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今
年
一
月
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
街
路
か
ら
始
ま
っ
た

北
ア
フ
リ
カ
・
中
東
の
「
政
治
の
季
節
」。

そ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
伝
統
的
な
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
と
は
異
な
る
、

若
者
た
ち
の
し
た
た
か
で
し
な
や
か
な
戦
略
が
あ
っ
た
。

防
衛
大
学
校
教
授

立
山
良
司

ド
ミ
ノ
革
命
は「
新
し
い
中
東
」を
生
み
出
す
か

激
動
の
中
東
を
読
み
解
く

2011年2月1日、ムバラク退陣を求めタハリー
ル広場に集まった人 は々、100 万人を超えた

（写真：ロイター／アフロ） 
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激動の中東を読み解く
　

中
東
で
は
今
、
政
治
変
革
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
。
リ
ビ
ア
は

す
で
に
内
戦
状
態
に
陥
り
、
シ
リ
ア
で
も
流
血
の
事
態
が
拡
大
し
て

い
る
。
原
動
力
は
新
旧
の
衝
突
だ
。
一
方
で
長
年
に
わ
た
る
独
裁
な

い
し
権
威
主
義
体
制
と
、
そ
れ
に
伴
う
圧
政
や
腐
敗
と
い
っ
た
古
い

シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
抗
し
て
い
る
の
は
、
世
界
的
な
つ
な

が
り
を
持
っ
た
若
者
の
運
動
や
市
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
時
代

の
新
し
い
波
だ
。
衝
突
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
「
も
う
た
く
さ
ん
だ
」
と

叫
ぶ
民
衆
の
圧
力
を
一
気
に
高
め
た
。

　

だ
が
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
い
つ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
か
。
チ
ュ
ニ

ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
は
今
後
、
長
く
険
し
い
移
行
期
を
た
ど
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
他
の
諸
国
も
事
態
の
鎮
静
化
に
と
り
あ
え
ず
成
功
し

た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
大
き
な
混
乱
に
見
舞
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
安
定
的
な
「
新
し
い
中
東
」
を
い
か
に
実
現
す
る
か
は
、
今
後

の
国
際
秩
序
の
あ
り
様
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
日
本
を
含
む
国
際
社

会
は
広
範
な
分
野
で
中
東
諸
国
の
民
主
化
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

若
者
に
う
っ
積
し
た
強
い
不
満

　

昨
年
一
二
月
中
旬
に
起
き
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
青
年
の
焼
身
自
殺
が
こ

れ
ほ
ど
大
き
な
政
治
変
動
の
う
ね
り
を
引
き
起
こ
す
と
は
、
誰
が
予

測
し
た
だ
ろ
う
か
。
野
菜
な
ど
を
路
上
販
売
し
て
い
た
青
年
が
、
無

許
可
を
理
由
に
警
官
に
商
品
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
抗
議
し
、

ガ
ソ
リ
ン
を
か
ぶ
り
自
ら
火
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
青
年
は
一
月
初

め
に
死
ん
だ
が
、
異
例
の
抗
議
の
死
は
二
〇
年
以
上
権
力
の
座
に

あ
っ
た
ベ
ン
ア
リ
大
統
領
を
退
陣
に
追
い
込
ん
だ
。
そ
の
衝
撃
波
は

エ
ジ
プ
ト
で
「
一
月
二
五
日
革
命
」
を
引
き
起
こ
し
、
ム
バ
ラ
ク
体

制
を
打
倒
し
た
。
さ
ら
に
リ
ビ
ア
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
イ
エ
メ
ン
、
ヨ

ル
ダ
ン
、
シ
リ
ア
な
ど
ア
ラ
ブ
各
国
に
及
び
つ
つ
あ
る
。

　

青
年
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
中
東
の
み
な
ら
ず
第
三
世
界
の
厳
し

い
現
状
を
物
語
っ
て
い
る
。
世
界
銀
行
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
現

在
の
エ
ジ
プ
ト
の
失
業
率
は
一
一
％
だ
が
、
一
五
〜
二
四
歳
の
若
年

層
の
失
業
率
は
三
四
％
と
三
倍
も
高
い
。
し
か
も
所
得
格
差
が
著
し

い
。
所
得
階
層
を
五
段
階
に
分
け
た
場
合
、
上
位
二
〇
％
が
所
得
全

体
の
四
一
％
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
下
位
二
〇
％
は
わ
ず
か

九
％
で
し
か
な
い
。
若
者
を
中
心
と
す
る
多
く
の
民
衆
が
社
会
的
不

公
正
や
失
業
、
秘
密
警
察
を
使
っ
た
圧
政
、
腐
敗
な
ど
先
が
ま
っ
た

く
見
え
な
い
状
況
に
強
い
憤
り
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
中
東
で
は
こ
の
二
〇
年
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で

「
改
革
」
が
叫
ば
れ
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
か
ら
九
一
年
に
か
け
て

の
湾
岸
危
機
・
戦
争
や
二
〇
〇
一
年
の
9
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
事
件

を
契
機
に
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
岸
の
ア
ラ
ブ
王
制
諸
国
で
は
、
諮
問
評
議

会
の
開
設
や
選
挙
の
導
入
、女
性
の
参
政
権
付
与
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
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一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
モ
ロ
ッ
コ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
シ

リ
ア
で
政
権
を
引
き
継
い
だ
新
世
代
三
人
は
い
ず
れ
も
「
改
革
」
を

旗
印
と
し
て
き
た
。
後
継
者
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ム
バ
ラ
ク
や
カ
ダ

フ
ィ
の
息
子
も
「
改
革
の
旗
手
」
と
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
が
シ
リ
ー
ズ
で
出
し
て

い
る
『
ア
ラ
ブ
人
間
開
発
報
告
書
』
は
繰
り
返
し
、
ア
ラ
ブ
諸
国
で

改
革
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
た
。
最
新
の

二
〇
〇
九
年
版
は
、
国
家
が
人
間
の
安
全
を
保
障
す
る
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
脅
か
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
〇
年
間
、

改
革
は
ほ
と
ん
ど
掛
け
声
だ
け
に
終
始
し
、
圧
政
と
腐
敗
が
蔓
延
し

て
い
た
。
ウ
ィ
キ
リ
ー
ク
ス
が
暴
露
し
た
在
チ
ュ
ニ
ジ
ア
米
大
使
館

か
ら
国
務
省
に
宛
て
た
〇
八
年
六
月
の
秘
密
電
報
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア

