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日
本
の
「
い
ま
」
は
、
未
曽
有
の
課
題
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
大
震
災
か
ら
の
復
興
や

原
発
事
故
の
収
拾
は
急
務
で
あ
り
、
経
済
の

低
迷
や
政
治
の
混
乱
も
著
し
い
。
日
本
を
取

り
巻
く
国
際
環
境
は
、
決
し
て
楽
観
を
許
す

も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
時
代
は
少
子
高

齢
化
に
突
入
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
よ
り
根
源
的
な
危
機
は
、
こ
れ
ら

の
難
局
に
挑
む
人
材
の
枯
渇
で
あ
り
、
こ
れ

を
何
と
し
て
も
食
い
止
め
る
必
要
が
あ
る
。

と
り
わ
け
国
家
の
指
導
的
な
地
位
に
立
つ
べ

き
人
材
が
、
か
く
も
色
褪
せ
て
見
え
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
耳
触
り
の
い
い
市
民
論
は

聞
か
れ
て
も
、
し
っ
か
り
と
し
た
国
家
観
で

現
在
と
未
来
を
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
政
治

指
導
者
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
も
そ
も
国
家

論
を
好
ま
な
い
市
民
の
責
任
も
あ
る
だ
ろ

う
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
偏
狭
な
国
粋
主
義
や

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓
舞
し
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
国
家
が
市
民

を
蔑
ろ
に
し
、
エ
リ
ー
ト
が
自
己
保
存
の
み

を
図
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
民
主
権
の

否
定
で
あ
り
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
失
敗

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、
健
全
な
国
家
観

は
本
来
、
民
主
主
義
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
か
つ
て
の
過
ち
の
反
省

は
大
切
だ
が
、
過
去
に
誠
実
に
向
き
合
う
と

と
も
に
、
現
在
と
未
来
に
向
け
て
日
本
が
国

家
と
し
て
何
を
め
ざ
し
、
い
か
な
る
選
択
を

す
べ
き
な
の
か
、
国
民
の
目
を
見
つ
め
、
率

直
に
訴
え
、
引
っ
張
っ
て
い
く
、
そ
ん
な
政

治
リ
ー
ダ
ー
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

現
代
は
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
の

生
き
た
時
代
と
大
き
く
状
況
が
異
な
っ
て
お

り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
不
特

定
多
数
の
「
つ
ぶ
や
き
」
の
集
積
が
、
ラ
ジ

オ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
戦
時
の
大
英
帝
国
の
首

相
の
大
時
代
的
な
演
説
が
人
々
に
与
え
た
イ

ン
パ
ク
ト
を
は
る
か
に
超
え
る
可
能
性
も
あ

る
。
し
か
し
、
危
機
の
時
代
の
国
家
の
指
導

Book Review
【選評】
大阪大学大学院教授

星野俊也

危機の指導者チャーチル
冨田浩司・著
とみたこうじ
外務省北米局参事官
新潮選書／2011年9月
定価1300円＋税

稀
代
の
指
導
者
を
生
み
出
す

成
熟
し
た
政
治
制
度



155

を
自
ら
の
運
命
と
考
え
、
全
身
全
霊
を
か
け

た
職
業
政
治
家
の
思
想
や
行
動
を
見
つ
め
直

す
こ
と
は
、
い
ま
の
時
代
に
は
新
鮮
で
あ
り
、

ま
た
、
必
要
で
さ
え
あ
る
よ
う
に
思
う
。
職

業
外
交
官
と
し
て
英
国
の
政
治
を
つ
ぶ
さ
に

見
て
き
た
著
者
が
、
チ
ャ
ー
チ
ル
と
い
う
、

こ
の
類
い
ま
れ
な
人
物
の
歩
み
を
振
り
返

り
、
危
機
の
時
代
の
政
治
指
導
の
あ
り
方
を

ま
と
め
た
本
書
は
、
時
宜
に
か
な
っ
て
い
る
。

　

