
集
ま
り
、
弾
圧
の
犠

牲
者
を
減
ら
す
た
め
に
夜
に
集
ま
る
、
と

い
っ
た
駆
け
引
き
面
で
も
細
や
か
だ
。
一
方

政
権
側
も
、
首
都
ダ
マ
ス
カ
ス
や
そ
れ
に
並

ぶ
規
模
の
都
市
ア
レ
ッ
ポ
の
中
心
部
は
強
固

に
守
り
、
デ
モ
を
起
こ
さ
せ
て
い
な
い
。
忠

誠
心
の
高
い
精
鋭
部
隊
が
各
地
を
巡
り
、
執

拗
に
弾
圧
を
加
え
、
各
地
で
な
ら
ず
者
組
織

シ
ャ
ッ
ビ
ー
ハ
が
猛
威
を
振
る
う
な
ど
、
特

有
の
陰
湿
・
陰
険
な
性
質
を
露
わ
に
し
て
い

る
。

　

政
権
は
デ
モ
を
終
結
さ
せ
ら
れ
ず
、
デ
モ

に
も
一
気
に
政
権
を
倒
す
力
は
な
い
。
膠
着

状
態
が
続
く
。
し
か
し
か
つ
て
の
「
ス
テ
ー

タ
ス
・
ク
オ
」に
は
戻
れ
な
い
だ
ろ
う
。バ
ッ

シ
ャ
ー
ル
・
ア
サ
ド
大
統
領
が
豪
語
し
た

政
権
と
国
民
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
正
統
性
が
、
明
ら
か
に

毀
損
し
た
。
政
権
が
シ
リ
ア
内
部
で
立
て

こ
も
っ
て
一
定
期
間
存
続
し
た
と
し
て
も
、

レ
バ
ノ
ン
や
パ
レ
ス
チ
ナ
、
イ
ラ
ク
な
ど
に

影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い

た
地
域
・
国
際
的
な
威
信
に
、
致
命
的
な
打

撃
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
シ
リ
ア
の

経
済
力
に
比
し
て
過
分
に
与
え
ら
れ
て
い
た

国
際
的
な
関
心
や
政
治
力
は
低
下
す
る
。
そ
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れ
ら
は
ア
サ
ド
政
権
の
基
盤
そ
の
も
の
で

も
あ
っ
た
。

熾
烈
な
権
力
闘
争
を
詳
述

　

シ
リ
ア
流
の
デ
モ
と
弾
圧
に
は
、
シ
リ
ア

の
近
代
国
家
形
成
が
引
き
ず
っ
て
き
た
固

有
の
問
題
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
宗
派
主
義
（sectarianism

）」

と
「
地
域
主
義
（regionalism
）」
で
あ

る
。
ア
サ
ド
父
子
の
政
権
中
枢
を
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
の
異
端
と
も
さ
れ
る
少
数
派
ア

ラ
ウ
ィ
ー
派
が
多
く
占
め
る
こ
と
は
広
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う

に
し
て
そ
の
よ
う
な
政
権
構
造
が
成
立
し

た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
定
評
の
高
い
、

ま
さ
に
良
い
意
味
で
の
権
威
的
な
著
作

が
、
本
書
『
シ
リ
ア
の
権
力
闘
争
─
─
ア

サ
ド
と
バ
ア
ス
党
支
配
下
の
政
治
と
社
会
』

で
あ
る
。
初
版
は
一
九
七
九
年
で
、
版
を

重
ね
る
ご
と
に
増
補
さ
れ
、
最
新
の
も
の

が
今
年
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
二
〇
一
一

年
の
争
乱
発
生
以
前
に
改
訂
を
終
え
て
い

る
た
め
、
今
年
の
事
象
は
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
ア
サ
ド
政
権
の
現
在

の
行
動
様
式
と
そ
の
根
拠
を
理
解
す
る
た

め
に
も
、
必
読
の
書
だ
ろ
う
。

　

著
者
が
こ
の
本
の
初
版
を
刊
行
し
た
時

点
で
は
、
ア
サ
ド
政
権
の
権
力
基
盤
の

研
究
は
、
純
然
た
る
現
状
分
析
だ
っ
た
。

Book Review

シリア各地に広がる反政府デモ（2011年 10 月15 日、ダマスカス市内）
（ロイター／アフロ）
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一
九
五
八
〜
六
一
年
の
シ
リ
ア
と
エ
ジ
プ