を
「
警
察
国
家
」
と
断
定
し
、ベ
ン
ア
リ
一
家
は
「
マ
フ
ィ
ア
同
然
」

で
、
金
融
や
土
地
取
引
、
放
送
業
、
航
空
機
や
自
動
車
販
売
な
ど
あ

ら
ゆ
る
産
業
で
利
権
を
得
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
国
民
は
当
然
、
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
で
も
中
東
に
民
主
化
の
波
は
及
ば
ず
、
体
制
は
変
わ
ら
な
い
と

み
ら
れ
て
い
た
。
体
制
維
持
の
た
め
治
安
・
秘
密
警
察
網
が
社
会
の

隅
々
ま
で
張
り
巡
ら
さ
れ
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
危
険
を
排
除
す
る
た
め

国
軍
と
は
別
の
軍
隊
（
シ
リ
ア
の
共
和
国
防
衛
隊
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

ア
の
国
家
警
備
隊
、
イ
ラ
ン
の
革
命
防
衛
隊
な
ど
）
が
組
織
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
産
油
国
を
中
心
に
豊
富
な
石
油
収
入
を
ば
ら
ま
く
こ

と
で
体
制
を
維
持
す
る
「
レ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
」（
不
労
所
得

の
配
分
シ
ス
テ
ム
）
が
体
制
を
支
え
て
き
た
。
し
か
も
ム
バ
ラ
ク
が

退
陣
直
前
に
「
自
分
が
辞
め
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
が
権
力
を
握

る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
独
裁
か
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
か
」
と
い
う

偽
り
の
二
者
択
一
論
を
根
拠
に
、
政
権
側
は
民
主
化
を
拒
み
、
国
際

社
会
も
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

非
暴
力
反
体
制
運
動
を
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｓ
が
指
導

　

し
か
し
、
状
況
は
明
ら
か
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
六

月
の
イ
ラ
ン
大
統
領
選
挙
直
後
に
起
き
た
不
正
疑
惑
に
対
す
る
若
者

の
抗
議
活
動
が
、
二
年
後
に
ア
ラ
ブ
諸
国
に
伝
播
し
た
可
能
性
は
大

い
に
あ
る
。
加
え
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
若
者
の
反
体
制
運

動
は
一
朝
一
夕
で
組
織
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
ム
バ
ラ
ク
体
制
打
倒

の
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
た
「
四
月
六
日
運
動
」
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
は
突
き
上
げ
た
こ
ぶ
し
だ
が
、
こ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
に
セ
ル
ビ
ア

（
当
時
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
）
の
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
体

制
を
倒
し
た
学
生
組
織「
オ
ト
ゥ
ポ
ー
ル（
抵
抗
）」の
ロ
ゴ
の
コ
ピ
ー

だ
。
筆
者
は
三
月
下
旬
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
オ
ト
ゥ
ポ
ー
ル
の
元
指

導
者
で
、
現
在
は
非
暴
力
活
動
戦
略
応
用
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ

Ｓ
）
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
率
い
て
い
る
ス
ル
ジ
ャ
・
ポ
ポ
ビ
ッ
チ
氏
に
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激動の中東を読み解く

面
談
し
た
。

　

Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｓ
は
世
界
各
地
の
若
い
活
動
家
を
対
象
に
セ
ミ
ナ
ー

な
ど
を
開
催
し
、
非
暴
力
反
体
制
運
動
に
関
す
る
戦
略
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
教
え
て
い
る
。
ポ
ポ
ビ
ッ
チ
氏
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
七
月
に

四
月
六
日
運
動
の
指
導
者
を
含
む
エ
ジ
プ
ト
人
の
若
者
約
一
〇
人
が

ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｓ
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
し
た
。

そ
の
後
の
彼
ら
の
動
き
を
見
て
い
る
と
、
軍
と
の
関
係
を
徐
々
に
構

築
す
る
一
方
で
、
労
働
組
合
や
他
の
運
動
体
と
の
連
携
を
強
め
る
な

ど
、
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｓ
で
得
た
知
識
を
う
ま
く
現
実
に
応
用
し
て
き
た

と
い
う
。
つ
ま
り
「
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場
は
突
然
始
ま
っ
た
の
で
は
な

い
」
と
ポ
ポ
ビ
ッ
チ
氏
が
言
う
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
若
者
の
運
動

は
〇
九
年
に
は
反
体
制
活
動
を
始
め
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ポ
ポ
ビ
ッ
チ
氏
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｓ
は
チ
ュ
ニ
ジ

ア
や
シ
リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
な
ど
の
若
者
の
運
動
と
も
コ
ン
タ
ク
ト
が
あ

る
。
ま
た
〇
九
年
の
イ
ラ
ン
大
統
領
選
挙
後
に
は
、
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｖ
Ａ
Ｓ
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
非
暴
力
運
動
の
進
め
方
を
ま
と
め
た
ビ
デ
オ
の

フ
ァ
イ
ル
が
一
万
七
〇
〇
〇
回
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
た
と
い
う
。

　

実
際
、
ア
ラ
ブ
各
国
で
行
わ
れ
て
い
る
集
会
や
デ
モ
の
ほ
と
ん
ど

は
既
成
の
組
織
で
は
な
く
、
若
者
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
彼

ら
は
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
、
必
要
と
思
え
ば
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド

へ
も
出
向
く
行
動
力
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
一
九
五
〇
年

代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
高
揚
と
失
望
は

遠
い
過
去
の
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
ア
ン
チ
・

テ
ー
ゼ
と
し
て
拡
大
し
た
イ
ス
ラ
ム
主
義
運
動
の
一
部
が
過
激
化
し

暴
力
に
走
る
様
を
目
の
前
で
見
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
彼
ら
は
も
っ

と
現
実
主
義
的
な
観
点
か
ら
政
治
的
自
由
と
公
正
さ
を
求
め
る
非
暴

力
運
動
の
輪
を
巧
み
に
広
げ
、機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
政
変
が
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
革
命
」「
フ
ェ
ー
ス
ブ
ッ
ク
革
命
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
は
多
く
の
論
評
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
一
点
指
摘
し
た
い
こ
と

は
、
市
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
役
割
で
あ
る
。
市
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
は
ご
く
普
通
の
一
般
市
民
が
情
報
の
送
り
手
や
仲
介
者
に
な

り
、
あ
る
事
象
に
つ
い
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の

役
割
を
果
た
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
一
月
下
旬
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヘ
ラ
ル

ド
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
が
掲
載
し
た
写
真
は
き
わ
め
て
興
味
深
か
っ