考
え
る
に
、
強
烈
な
個
性
で
、
時
に
傲
慢

で
独
善
的
で
さ
え
あ
る
チ
ャ
ー
チ
ル
が
強
力

な
権
限
を
持
つ
首
相
の
地
位
に
上
り
詰
め
る

こ
と
を
許
し
た
英
国
議
会
の
動
き
も
興
味
深

い
と
こ
ろ
だ
が
、
著
者
は
、「
国
家
存
亡
の
危

機
に
お
い
て
最
も
相
応
し
い
指
導
者
を
選
び

出
す
能
力
を
備
え
て
い
た
」
と
い
う
英
国
の

政
治
制
度
の
「
強
靭
さ
」
を
指
摘
す
る
。
こ

れ
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
発
祥
の
国
で
、

法
治
主
義
の
母
国
と
さ
え
い
え
る
英
国
が
、

著
者
の
分
析
す
る
と
お
り
、
本
質
的
に
は
「
人

治
の
国
」
で
あ
り
、「
議
会
で
の
議
論
を
経
て

正
統
性
を
得
た
政
治
的
意
思
が
法
を
超
越
す
る

柔
軟
性
」
を
持
つ
と
い
う
、
懐
の
深
さ
を
示
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
チ
ャ
ー
チ

ル
は
英
国
の
政
治
制
度
の
産
物
だ
が
、
他
方

で
、
彼
が
そ
の
地
位
と
役
職
を
全
う
す
る
た

め
に
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
傾
け
て
い
た
こ

と
も
本
書
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
議
会
で
の
演
説

に
向
け
て
原
稿
を
入
念
に
作
成
し
、
そ
れ
を

徹
底
し
て
暗
記
し
、
さ
ら
に
幾
度
と
な
く
リ

ハ
ー
サ
ル
を
行
い
本
番
に
臨
ん
だ
と
い
う
。

し
か
も
、
演
説
は
明
確
な
目
的
意
識
と
歴
史

的
共
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、
彼

が
若
き
下
院
議
員
時
代
、
発
言
中
に
言
葉
が
出

て
こ
ず
に
着
席
し
た
と
い
う
苦
い
経
験
の
反
動

と
見
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

決
し
て
長
続
き
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

お
そ
ら
く
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
議
会
で
の
演
説

の
先
に
、
そ
れ
が
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
教
訓
」
の
否

定
で
あ
れ
、「
ダ
ン
ケ
ル
ク
精
神
」の
発
揚
で
あ
れ
、

国
民
と
大
英
帝
国
と
英
連
邦
の
未
来
を
見
据
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
英
国
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
二
〇
世
紀
の

二
つ
の
世
界
戦
争
の
清
算
や
非
植
民
地
化
の
過

程
で
英
国
の
選
択
が
地
域
に
禍
根
を
残
し
た
例

も
多
い
。
だ
が
、
大
英
帝
国
の
解
体
が
国
家
観

を
置
き
去
り
に
し
た
そ
れ
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

戦
後
の
冷
戦
下
で
大
き
な
力
の
空
白
が
生
じ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
英
国
は

や
は
り
し
た
た
か
で
あ
る
。

　

で
は
、
振
り
返
っ
て
日
本
は
ど
う
な
の
か

と
い
う
と
、
危
機
を
乗
り
切
る
指
導
者
を
待

望
す
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
が
と
も
す

れ
ば
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
沈
没
し
か
ね
な

い
瀬
戸
際
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
か

ら
始
め
な
い
と
い
け
な
い
不
幸
な
状
況
に
あ

る
。「
３
・
11
」
は
、
本
来
そ
の
脆
弱
性
を
白

日
の
下
に
さ
ら
し
、
日
本
の
抜
本
的
な
刷
新

の
契
機
と
な
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
本
書
は
、
日
本
の
再
生
に
向
か
っ
て
一

人
一
人
が
い
ま
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
る
有

益
な
手
が
か
り
に
も
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
■
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沈
鬱
で
閉
塞
し
た
今
日
の
日
本
の
状
況
が
、

一
九
七
九
年
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
と

重
な
る
と
き
が
あ
る
。
こ
の
年
の
一
月
、
イ
ラ

ン
で
は
ホ
メ
イ
ニ
師
の
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
革

命
が
始
ま
り
、
一
一
月
に
は
米
大
使
館
人
質
事

件
に
発
展
す
る
。経
済
が
低
迷
し
、エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
も
深
刻
化
す
る
な
か
、
三
月
に
は
ス
リ
ー

マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電
所
で
炉
心
溶
融
事
故
ま

で
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
を
う
け
て
、
ジ

ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
大
統
領
は
眉
間
に
し
わ
を
寄

せ
て
米
国
の
自
信
の
喪
失
を
語
っ
た
。
聡
明
で

生
真
面
目
な
大
統
領
で
、
中
東
和
平
や
人
権
外

交
に
尽
力
す
る
が
、
そ
の
悲
観
論
で
国
民
の
信

を
失
っ
て
い
く
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
軟
弱
な
外

交
姿
勢
に
付
け
込
ま
れ
、
年
末
に
は
拡
張
主
義

を
突
き
進
む
旧
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻

を
許
し
て
し
ま
う
。

　

米
国
の
限
界
に
ば
か
り
に
目
を
向
け
る
現

職
大
統
領
に
最
も
強
い
苛
立
ち
を
感
じ
て
い

た
一
人
が
、
陽
気
で
楽
天
的
な
元
Ｂ
級
映
画

の
俳
優
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
か
ら

大
統
領
選
に
臨
ん
だ
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン

そ
の
人
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
書
は
「
強

い
ア
メ
リ
カ
」
と
「
小
さ
な
政
府
」
の
ビ
ジ
ョ

ン
を
掲
げ
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
だ
け
で
な
く
、

「
ア
メ
リ
カ
の
偶
像
」
と
し
て
多
く
の
米
国
民

の
心
を
捉
え
、
さ
ら
に
米
ソ
冷
戦
も
終
結
に

持
ち
込
ん
だ
大
統
領
の
評
伝
で
あ
る
。

　

著
者
の
豊
富
な
知
識
と
軽
快
な
筆
致
で
浮

か
び
上
が
る
レ
ー
ガ
ン
氏
の
リ
ー
ダ
ー
像
に

は
、
い
ま
の
米
国
民
も
懐
か
し
さ
を
禁
じ
得

な
い
こ
と
だ
ろ
う
。「
グ
レ
ー
ト
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
タ
ー
」
と
し
て
鳴
ら
し
た
同
氏
に
は

天
賦
の
才
と
と
も
に
ラ
ジ
オ
時
代
か
ら
不
断

の
努
力
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、

旧
ソ
連
を
「
悪
の
帝
国
」
と
呼
び
、
強
硬
な

保
守
派
の
雄
を
も
っ
て
任
じ
る
一
方
、
話
が

で
き
る
と
わ
か
る
と
相
手
と
の
信
頼
関
係
を

構
築
し
、時
代
の
転
換
を
招
く
柔
軟
性
を
も
っ

て
い
た
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
る
。

　

現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
「
丘
の
上
の
輝
く
町
」

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
相
当
の
想
像
力
が
必

要
だ
が
、
い
ま
だ
に
レ
ー
ガ
ン
人
気
が
衰
え
な

い
の
は
、
自
信
と
希
望
に
満
ち
た
「
大
き
な
物

語
」
を
国
民
に
語
り
か
け
、
変
化
を
実
感
さ
せ

る
力
を
伴
っ
た
政
治
指
導
者
を
人
々
が
渇
望
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
■

Book Review
「強いアメリカ」を

導いた
偶像の実像

レーガン　
いかにして「アメリカの偶像」と
なったか
村田晃嗣・著
むらたこうじ　同志社大学教授
中公新書／2011年11月
定価880円＋税
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歴
史
を
動
か
す
の
は
人
で
あ
り
、
う
ね
り
の

渦
中
に
あ
っ
た
者
た
ち
の
人
格
と
発
想
と
行
動

が
い
か
に
交
錯
し
合
っ
た
の
か
︵
あ
る
い
は
、

し
合
わ
な
か
っ
た
の
か
︶を
検
証
す
る
作
業
は
、

学
者
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
歴
史
家
は
、
実

際
の
「
イ
ベ
ン
ト
︵
出
来
事
︶」
に
立
ち
会
う

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
主
要
な
文
書
に
必
ず
し

も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
は
限
ら
な
ｓ
い
が
、
そ

の
イ
ベ
ン
ト
の
結
果
を
知
り
う
る
立
場
に
あ

る
。
他
方
で
、
当
事
者
は
、
目
の
前
の
イ
ベ
ン

ト
の
真
っ
た
だ
中
で
、す
べ
て
を
体
験
す
る
が
、

不
完
全
な
情
報
と
不
確
定
な
未
来
の
な
か
で
選

択
を
迫
ら
れ
る
。

　