ト
の
合
邦
と
そ
の
破
綻
に
よ
る
シ
リ
ア
の

分
離
を
経
て
、
ク
ー
デ
タ
が
相
次
ぐ
シ
リ

ア
政
治
の
混
乱
は
加
速
し
た
。
一
九
六
三

年
に
バ
ア
ス
党
が
ク
ー
デ
タ
で
権
力
を

奪
取
し
た
後
も
政
策
は
左
右
に
振
れ
、

一
九
七
〇
年
に
当
時
国
防
相
だ
っ
た
ハ
ー

フ
ィ
ズ
・
ア
サ
ド
が
権
力
を
掌
握
し
て
後
、

や
っ
と
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ア
ラ

ウ
ィ
ー
派
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
派
、
ギ
リ
シ
ア

正
教
徒
、
南
部
ハ
ウ
ラ
ー
ン
地
方
出
身
者

と
い
っ
た
宗
派
・
地
域
的
な
紐
帯
で
繋
が

る
少
数
派
が
軍
将
校
層
で
多
数
を
占
め
て

い
き
、
そ
の
中
で
ア
ラ
ウ
ィ
ー
派
が
権
力

を
掌
握
し
、
数
少
な
い
ス
ン
ナ
派
有
力
将

校
が
追
放
・
制
圧
さ
れ
、
さ
ら
に
ド
ル
ゥ
ー

ズ
派
将
校
も
粛
清
さ
れ
た
後
、
今
度
は
ア

ラ
ウ
ィ
ー
派
内
部
で
の
権
力
闘
争
が
行
わ

れ
て
、
最
終
的
に
ア
サ
ド
一
家
に
権
力
が

集
中
し
、
政
権
の
確
立
・
安
定
化
に
至
る
。

　

こ
の
熾
烈
で
凄
惨
な
権
力
闘
争
が
、
淡
々

と
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き
記
述
さ
れ
る
。
こ

の
ア
サ
ド
政
権
が
長
期
化
し
、
息
子
バ
ッ

シ
ャ
ー
ル
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
書

は
徐
々
に
歴
史
書
と
し
て
の
価
値
が
認
め

ら
れ
て
き
た
（
今
回
の
増
補
は
、
主
に
引

退
あ
る
い
は
離
反
し
た
ア
サ
ド
政
権
幹
部

の
回
顧
録
な
ど
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を

加
え
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
）。
そ
し
て
ア

サ
ド
政
権
が
揺
ら
い
だ
現
在
、
現
状
分
析

の
確
か
な
根
拠
と
し
て
再
び
参
照
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

伝
統
の
超
克
と
回
帰

　

本
書
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
は
、
著
者

の
い
う
「
シ
リ
ア
の
バ
ア
ス
党
政
権
が
、

一
九
六
三
年
の
権
力
掌
握
以
来
、
繰
り
返

し
直
面
し
て
き
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
状
況
」

で
あ
る
。「
党
あ
る
い
は
党
内
部
の
派
閥
が
、

宗
派
や
、
地
域
や
、
部
族
の
忠
誠
心
を
超

克
し
よ
う
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
追
い
求

め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
旦
権
力
を
掌
握

す
る
と
、
そ
の
権
力
を
失
わ
な
い
た
め
に

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
い
っ
た
伝
統
に

基
づ
く
忠
誠
心
に
立
ち
返
ら
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。
そ
の
権
力
は
そ
も
そ
も
〔
こ
れ
ら
の

伝
統
的
忠
誠
心
を
克
服
す
る
と
い
う
〕
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
て
い
た
の
だ
が
」（
七
四
頁
）。

　

著
者
ニ
コ
ラ
オ
ス
・
フ
ァ
ン
＝
ダ
ム
は

一
九
四
五
年
生
ま
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交

官
で
、
元
来
の
専
門
は
シ
リ
ア
だ
が
、
イ

ラ
ク
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ド

イ
ツ
な
ど
の
大
使
を
歴
任
し
て
い
る
。
オ

ラ
ン
ダ
と
い
う
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
国

の
外
交
官
が
、
旧
植
民
地
で
も
な
い
国
に

つ
い
て
の
、学
術
的
世
界
で
長
期
に
わ
た
っ

て
参
照
さ
れ
る
決
定
的
な
書
物
を
著
し
、

生
涯
を
か
け
て
そ
れ
を
増
補
し
続
け
て
き

た
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
麗
し
き
事
例

と
言
う
し
か
な
い
。
■