た
。
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
、
ム
バ
ラ
ク
の
巨
大
な
ポ

ス
タ
ー
を
何
人
か
が
引
き
裂
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
周
り
に
い
る

群
衆
は
単
に
歓
喜
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
携
帯
電
話

で
ポ
ス
タ
ー
が
裂
か
れ
て
い
る
様
子
を
カ
メ
ラ
に
収
め
て
い
た
。
そ

こ
で
撮
ら
れ
た
写
真
や
動
画
は
次
々
に
転
送
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
見
た
者
は
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そ
の
場
に
い
な
く
て
も
、
ム
バ
ラ
ク
の
権
威
が
地
に
落
ち
て
い
く
様

を
実
感
で
き
た
の
で
あ
る
。
状
況
は
ほ
か
の
国
で
も
同
様
で
、
シ
リ

ア
で
は
ア
サ
ド
前
大
統
領
（
現
大
統
領
の
父
）
の
銅
像
が
引
き
倒
さ

れ
る
様
子
な
ど
、
民
衆
が
撮
っ
た
多
く
の
動
画
が
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

　

警
察
国
家
は
国
民
に
恐
怖
を
植
え
付
け
る
こ
と
で
体
制
を
維
持
し

て
き
た
。
し
か
し
、
市
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
送
り
出
し
て
い
る
写

真
や
動
画
は
、「
恐
れ
る
必
要
は
な
い
」「
仲
間
は
ほ
か
に
も
い
る
」

と
い
う
強
い
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
内
包
し
て
い
る
。「
恐
怖
」
が

な
く
な
る
と
、
体
制
は
安
全
弁
を
失
っ
て
し
ま
う
。

中
東
情
勢
を
左
右
す
る
シ
リ
ア
の
動
向

　

も
ち
ろ
ん
ア
ラ
ブ
諸
国
と
い
っ
て
も
多
様
で
あ
り
、
政
治
変
動
の

様
相
も
異
な
っ
て
い
る
（
表
参
照
）。
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
は

国
家
や
国
民
と
し
て
の
一
体
性
を
あ
る
程
度
確
立
し
て
お
り
、
問
わ

れ
て
い
る
の
は
長
期
に
わ
た
る
権
力
集
中
の
問
題
だ
っ
た
。し
か
し
、

バ
ー
レ
ー
ン
や
シ
リ
ア
の
場
合
、
宗
派
の
違
い
が
大
き
く
関
係
し
て

い
る
。
特
に
両
国
の
支
配
者
は
少
数
派
で
あ
る
た
め
、
権
力
を
失
う

こ
と
へ
の
恐
怖
感
は
き
わ
め
て
強
い
。

　

シ
リ
ア
で
は
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
ス
ン
ニ
ー
派
の
ム
ス
リ
ム
同

胞
団
が
反
体
制
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
が
、
ア
ラ
ウ
ィ
ー
派
の
ア
サ

ド
前
政
権
は
一
九
八
二
年
、
同
胞
団
が
拠
点
と
し
た
町
ハ
マ
の
旧
市

街
地
を
徹
底
的
に
攻
撃
し
制
圧
し
た
。
そ
の
時
の
死
者
は
一
万
人
と

も
二
万
人
と
も
い
わ
れ
る
。
今
年
三
月
後
半
か
ら
拡
大
し
つ
つ
あ
る

反
体
制
運
動
に
対
し
、
息
子
の
ア
サ
ド
現
大
統
領
は
一
九
六
三
年
以

来
施
行
し
て
き
た
緊
急
事
態
法
を
撤
廃
す
る
な
ど
の
宥
和
姿
勢
を
示

す
一
方
で
、
軍
や
治
安
部
隊
に
よ
る
徹
底
的
鎮
圧
を
は
か
り
、
す
で

に
相
当
数
の
死
者
や
拘
束
者
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
市
民
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
現
代
に
お
い
て
、
さ
す
が
の
ア
サ
ド
政
権
も
ハ
マ
事
件

の
よ
う
な
虐
殺
を
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
シ

リ
ア
の
現
政
権
は
イ
ラ
ン
お
よ
び
レ
バ
ノ
ン
の
シ
ー
ア
派
組
織
ヒ
ズ

ボ
ラ
と
戦
略
的
な
友
好
関
係
を
持
ち
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
イ
ス
ラ
ム
組

織
ハ
マ
ス
は
ダ
マ
ス
カ
ス
に
政
治
局
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

シ
リ
ア
の
情
勢
が
流
動
化
す
れ
ば
、
中
東
和
平
問
題
を
含
め
中
東
全

体
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
に
違
い
な
い
。

　

バ
ー
レ
ー
ン
政
府
は
当
初
、
改
革
要
求
な
ど
に
寛
容
な
姿
勢
を
見

せ
て
い
た
。
し
か
し
、
宗
派
色
や
反
体
制
色
が
強
ま
る
に
つ
れ
力
に

よ
る
鎮
圧
姿
勢
に
転
じ
、
三
月
中
旬
に
は
戒
厳
令
が
出
さ
れ
た
。
ま

た
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
Ｕ
Ａ
Ｅ
）
が
湾
岸
協

力
会
議
（
Ｇ
Ｃ
Ｃ
）
の
合
同
緊
急
展
開
軍
「
半
島
の
楯
」
軍
に
提
供

し
て
い
る
地
上
部
隊
の
一
部
を
バ
ー
レ
ー
ン
に
派
遣
し
た
。
人
口
の

半
数
以
上
が
イ
ラ
ン
と
同
じ
シ
ー
ア
派
で
あ
る
た
め
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
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激動の中東を読み解く

ビ
ア
な
ど
ス
ン
ニ
ー
派
ア
ラ
ブ
湾
岸
王
制
諸
国
は
イ
ラ
ン
の
影
響
力

が
バ
ー
レ
ー
ン
に
拡
大
す
る
こ
と
を
常
に
警
戒
し
て
き
た
。「
半
島

の
楯
」
軍
派
遣
も
、
イ
ラ
ン
の
介
入
を
許
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示

す
と
と
も
に
、
限
度
を
超
え
た
改
革
要
求
は
力
で
抑
え
込
む
と
い
う

自
国
民
向
け
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
ろ
う
。

　

イ
エ
メ
ン
は
い
っ
そ
う
複
雑
だ
。
南
北
別
々
に
独
立
し
、
一
時
は

敵
対
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
一
九
九
〇
年
に
統
一
さ
れ
北
の