冷
戦
の
発
生
と
終
結
は
、
現
代
史
の
な
か
で

も
最
も
大
き
な
国
際
政
治
の
変
動
で
あ
り
、
旧

ソ
連
崩
壊
か
ら
二
〇
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
た

今
日
は
、
そ
の
変
化
の
背
景
を
改
め
て
読
み
解

く
好
機
と
言
え
る
。
本
書
は
、
冷
戦
の
予
期
せ

ぬ
終
結
と
、
旧
ソ
連
の
あ
る
種
あ
っ
け
な
い
崩

壊
と
い
う
一
連
の
動
き
を
、
当
事
者
た
ち
に
よ

る
証
言
や
回
顧
録
や
資
料
を
用
い
て
歴
史
を
分

析
し
た
研
究
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
、ブ
ッ
シ
ュ
、

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
い
っ
た
首
脳
は
、「
共
産
主

義
対
反
共
産
主
義
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立

を
い
か
に
相
互
の
信
頼
関
係
に
転
換
し
て
い
っ

た
の
か
。
膨
大
な
資
料
を
読
み
込
む
な
か
か
ら

導
き
だ
さ
れ
た
洞
察
や
引
用
さ
れ
た
当
事
者
た

ち
の
生
の
声
は
、
ド
ラ
マ
以
上
に
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
本
書
の
特
徴
は
、
あ
ま
り
着

目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
米
連
邦
議
会
と
そ
の

指
導
部
が
冷
戦
末
期
の
こ
の
時
期
に
ど
の
よ

う
に
動
い
て
い
っ
た
の
か
も
詳
細
に
検
討
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
米
ソ
間
で
交
渉
が
行

わ
れ
る
傍
ら
で
議
会
が
絶
対
的
な
権
限
を
も

つ
予
算
編
成
の
力
を
用
い
、
国
防
費
の
削
減

や
、
民
主
化
の
進
む
東
欧
諸
国
や
旧
ソ
連
へ

の
経
済
支
援
、
さ
ら
に
旧
ソ
連
で
の
核
廃
棄
支

援
と
い
っ
た
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
い
っ
た

様
子
は
興
味
を
引
か
れ
る
。
外
交
政
策
に
と
っ

て
国
内
の
政
治
・
経
済
状
況
は
当
然
の
こ
と
な

が
ら
無
視
し
え
な
い
関
数
で
あ
り
、
抑
制
と

均
衡
の
関
係
に
あ
る
行
政
府
と
議
会
の
間
で
、

競
合
と
協
働
の
ゲ
ー
ム
が
さ
か
ん
に
繰
り
広

げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
る
。
■

歴史を動かした
首脳・議会の
外交ドラマ

米ソ首脳外交と
冷戦の終結
和田修一・著
わだしゅういち
平成国際大学教授
芦書房／2010円12月
定価2500円＋税
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ア
ラ
ブ
諸
国
の
変
動
の
波
は
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
に
及
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
現

在
の
中
東
を
め
ぐ
る
最
重
要
の
分
析
課
題

の
一
つ
で
あ
る
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
内
政
上
の
弱
点

は
、
現
体
制
の
枠
組
み
の
中
で
は
十
分
に

国
民
統
合
の
枠
に
収
め
ら
れ
な
い
社
会
集

団
・
地
域
を
複
数
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
二
大
聖
都
メ
ッ

カ
と
メ
デ
ィ
ナ
、
商
港
ジ
ェ
ッ
ダ
を
擁
す

る
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
は
そ
の
一
つ
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
に
、
世
界
有
数
の
油
田
地

帯
で
あ
る
東
部
州
に
多
く
住
む
シ
ー
ア
派

が
、
十
分
に
国
家
と
社
会
に
統
合
さ
れ
て

い
な
い
点
に
不
安
が
あ
る
。

当
事
者
ゆ
え
の
厚
み
の
あ
る
記
述

　

シ
ー
ア
派
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
人

口
の
一
〇
～
一
五
％
程
度
を
占
め
る
と

一
般
に
言
わ
れ
て
お
り
、
ペ
ル
シ
ア
湾

岸
に
面
し
た
東
部
州
で
は
、
外
国
人
を
除

く
人
口
の
う
ち
三
七
％
を
占
め
る
と
い
う

推
計
が
あ
る
。
特
に
カ
テ
ィ
ー
フ
で
は

人
口
の
八
七
％
、
ハ
サ
で
も
四
〇
％
を

超
え
る
と
見
ら
れ
る
（Robert Lacey, 

Inside the K
ingdom

: K
ings, Clerics, 

M
odernists, T

errorists, and the 
Struggle for Saudi A

rabia , N
ew

 
Y

ork, V
iking, p.101

）。

　