大
統
領
サ
ー
レ
ハ
が
そ
の
ま
ま
統
一
イ
エ
メ
ン
の
大
統
領
と
な
り
、

現
在
ま
で
居
座
っ
て
い
る
。
し
か
し
南
部
に
は
分
離
独
立
を
求
め
る

声
が
多
い
。
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
組
織
「
ア

ラ
ビ
ア
半
島
の
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ
（
Ａ
Ｑ
Ａ
Ｐ
）」
が
南
部
を
拠
点
に
、

活
発
に
活
動
し
て
い
る
。
さ
ら
に
北
部
の
シ
ー
ア
派
住
民
が
中
央
政

府
と
武
力
衝
突
を
繰
り
返
す
一
方
、
ア
デ
ン
湾
を
は
さ
ん
だ
対
岸
は

ソ
マ
リ
ア
で
あ
り
、
海
賊
の
拠
点
だ
。「
破
綻
国
家
寸
前
」
と
い
わ

れ
て
き
た
イ
エ
メ
ン
で
、
サ
ー
レ
ハ
体
制
が
続
い
て
き
た
大
き
な
理

由
の
一
つ
は
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
や
海
賊
対
処
の
最
重
要
拠
点
の

一
つ
と
し
て
、
米
国
や
日
本
な
ど
各
国
の
援
助
を
受
け
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

米
国
の
対
応
は
三
つ
に
分
か
れ
た

　

ア
ラ
ブ
諸
国
で
吹
き
荒
れ
る
政
治
変
動
の
嵐
に
対
し
、
オ
バ
マ
米

政
権
の
対
応
に
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。
早
期
に
体
制
移

行
を
促
し
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
、
軍
事
介
入
に
踏
み
切
っ
た

リ
ビ
ア
、
政
治
改
革
を
支
持
し
な
が
ら
も
体
制
移
行
ま
で
は
明
言
し

な
い
バ
ー
レ
ー
ン
や
イ
エ
メ
ン
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

第
一
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
で
は
特
に
対
応
が
早
か
っ

た
。
反
政
府
デ
モ
が
本
格
化
し
た
一
月
末
に
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
が

「
秩
序
あ
る
移
行
」
と
い
う
表
現
で
ム
バ
ラ
ク
体
制
へ
の
決
別
を
示

唆
し
、
二
月
初
め
に
な
る
と
「
直
ち
に
移
行
を
」
と
い
っ
そ
う
圧
力

を
か
け
た
。
ム
バ
ラ
ク
政
権
を
早
々
に
見
限
っ
た
こ
と
に
関
し
、
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
「
盟
友
を
簡
単
に
見
捨
て
た
」
と
オ
バ
マ
政
権
に

対
し
か
な
り
強
い
不
満
と
不
信
感
を
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

第
二
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
リ
ビ
ア
に
対
し
米
国
は
当
初
、
武
力
行

使
を
躊
躇
し
て
い
た
。
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
加
え
、
リ
ビ

ア
に
ま
で
手
を
伸
ば
す
こ
と
に
反
対
論
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か

し
、
三
月
半
ば
に
国
連
安
保
理
で
軍
事
介
入
を
求
め
る
決
議
案
の
審

議
が
本
格
化
す
る
と
、米
国
は
そ
れ
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
安
保
理
で
民
間
人
保
護
の
た
め
「
す
べ
て
の
必
要
な
措

置
を
と
る
」
権
限
を
国
連
加
盟
国
に
付
与
し
、
か
つ
飛
行
禁
止
空
域

設
置
を
定
め
た
決
議
が
成
立
し
た
。
そ
の
二
日
後
、
米
国
は
英
国
や

フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
と
も
に
リ
ビ
ア
攻
撃
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

米
国
が
軍
事
介
入
を
支
持
す
る
姿
勢
に
転
じ
た
背
景
に
は
、
オ
バ
マ
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政
権
内
、
特
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
内
で
「
保
護
す
る
責
任
」
を
重
視

す
る
主
張
が
強
く
、
オ
バ
マ
大
統
領
自
身
も
そ
う
し
た
考
え
方
を
支

持
し
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
や
ル
ワ
ン
ダ
虐
殺
事
件

な
ど
を
踏
ま
え
、国
際
社
会
に
は
虐
殺
の
恐
れ
が
あ
る
民
間
人
を「
保

護
す
る
責
任
」
が
あ
る
と
す
る
議
論
だ
。

　

実
際
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
リ
ビ
ア
へ
の
軍
事
介
入
に
関
し
三
月

二
八
日
に
国
防
大
学
で
行
っ
た
演
説
の
基
本
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

①
虐
殺
防
止
は
米
国
の
国
益
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
軍
事
介
入
だ
っ

た
、
②
し
か
し
、
軍
事
介
入
は
あ
く
ま
で
単
独
で
は
行
わ
ず
、
国
連

の
授
権
と
国
際
協
調
を
前
提
と
す
る
、
③
軍
事
力
に
よ
る
体
制
転
換

は
し
な
い
、
と
い
う
三
点
に
絞
ら
れ
る
。「
保
護
す
る
責
任
」
と
い

う
理
念
と
、
軍
事
介
入
は
回
避
し
た
い
と
い
う
現
実
の
狭
間
で
、
オ

バ
マ
大
統
領
自
身
が
打
ち
出
し
た
軍
事
力
行
使
に
関
す
る
枠
組
み
で

あ
り
、
き
わ
め
て
限
定
的
と
い
え
る
。

　

第
三
は
バ
ー
レ
ー
ン
や
イ
エ
メ
ン
の
ケ
ー
ス
で
、
力
に
よ
る
デ
モ

鎮
圧
に
は
反
対
し
な
が
ら
も
、
引
き
続
き
現
体
制
を
支
持
す
る
と
い

う
対
応
で
あ
る
。
バ
ー
レ
ー
ン
政
府
が
戒
厳
令
を
出
し
、
治
安
部
隊

が
デ
モ
参
加
者
を
銃
撃
し
た
際
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
報
道
官

は
「
軍
事
的
な
解
決
は
な
い
」
と
懸
念
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
ハ

リ
ー
フ
ァ
家
に
よ
る
支
配
継
続
を
支
持
し
て
い
る
。
イ
エ
メ
ン
に
対

し
て
も
力
に
よ
る
弾
圧
を
批
判
し
な
が
ら
も
、「
体
制
移
行
」
は
口

に
し
て
い
な
い
。
た
だ
四
月
に
な
っ
て
、
オ
バ
マ
政
権
も
サ
ー
レ
ハ

退
陣
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
り
、
Ｇ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
副
大
統
領
へ
の
権