今
回
は
、
シ
ー
ア
派
の
社
会
集
団
と
し

て
の
成
長
、
帰
属
意
識
の
行
方
や
、
政

Book Review
中
東
の
要
所
、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
け
る

シ
ー
ア
派
反
体
制
運
動

【選評】
東京大学准教授

池内恵

The Shi‘is of 
Saudi Arabia,
Fouad Ibrahim 
London, Saqi, 2006
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治
的
結
集
の
進
展
を
知
る
た
め
に
フ
ア
ー

ド
・
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
著
『
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
』
を
取
り
上
げ
て
お
く
。

二
〇
〇
四
年
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
提
出
し
た

博
士
論
文
に
基
づ
く
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の

シ
ー
ア
派
の
政
治
運
動
に
つ
い
て
の
代
表
的

な
基
礎
文
献
で
あ
る
。
著
者
自
身
が
、
本
書

で
主
要
な
検
討
の
対
象
と
な
る
「
イ
ス
ラ
ー

ヒ
ー
ヤ
（
改
革
）
運
動
」
に
参
加
し
て
出
国

し
、
ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
当

事
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、豊
富
な
内
部
資
料
・

一
次
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

運
動
の
「
当
事
者
」
で
あ
る
著
者
が
、
中

立
的
・
客
観
的
に
記
述
を
行
い
得
て
い
る
か

疑
問
を
抱
く
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
す
べ
て
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
禁

物
で
あ
る
。
し
か
し
英
国
の
大
学
の
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
の
枠
を
通
し
、
学
術
出
版
の
制
度
を

通
っ
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
か
な
り
高
い

水
準
の
客
観
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
の
存
在
が

見
え
に
く
い
の
は
、
そ
れ
が
複
数
の
意
味
で

「
周
辺
」
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
し

て
い
る
。
教
学
上
は
、
シ
ー
ア
派
の
拠
点
は

何
よ
り
も
イ
ラ
ク
の
カ
ル
バ
ラ
ー
や
ナ
ジ
ャ

フ
で
あ
り
、
イ
ラ
ン
の
コ
ム
で
あ
っ
て
、
サ

ウ
ジ
国
内
に
は
教
学
上
の
求
心
力
を
持
つ
拠

点
が
乏
し
い
。
政
治
的
に
も
、
シ
ー
ア
派
が

多
数
を
占
め
る
イ
ラ
ク
や
イ
ラ
ン
と
対
照
的

に
、
人
口
の
一
割
程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
な

い
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
の
政
治
的
な
存
在
感

は
当
然
限
定
さ
れ
る
。

　

著
者
は
「
改
革
運
動
」
の
発
端
と
展
開
を

振
り
返
り
、
段
階
を
追
っ
て
記
述
を
行
う

こ
と
で
、「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
」

と
し
て
の
固
有
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
形
成
を
描
い
て
い
る
。も
ち
ろ
ん「
改

革
運
動
」
が
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
す
べ
て
の

シ
ー
ア
派
教
徒
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
最
も
先
鋭
的
に
、
シ
ー
ア

派
の
政
治
的
自
覚
の
形
成
と
変
化
を
先
導
し

て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
派
」
へ
の
道
程

　

著
者
に
よ
れ
ば
「
改
革
運
動
」
の
発
端

は
イ
ラ
ク
の
カ
ル
バ
ラ
ー
に
あ
る
。
シ
ー

ア
派
の
宗
教
学
者
（
ウ
ラ
マ
ー
）
の
最
高

位
階
で
あ
る
マ
ル
ジ
ャ
ア
・
タ
ク
リ
ー
ド

に
達
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
マ
フ
デ
ィ
ー
・

シ
ー
ラ
ー
ズ
ィ
ー
（M

uham
m

ad M
ahdi 

al-Shirazi 1928-2002

）
が
精
神
的
指
導

者
と
な
り
、
有
力
な
宗
教
学
者
の
ム
ハ
ン

マ
ド
・
タ
キ
ー
ユ
・
ム
ダ
ッ
リ
ス
ィ
ー

（M
uham

m
ad T

aqi al-M
udarresi

）
を

実
際
的
な
指
導
者
と
し
て
一
九
六
八
年
に
設

立
さ
れ
た
宣
教
者
前
衛
運
動
（H

araka al-
Risaliyin al-T

ala ’i ‘: M
ovem

ent of the 
V

anguards of M
issionaries: 