力
移
譲
を
側
面
で
支
援
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
辞
任
し
よ
う
と
し
な

い
サ
ー
レ
ハ
に
明
確
な
圧
力
は
加
え
て
お
ら
ず
、
公
然
と
退
陣
を
求

め
た
第
一
パ
タ
ー
ン
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
違
い
は
何
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
と
第
三
の
パ
タ
ー
ン
で
は
、
い
ず
れ
の
国
も
親
米
か
米
国
の
世

界
戦
略
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
第
一
の
エ
ジ
プ
ト
や

チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
場
合
、
軍
が
中
立
を
宣
言
し
た
こ
と
も
あ
り
、
極
度

の
混
乱
を
回
避
で
き
る
と
の
見
通
し
が
早
め
に
立
っ
た
。
換
言
す
れ

ば
、
二
ヵ
国
と
も
エ
ス
ニ
ッ
ク
対
立
や
外
部
か
ら
の
介
入
の
可
能
性

が
低
く
、
安
定
的
な
移
行
が
期
待
で
き
た
と
い
え
る
。
他
方
、
バ
ー

レ
ー
ン
や
イ
エ
メ
ン
の
場
合
、
宗
派
間
対
立
や
分
離
独
立
運
動
、
イ

ス
ラ
ム
過
激
派
の
活
発
化
、
さ
ら
に
イ
ラ
ン
な
ど
外
部
勢
力
の
影
響

力
拡
大
な
ど
、
強
引
な
体
制
移
行
は
大
混
乱
を
引
き
起
こ
す
危
険
性

が
高
く
、そ
れ
だ
け
に
オ
バ
マ
政
権
の
対
応
は
慎
重
だ
。第
二
の
ケ
ー

ス
で
あ
る
リ
ビ
ア
の
カ
ダ
フ
ィ
政
権
に
対
し
米
国
は
も
と
も
と
同
情

や
支
持
す
べ
き
点
を
何
ら
持
っ
て
お
ら
ず
、「
保
護
す
る
責
任
」
論

が
優
先
さ
れ
た
。
た
だ
、米
国
の
軍
事
介
入
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
、

指
揮
命
令
権
も
す
ぐ
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
に
移
譲
さ

れ
た
。
他
方
、
リ
ビ
ア
の
反
体
制
勢
力
が
ど
こ
ま
で
統
一
さ
れ
て
い
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激動の中東を読み解く

る
か
も
不
明
瞭
だ
。
そ
の
た
め
軍
事
作
戦
開
始
後
も
リ
ビ
ア
情
勢
の

出
口
は
見
え
て
こ
な
い
。

エ
ジ
プ
ト
の
今
後
が
民
主
化
の
試
金
石

　

変
革
の
先
頭
を
切
っ
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
暫
定
政
府
が
三
月
初

め
、
制
憲
議
会
選
挙
を
七
月
二
四
日
に
行
う
と
発
表
し
、
四
月
初
め

に
は
選
挙
準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
す
で
に
秘
密
警
察
は

解
体
さ
れ
、
ベ
ン
ア
リ
体
制
を
支
え
て
き
た
前
与
党
立
憲
民
主
同

盟
（
Ｒ
Ｃ
Ｄ
）
も
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
一
方
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
三
月

一
九
日
に
憲
法
の
一
部
改
正
案
が
国
民
投
票
に
か
け
ら
れ
、
七
七
％

の
支
持
を
得
た
。こ
れ
を
受
け
軍
最
高
評
議
会
は
九
月
に
国
会
選
挙
、

一
一
月
ま
で
に
大
統
領
選
挙
を
行
い
、
新
し
い
体
制
下
で
新
憲
法
が

制
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
新
体
制
へ
の
移
行
、
特
に
民
主
的
な
体
制
へ
の
移
行
は
順

調
に
進
む
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
重
大
な
懸
念
材
料
が
あ
る
。

第
一
は
こ
れ
ま
で
長
期
に
わ
た
り
政
党
活
動
や
言
論
の
自
由
も
な

か
っ
た
両
国
で
、
は
た
し
て
短
期
間
に
選
挙
に
よ
る
代
議
制
政
治
が

機
能
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
懸
念
だ
。
政
治
制
度
改
革
は
一

定
の
ス
ピ
ー
ド
を
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
早
い
と
、
健
全
な

本
格
政
党
が
出
現
す
る
前
に
、
既
存
の
翼
賛
会
的
野
党
か
、
あ
る
い

は
草
の
根
的
な
支
持
基
盤
を
持
っ
て
い
る
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
な
ど
イ

ス
ラ
ム
主
義
組
織
が
優
位
に
立
つ
可
能
性
が
高
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ

が
あ
る
。

　

第
二
の
懸
念
は
第
一
と
通
底
す
る
も
の
で
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「
ナ

ハ
ダ
」
や
エ
ジ
プ
ト
の
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ム
主
義

組
織
が
い
ず
れ
政
治
の
実
権
を
握
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で

あ
る
。
一
連
の
政
治
変
動
を
担
っ
て
い
る
の
は
世
俗
的
な
若
者
の
グ

ル
ー
プ
で
あ
り
、
政
党
活
動
が
本
当
に
自
由
化
さ
れ
れ
ば
、
ム
ス
リ

ム
同
胞
団
な
ど
へ
の
支
持
は
減
少
す
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
ま
た
、

イ
ス
ラ
ム
主
義
組
織
も
実
際
に
政
権
を
握
れ
ば
、
現
実
的
に
な
る
と

の
指
摘
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
な
ど
が
今

後
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
実
際
に
掲
げ
実
行
し
よ
う
と
す
る
か
、
今

の
と
こ
ろ
未
知
数
だ
。
一
番
心
配
さ
れ
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
組

織
が
本
当
に
権
力
を
握
ろ
う
と
し
た
場
合
、
軍
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起

こ
し
弾
圧
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
一
九
九
〇
年
代
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
の
よ
う
に
、
軍
と
地
下
に
潜
っ
た
イ
ス
ラ
ム
主
義
組
織
と

の
間
で
、
血
で
血
を
洗
う
内
戦
が
起
き
る
危
険
す
ら
あ
る
。

　

第
三
は
軍
の
動
向
に
関
す
る
懸
念
だ
。
民
主
化
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
確
立
な
ど
改
革
が
軍
事
部

門
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
不
可
欠
だ
。
し
か
し
、
長
年
に
わ
た
り
治
外

法
権
的
立
場
を
享
受
し
て
き
た
巨
大
利
権
集
団
で
あ
る
軍
部
が
、
外

部
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
透
明
性
、
説
明
責
任
を
簡
単
に
受
け
入
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れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
エ
ジ
プ
ト
国
軍
の
場
合
、
リ
ゾ
ー
ト
経

営
や
家
電
製
品
の
製
造
、
ミ
ネ
ラ
ル
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
ボ
ト
リ
ン
グ

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
を
傘
下
に
抱
え
、
膨
大
な
既
得
権
益
を
得

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
軍
は
改
革
に
激
し
く
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
の
懸
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
掲
げ
る
デ
モ
や
集
会
が
各

地
で
頻
発
し
、
混
乱
や
無
秩
序
状
態
が
続
く
こ
と
だ
。
現
に
チ
ュ
ニ

ジ
ア
で
も
エ
ジ
プ
ト
で
も
、
賃
上
げ
要
求
な
ど
の
デ
モ
が
頻
発
し
て

お
り
、観
光
業
を
中
心
に
経
済
活
動
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。

日
本
も
広
範
な
分
野
で
民
主
化
支
援
を

　

一
連
の
嵐
は
二
〇
年
前
の
東
欧
体
制
の
崩
壊
に
匹
敵
す
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
実
際
、
若
者
の
運
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
つ
な
が
り
や
、

市
民
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
込
め
ら
れ
た
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
リ
ア

ル
タ
イ
ム
の
拡
散
は
、
民
主
化
の
波
は
や
っ
て
こ
な
い
と
さ
れ
て
い

た
ア
ラ
ブ
諸
国
の
各
政
権
を
足
元
か
ら
揺
さ
ぶ
り
つ
つ
あ
る
。

　

現
在
の
変
動
が
中
東
域
内
の
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
や
諸
問
題
へ
波

及
す
る
こ
と
は
必
至
だ
。
Ｇ
Ｃ
Ｃ
は
基
盤
強
化
の
た
め
、
ヨ
ル
ダ
ン

と
モ
ロ
ッ
コ
を
新
た
に
加
え
る
と
い
う
「
拡
大
王
制
同
盟
」
結
成
を

検
討
し
始
め
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
隣
接
す
る
エ
ジ
プ
ト
、ヨ
ル
ダ
ン
、

シ
リ
ア
の
動
向
や
、
イ
ラ
ン
の
出
方
を
強
い
警
戒
心
を
持
っ
て
注
視

し
て
い
る
。
長
年
対
立
を
続
け
て
き
た
パ
レ
ス
チ
ナ
の
フ
ァ
タ
ハ
と

ハ
マ
ス
も
四
月
末
、
暫
定
統
一
政
府
の
樹
立
、
選
挙
実
施
な
ど
に
合

意
し
、
分
裂
状
態
の
修
復
に
乗
り
出
し
た
。
統
一
を
求
め
る
パ
レ
ス

チ
ナ
人
民
衆
の
圧
力
増
大
に
加
え
、
エ
ジ
プ
ト
の
新
政
権
が
ガ
ザ
封

鎖
解
除
を
検
討
す
る
な
ど
ハ
マ
ス
と
の
友
好
的
な
姿
勢
に
転
じ
た
こ

と
、
ハ
マ
ス
が
政
治
局
を
置
く
シ
リ
ア
情
勢
の
混
乱
な
ど
が
背
景
に

あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
一
連
の
動
き
は
、
今
後
の
中
東
和
平
プ
ロ
セ
ス

の
あ
り
様
に
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
。
ま
た
、
シ
リ
ア
や
バ
ー

レ
ー
ン
、
ヒ
ズ
ボ
ラ
、
ハ
マ
ス
な
ど
の
動
向
次
第
で
、
イ
ラ
ン
の
ア

ラ
ブ
世
界
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
変
化
が
生
じ
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
イ
ラ
ン
で
も
現
体
制
に
対
す
る
国
民
の
不
満
は
蓄
積
さ
れ
て
お

り
、
再
び
爆
発
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

問
題
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
治
変
動
の
先
鞭
を
切
っ
た

エ
ジ
プ
ト
や
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
も
、
民
主
化
に
向
け
た
移
行
プ
ロ
セ
ス

が
安
定
的
に
進
む
と
い
う
保
証
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
東

欧
が
比
較
的
安
定
的
に
民
主
化
へ
移
行
で
き
た
大
き
な
要
因
の
一
つ

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
協
力
機

構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
な
ど
の
地
域
機
構
が
重
層
的
に
存
在

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
公
正
な
選
挙
や
司
法
の
制
度
化
、
基
本
的
人

権
の
確
立
や
少
数
民
族
の
権
利
保
障
、
軍
・
治
安
警
察
の
縮
小
や
改

革
、
自
由
な
メ
デ
ィ
ア
の
育
成
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
東
欧
諸
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激動の中東を読み解く

国
の
民
主
化
移
行
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
あ
る
の
は
、
民
主
主
義
体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
共
通
の
安
全

保
障
に
な
る
と
い
う
、
あ
る
べ
き
地
域
秩
序
に
関
す
る
認
識
が
共
有

さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

中
東
に
は
残
念
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
地
域
秩
序
に
関
す
る
共
通
の

認
識
は
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
民
主
的
な
価
値
観
に
基
づ
い
た
「
新

し
い
中
東
」
が
形
成
さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
の
政
治
変
動
は
挫
折
を

経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
日
本
を
含
む
国
際
社
会
も
ま

た
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
重
大
な
不
安
定
要
因
を
抱
え
る
こ
と

に
な
る
。

　

そ
れ
だ
け
に
日
本
を
含
む
国
際
社
会
が
取
り
組
む
緊
急
の
課
題

は
、
政
治
改
革
の
動
き
を
で
き
る
だ
け
多
面
的
に
支
援
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。国
際
社
会
は
こ
れ
ま
で
多
額
の
援
助
を
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
、

中
東
諸
国
に
改
革
を
働
き
か
け
て
き
た
。
し
か
し
、
多
額
の
援
助
が

腐
敗
や
ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム
（
縁
故
主
義
）
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
を
生
み
出

し
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
必
要
な
こ
と
は
、
分
野
に
応

じ
た
き
め
細
か
な
民
主
化
支
援
で
あ
る
。
特
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
エ
ジ

プ
ト
に
対
し
て
は
早
い
段
階
か
ら
、
選
挙
監
視
団
の
派
遣
と
い
っ
た

選
挙
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
や
司
法
、
教
育
、
メ
デ
ィ
ア
、
軍
・