Ｍ
Ｖ
Ｍ
）

が
、
政
治
的
な
意
思
表
明
を
極
力
避
け
よ
う

と
す
る
静
謐
主
義
を
採
用
し
て
き
た
ナ
ジ
ャ

フ
の
保
守
的
な
教
学
機
構
と
一
線
を
画
し
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
基
づ
く
政
治
の
実
践
を
求

め
た
。
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こ
こ
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
東
部
州
出
身

の
宗
教
指
導
者
ハ
サ
ン
・
サ
ッ
フ
ァ
ー
ル

（H
assan al-Saffar

）
や
、タ
ウ
フ
ィ
ー
ク
・

サ
イ
フ
（T

aw
fiq al-Saif

）
が
参
加
し
、

や
が
て
カ
テ
ィ
ー
フ
を
拠
点
に
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
の
宗
教
・
政
治
指
導

者
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、「
ア
ラ
ブ
の

シ
ー
ア
派
」
と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

あ
る
。
教
学
的
に
は
、
カ
ル
バ
ラ
ー
と
ナ

ジ
ャ
フ
を
擁
す
る
イ
ラ
ク
こ
そ
が
世
界
の

シ
ー
ア
派
の
中
心
地
で
あ
り
、
発
信
力
と

求
心
力
も
強
い
。
こ
こ
に
ま
ず
は
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
も
集
ま
っ
て
く
る
。

た
だ
し
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
政
権
下
で
シ
ー

ア
派
の
宗
教
・
政
治
運
動
に
統
制
・
弾
圧

が
強
ま
り
、
Ｍ
Ｖ
Ｍ
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
移

る
。
一
九
七
〇
年
代
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

の
シ
ー
ア
派
で
Ｍ
Ｖ
Ｍ
に
参
加
し
た
者
の

多
く
も
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
送
り
込
ま
れ
て

こ
の
運
動
の
教
育
宣
伝
を
受
け
て
い
る
。

　

シ
ー
ア
派
の
近
代
の
宗
教
・
政
治
運
動

に
は
、
イ
ラ
ン
の
ホ
メ
イ
ニ
が
主
導
す
る

ヴ
ェ
ラ
ー
ヤ
テ
・
フ
ァ
ギ
ー
フ
体
制
を
唱

導
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
に
よ
る
直
接

統
治
を
主
張
す
る
タ
イ
プ
と
、
イ
ス
ラ
ー

ム
法
学
者
が
政
治
的
な
発
言
を
行
う
も
の

の
直
接
は
統
治
権
を
要
求
し
な
い
タ
イ
プ

が
あ
り
、
Ｍ
Ｖ
Ｍ
に
参
加
し
た
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
も
後
者
で
あ
っ
て
、

イ
ラ
ン
型
の
神
権
政
治
を
目
指
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
著
者
の
歴

史
記
述
の
含
意
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア

派
の
政
治
運
動
は
紆
余
曲
折
を
た
ど
る
。

一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
革
命
は
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
の
急
進
化
を
も
た
ら

し
、
同
年
一
一
月
の
東
部
州
の
暴
動
（
イ
ン

テ
ィ
フ
ァ
ー
ダ
）
が
発
生
す
る
。
こ
こ
で

サ
ッ
フ
ァ
ー
ル
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
機
構

（M
unazzam

a al-T
haw

ra al-Islam
iya: 

Islam
ic Revolution O

rganization: 
Ｉ

Ｒ
Ｏ
）」
を
結
成
し
、
テ
ヘ
ラ
ン
に
拠
点
を

移
す
。
し
か
し
八
〇
年
代
、
イ
ラ
ン
が
巡

礼
者
を
通
じ
て
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
内
政
の

撹
乱
を
図
る
こ
と
で
、
サ
ッ
フ
ァ
ー
ル
ら

Ｉ
Ｒ
Ｏ
の
指
導
者
は
、「
イ
ラ
ン
の
手
先
」

と
な
る
か
、「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
民
」
と

し
て
の
帰
属
意
識
を
再
確
認
す
る
か
の
選

択
を
迫
ら
れ
る
。
こ
こ
で
サ
ッ
フ
ァ
ー
ル

ら
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
民
と
し
て
の
権

利
の
主
張
に
舵
を
切
り
、
穏
健
路
線
に
転

じ
る
。
一
九
八
八
年
の
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク

戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
イ
ラ
ン
と
Ｉ
Ｒ
Ｏ

の
関
係
は
さ
ら
に
細
っ
て
い
く
。

　