治
安
機
関
な
ど
広
範
な
部
門
の
改
革
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
幸

い
両
国
で
体
制
転
換
の
原
動
力
と
な
っ
た
若
者
た
ち
は
、
柔
軟
な
思

考
と
積
極
性
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
を
含
む
国
際
社
会
は
政
府
だ
け

で
な
く
、
こ
れ
ら
若
者
た
ち
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
尊
重
し
た
改
革

支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　

日
本
の
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
は
一
九
九
七
年
を
ピ
ー
ク
に

半
減
し
て
い
る
。
今
回
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
さ
ら

に
削
減
さ
れ
る
方
向
だ
。
日
本
の
援
助
の
中
心
は
巨
大
な
物
造
り
か

ら
汗
を
か
く
支
援
へ
と
切
り
換
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に

必
要
な
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
減
少
し
た
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
い
か
に
有
効
活
用

す
る
か
だ
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
民
主
化
移
行
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
支

援
を
き
め
細
か
く
計
画
・
実
施
す
る
こ
と
は
、
安
定
的
な
「
新
し
い

中
東
」
を
つ
く
る
こ
と
へ
の
重
要
な
貢
献
で
あ
り
、
か
つ
限
ら
れ
た

Ｏ
Ｄ
Ａ
の
有
効
活
用
方
法
を
生
み
出
す
よ
い
機
会
で
あ
る
。
■

立山良司
たてやま　りょうじ
1947 年生まれ。早稲田大学
政治経済学部卒業。在イス
ラエル日本大使館専門調査
員、国連パレスチナ難民救
済事業機関（ＵＮＲＷＡ）職
員、中東経済研究所研究主
幹などを経て、97年より現職。
著書に『世界宗教地図』『揺
れるユダヤ人国家』など多数。
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1971 年よりハーフィズ・アサド、2000 年より次男バッシャール・アサドが大統領
の「世襲共和制」。アサド家を中心とする少数派アラウィー派（全人口の約 15％）の
支配で、長年「ムスリム同胞団」などスンニー派の反発がある。

ハーシム家の王制。2000 年にアブドッラー現国王が即位。人口の半分以上はパレス
チナ難民を含むパレスチナ系で、パレスチナ問題の動向にきわめて敏感。

2003年のサダム・フセイン体制崩壊後、2006年には新憲法に基づく新政権が発足。
2010年3月、第2回国会選挙が行われたが、連立工作に手間取り、同年12月やっ
と第２次マーリキー政権が発足した。アラブ人とクルド人、シーア派とスンニー派、
宗教と世俗、地域間など多くの対立要因を抱えている。

スンニー派ハリーファ家の支配（首長制だったが、2002年より王制）。人口の6～7割
がシーア派で、政治的、経済的に差別されており、これまでも繰り返しシーア派による
政治改革運動や暴力事件が起きている。石油はあまり出ない。米第5艦隊基地がある。

サウド家がイスラム教でも厳格なワッハーブ派（スンニー派の一部）に基づき支配。
1990 年代よりたびたび政治改革を求める動きがあるが、ほとんど実現していない。
人口の約 10％がシーア派で、東部産油地帯に集中。アブドッラー国王、スルタン皇太
子ともに高齢で健康不安との見方。

カブース現国王が1970年より支配。90年代に諮問評議会が設置されたが、立法権
はない。イバーディー派が多数。

1990年に北部と南部が統一。1978年以来北大統領だったサーレハがそのまま現在
まで大統領に。南部の分離運動、北部シーア派の武力抗争、「アラビア半島のアル・カー
イダ（AQAP）」が南部に国際テロ活動の拠点を作るなど、統治力はきわめて弱い。

1952年に王制から共和制に移行。１９７９年にはアラブの国として初めてイスラエ
ルと平和条約を締結した。１８９１年、サダト大統領暗殺を受け、ムバラクが大統領
に就任。今年2月11日にムバラクが退陣し、軍最高評議会が全権を掌握。

1969年カダフィが王制を倒し権力掌握。その後「革命の指導者」を名乗り、人民直
接民主制を確立したとしてきたが、事実上は独裁。東部キレナイカ、西部トリポリタニア、
南部フェザーンの連合体であり、部族間の対立を含め分離的傾向が強い。

1987年、ベンアリが事実上のクーデターで政権を掌握。2011年1月、「ジャスミ
ン革命」でベンアリが政権を追われ、サウジアラビアに亡命。

1990年に政治自由化の流れを受けイスラム救国戦線（FIS)が政権を握りそうになり
軍がクーデター。90年代はイスラム主義組織と軍との激しい内戦となった。1999
年大統領に就任したブーテフリカが国民和解などを推進し、情勢は沈静化したが、憲
法の3選禁止規定を撤廃し2009年に３選。

現国王ムハンマド６世は1999年に即位。憲法上、国王は元首であり宗教上の権威で
あり、絶対的な権力を保有しているため政治改革は以前から課題。イスラム過激組織
によるテロ事件も起きている。

1994年から自治を開始。2006年の自治政府立法評議会選挙でハマスが圧勝。07
年以降、ヨルダン川西岸を支配するファタハ主体のパレスチナ自治政府と、ガザ地区
を支配するハマスに分裂。ガザ封鎖は継続。

付表・政治変動の嵐に見舞われているアラブ諸国の動向 
各国の体制の特徴など　　国名　　 抗議行動や反政府デモと政府の対応など

シリア

ヨルダン

イラク

バーレーン

サウジアラビア

オマーン

イエメン

エジプト

リビア

チュニジア

アルジェリア

モロッコ

パレスチナ

3月中旬より南部ダラアで反政府デモが始まり、各地に拡大。アサド大統領は4月20日に緊急事態法と治安裁
判所を撤廃、さらに首相更迭や政治改革を約束。その一方で、軍や治安部隊による弾圧を強化し、1000 人近く
が死亡。政府は5月に国民対話を呼びかけたが沈静化していない。米国とEUは独自制裁を発動。

2 月頃より、政治や経済改革を求めるデモ。アブドッラー国王は首相を更迭、ムスリム同胞団や同胞団系政党
との対話を開始。また、政党法、さらに憲法の見直しなど政治改革を約束。王制自体への反対はないが、ヨル
ダン系国民とパレスチナ系国民の対立の側面も。