こ
の
段
階
で
、
Ｉ
Ｒ
Ｏ
に
集
っ
た
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
の
シ
ー
ア
派
の
政
治
勢
力
は
故
地

の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
も
、
シ
ー
ア
派
の
拠

点
の
イ
ラ
ク
に
も
、
政
治
的
思
惑
か
ら
接
近

し
て
き
た
イ
ラ
ン
に
も
、
活
動
の
空
間
を
得

ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
い
っ
た
ん
シ
リ
ア
へ
移

動
し
た
Ｉ
Ｒ
Ｏ
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭

Book Review
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に
ロ
ン
ド
ン
と
ワ
シ
ン
ト
ン
に
本
拠
を
移

し
、
一
九
九
一
年
か
ら
は
「
改
革
運
動
」

と
名
乗
っ
て
、
Ｍ
Ｖ
Ｍ
か
ら
自
立
し
、
人

権
や
表
現
の
自
由
を
主
に
掲
げ
る
よ
う
に

な
る
。
革
命
論
や
シ
ー
ア
派
固
有
の
観
念

の
主
張
を
極
力
控
え
、
リ
ベ
ラ
ル
派
や
ス

ン
ナ
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
の
一
部
と

の
接
近
を
試
み
、
国
民
と
し
て
の
平
等
な

権
利
を
求
め
て
い
く
こ
と
で
、
欧
米
の
支

援
を
受
け
、
新
た
に
地
歩
を
固
め
始
め
た
。

湾
岸
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
に
よ
っ
て
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
制
が
改
革
圧
力
を
受
け
る

た
び
に
、
恩
赦
が
行
わ
れ
、
一
部
の
活

動
家
が
帰
国
し
て
国
内
に
拠
点
を
築
い
て

い
っ
た
。

平
等
を
軸
と
し
た
連
帯
へ

　

サ
ウ
ジ
の
政
権
と
シ
ー
ア
派
勢
力
と
の

一
進
一
退
の
攻
防
が
今
ど
の
段
階
に
達
し

て
い
る
の
か
、
公
式
メ
デ
ィ
ア
か
ら
は
う

か
が
い
知
れ
な
い
。
近
年
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
は
活
発
に
ア
ラ
ブ
の
シ
ー
ア
派
の

メ
デ
ィ
ア
が
台
頭
し
て
お
り
、
あ
る
日
突

然
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
共
通
の

政
治
意
識
を
持
っ
た
多
数
の
シ
ー
ア
派
市

民
が
権
利
要
求
を
行
う
事
態
も
あ
り
得
な

い
こ
と
で
は
な
い
。

　

政
治
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
思
想
も
行

動
様
式
も
変
化
さ
せ
て
き
た
サ
ウ
ジ
の

シ
ー
ア
派
の
政
治
運
動
に
つ
い
て
は
、「
結

局
は
イ
ラ
ン
の
別
働
隊
で
は
な
い
か
」
と

い
う
憶
測
も
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
。イ
ラ
ン
側
が
サ
ウ
ジ
の
シ
ー

ア
派
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
常
に

あ
る
。
し
か
し
現
在
は
イ
ラ
ン
の
支
援
を

サ
ウ
ジ
の
シ
ー
ア
派
の
側
が
積
極
的
に
受

け
入
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
シ
ー
ア
派

と
し
て
の
固
有
の
権
利
の
主
張
よ
り
も
、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
民
と
し
て
の
共
通
の

市
民
権
の
主
張
の
ほ
う
が
、
国
際
的
な
支

持
を
受
け
や
す
く
、
国
内
の
他
の
勢
力
と

の
連
携
も
し
や
す
い
。
そ
し
て
国
家
が
サ

ウ
ド
家
の
私
有
財
産
で
は
な
く
、
出
自
を

問
わ
ず
平
等
な
権
利
を
持
っ
た
国
民
の
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
が
国
民
各
層
に

浸
透
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

ア
の
現
体
制
に
と
っ
て
最
大
の
挑
戦
な
の

で
あ
る
。
■

裁判なしに収監された住民の釈放を求めたシーア派デモ（2011年
3 月 9 日、カティーフ）（ロイター／アフロ）