2 月頃よりバグダッドなど各地で、失業や腐敗、政治改革などを求めるデモが多発。電力や水道水供給など基
本的行政サービスの改善要求もある。アムネスティ・インターナショナルは 4 月、治安部隊の力による鎮圧策
を批判する報告書を発表。米軍は2011年末までに完全撤退の予定だが、依然としてテロなど不安定な状態が
続いている。

シーア派住民を中心に政治改革を求める激しいデモや集会が続き、当初宥和的だった政府は力の政策に転換。
3月中旬に３ヵ月間の戒厳令を発令し、多数を逮捕。さらにサウジアラビアなどがGCC同盟軍である「半島の楯」
軍として部隊をバハレーンに派遣。これに対しイランが反発。

フェースブック上の組織が 2 月中旬、公選制の諮問評議会設置、国王と首相職の分離、司法の完全独立などの
改革を求める建白書をインターネット上に公開。油田地帯の東部海岸地帯に住むシーア派が政治的・宗教的権
利確保や生活改善などを掲げデモ。アブドッラー国王は公務員の 2ヵ月分の給与の現金支給など 5000 億サ
ウジ・リアル（約11兆3000億円）に上る特別支出を決定。

雇用や政治参加を求めるデモ。カブース国王は内閣改造、諮問評議会への立法権の一部委譲、公務員給与引き
上げなどの融和策。しかし依然としてデモなどが継続。

1 月末よりサーレハ大統領の退陣を求めるデモが首都サナアなどで頻発、治安部隊との衝突でこれまでに相当
数の死者。混乱の拡大を懸念した GCC が仲介し、4 月末にはサーレハが退陣し副大統領へ政権を移譲する与
野党合意が成立。しかし、サーレハは署名を拒否し、仲介工作は行き詰まっている。

3 月１９日の国民投票で、大統領の３選禁止、判事による投票監視などを盛り込んだ憲法改正案を承認。軍最
高評議会は９月に国会選挙、１１月までに大統領選挙を実施するとの政治日程を発表。その後も賃上げ要求な
ど多くのデモが頻発。4月中旬、暫定政権はムバラクやその息子などを逮捕。

2 月中旬より、反政府行動が活発化、治安部隊などによる武力行使で多数の死者や難民が発生。3 月 17 日、
国連安保理が民間人の保護や飛行禁止空域設置を定めた決議を採択。3 月 19 日、米英仏などの多国籍軍が同
決議に基づき、政府軍への攻撃などを開始。反政府側の統一が取れてないことなどから、状況は混沌としている。

国会副議長が暫定大統領に就任。3月に秘密警察、さらに前体制の権力基盤だった前与党RCD（立憲民主同盟）
を解散した。また7月24日に制憲議会選挙を実施する予定で、４月初めそのための準備委員会が設置された。

２月から首都アルジェなどで失業や物価高に抗議するデモが行われている。これに対し政府は農業支援策など
を発表。しかし全体として政府批判運動は盛り上がりに欠け、19９０年代の内戦が多数の犠牲者を出したこと
の苦い思い出が国民の間でいまだに根強いとの指摘もある。

２月以降、政治改革や失業対策、腐敗是正を求めるデモ。国王は３月、権力の分割、司法の独立性強化などを
含む憲法見直しのための委員会設置を約束。４月に腐敗取締法案を作成。また政治犯釈放などの宥和策をとっ
ている。4月末、マラケシュでイスラム過激派の犯行とみられる爆弾テロ事件が発生した。

２月以降、ファタハとハマスの和解と統一を求める民衆運動が拡大し、両派は 3 月末から和解協議を開始。4
月末、暫定統一内閣をつくり、1 年以内に大統領選挙など実施することで合意したが、治安部隊の指揮権問題
などでどこまで履行されるか不透明。イスラエルは合意に強く反発している。

各種報道などをもとに筆者が作成。このほかアラブ首長国連邦（UAE）でも3月、知識人らが政治改革を求める建白書を提出。  
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1971 年よりハーフィズ・アサド、2000 年より次男バッシャール・アサドが大統領
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2010年3月、第2回国会選挙が行われたが、連立工作に手間取り、同年12月やっ
と第２次マーリキー政権が発足した。アラブ人とクルド人、シーア派とスンニー派、
宗教と世俗、地域間など多くの対立要因を抱えている。

スンニー派ハリーファ家の支配（首長制だったが、2002年より王制）。人口の6～7割
がシーア派で、政治的、経済的に差別されており、これまでも繰り返しシーア派による
政治改革運動や暴力事件が起きている。石油はあまり出ない。米第5艦隊基地がある。

サウド家がイスラム教でも厳格なワッハーブ派（スンニー派の一部）に基づき支配。
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カブース現国王が1970年より支配。90年代に諮問評議会が設置されたが、立法権
はない。イバーディー派が多数。

1990年に北部と南部が統一。1978年以来北大統領だったサーレハがそのまま現在
まで大統領に。南部の分離運動、北部シーア派の武力抗争、「アラビア半島のアル・カー
イダ（AQAP）」が南部に国際テロ活動の拠点を作るなど、統治力はきわめて弱い。

1952年に王制から共和制に移行。１９７９年にはアラブの国として初めてイスラエ
ルと平和条約を締結した。１８９１年、サダト大統領暗殺を受け、ムバラクが大統領
に就任。今年2月11日にムバラクが退陣し、軍最高評議会が全権を掌握。

1969年カダフィが王制を倒し権力掌握。その後「革命の指導者」を名乗り、人民直
接民主制を確立したとしてきたが、事実上は独裁。東部キレナイカ、西部トリポリタニア、
南部フェザーンの連合体であり、部族間の対立を含め分離的傾向が強い。

1987年、ベンアリが事実上のクーデターで政権を掌握。2011年1月、「ジャスミ
ン革命」でベンアリが政権を追われ、サウジアラビアに亡命。

1990年に政治自由化の流れを受けイスラム救国戦線（FIS)が政権を握りそうになり
軍がクーデター。90年代はイスラム主義組織と軍との激しい内戦となった。1999
年大統領に就任したブーテフリカが国民和解などを推進し、情勢は沈静化したが、憲
法の3選禁止規定を撤廃し2009年に３選。

現国王ムハンマド６世は1999年に即位。憲法上、国王は元首であり宗教上の権威で
あり、絶対的な権力を保有しているため政治改革は以前から課題。イスラム過激組織
によるテロ事件も起きている。

1994年から自治を開始。2006年の自治政府立法評議会選挙でハマスが圧勝。07
年以降、ヨルダン川西岸を支配するファタハ主体のパレスチナ自治政府と、ガザ地区
を支配するハマスに分裂。ガザ封鎖は継続。
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