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ア
ラ
ブ
世
界
の
政
治
変
動
は
続
く
。
日

本
で
は
十
分
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
だ

け
れ
ど
も
、
イ
エ
メ
ン
の
状
況
が
今
、
最

も
気
に
な
っ
て
い
る
。
大
規
模
デ
モ
の
発

生
を
受
け
て
、
サ
ー
レ
ハ
政
権
が
し
っ
か

り
統
制
し
て
い
た
は
ず
の
軍
の
支
持
が
ぐ

ら
つ
い
た
。
一
方
、
競
わ
せ
て
無
力
化
し

て
い
た
は
ず
の
部
族
や
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

勢
力
や
市
民
社
会
団
体
が
ま
と
ま
っ
て
、

退
陣
要
求
を
突
き
付
け
て
揺
る
が
な
い
。

サ
ー
レ
ハ
大
統
領
が
負
傷
し
て
隣
国
サ
ウ

ジ
に
治
療
を
名
目
に
移
る
と
い
っ
た
突
発

的
な
要
素
も
含
ん
だ
流
動
的
な
展
開
だ
が
、

イ
エ
メ
ン
の
社
会
と
政
治
体
制
の
構
造
的

な
前
提
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

政
治
変
動
の
三
類
型

　

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
リ
ビ
ア
に
向
か
い
が
ち
だ
。

そ
れ
も
や
む
を
得
な
い
。
カ
ダ
フ
ィ
と
そ

の
一
家
と
い
う
奇
矯
な
独
裁
者
が
出
て
き

て
、
派
手
な
言
動
を
繰
り
広
げ
る
。
莫
大

な
石
油
利
権
が
絡
み
、
特
に
西
欧
諸
国
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
い

る
。
安
保
理
決
議
一
九
七
三
の
採
択
と
、

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
空
爆
と
い
っ
た
舞
台
設
定

や
道
具
立
て
も
派
手
で
あ
る
。
事
態
の
収

拾
に
向
け
て
の
、
ス
パ
イ
小
説
そ
の
も
の

の
水
面
下
で
の
駆
け
引
き
も
入
り
乱
れ
て

い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
や
が
て
は
表
面

化
す
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
ア
ラ
ブ
諸
国
の
政
治
体
制
の
変

容
の
事
例
と
し
て
は
、
リ
ビ
ア
は
突
出
し

た
例
外
で
あ
り
、
そ
の
帰
趨
が
他
の
国
に

直
接
に
影
響
が
及
ぶ
と
は
言
い
難
い
。
権
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力
の
集
中
と
恣
意
的
な
行
使
の
度
合
い
に
し

て
も
、
抑
圧
の
程
度
に
し
て
も
、
カ
ダ
フ
ィ

政
権
は
ア
ラ
ブ
諸
国
の
内
側
で
さ
え
も
、
異

常
な
例
外
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ

て
、
リ
ビ
ア
で
の
事
態
の
展
開
が
そ
の
ま
ま

直
接
他
国
に
影
響
、
波
及
す
る
と
は
考
え
に

く
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
湾
岸
協
力
理

事
会
（
Ｇ
Ｃ
Ｃ
）
や
ア
ラ
ブ
連
盟
に
集
う
各

国
の
政
権
は
、
早
期
に
「
カ
ダ
フ
ィ
政
権
切

り
捨
て
」
に
走
り
、
安
保
理
と
欧
米
諸
国

に
「
処
分
」
を
委
ね
、
自
ら
は
あ
た
か
も
問

題
の
埒
外
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
の
で
あ

る
。

　

ア
ラ
ブ
諸
国
の
政
治
変
動
が
ど
の
よ
う
な

政
治
体
制
の
設
立
に
よ
っ
て
安
定
化
し
て
い

く
か
（
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
）
を
見
て
い

く
に
は
、
当
面
は
イ
エ
メ
ン
の
事
例
が
重
要

で
あ
る
（
時
間
的
な
順
序
と
し
て
は
、「
そ

の
次
」
に
シ
リ
ア
の
体
制
変
革
の
帰
趨
が
ア

ラ
ブ
地
域
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
く
る
と
筆
者
は
見
て
い
る
）。

　
「
大
規
模
デ
モ
」
に
よ
っ
て
押
し
並
べ
て

ア
ラ
ブ
諸
国
の
政
権
が
揺
ら
ぐ
中
で
、
各
国

の
展
開
は
概
ね
三
つ
の
類
型
に
分
か
れ
て
き

て
い
る
。
第
一
は
、
エ
ジ
プ
ト
と
チ
ュ
ニ
ジ

ア
の
よ
う
な
「
移
行
期
」
に
と
り
あ
え
ず
は

入
れ
た
類
型
で
あ
る
。
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に

旧
政
権
が
崩
壊
し
、
移
行
期
の
暫
定
的
な
統

治
の
体
制
が
（
異
論
や
混
乱
は
あ
れ
ど
も
）

何
は
と
も
あ
れ
設
立
さ
れ
、
恒
久
的
な
新
体

制
の
模
索
が
、
暫
定
的
で
は
あ
る
が
公
式
的

な
制
度
の
枠
内
で
進
む
。
第
二
に
、
リ
ビ
ア

や
シ
リ
ア
の
よ
う
な
政
権
が
国
民
に
剥
き
出

し
の
軍
事
力
を
行
使
し
て
、
正
統
性
を
失
い

な
が
ら
立
て
籠
も
る
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
国
で
は
、
コ
ワ
モ
テ
の
「
抑
圧
度
」
の
面

で
は
強
烈
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
が
社

会
に
根
を
張
り
支
持
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

極
端
に
「
弱
い
」
実
態
を
曝
け
出
し
た
。
第

三
に
、
Ｇ
Ｃ
Ｃ
諸
国
を
中
心
に
、
ヨ
ル
ダ
ン

や
モ
ロ
ッ
コ
も
加
え
た
君
主
制
諸
国
で
あ
る
。

Ｇ
Ｃ
Ｃ
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
中
心
に
し
て
、

ほ
こ
ろ
び
か
け
た
バ
ー
レ
ー
ン
の
体
制
を
軍

事
介
入
や
資
金
注
入
で
支
え
、
シ
ー
ア
派
と

イ
ラ
ン
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
仕
立
て
て
、

国
民
の
分
断
と
多
数
派
の
支
持
取
り
付
け
を

図
る
。
ば
ら
ま
き
と
抑
圧
を
強
め
つ
つ
、「
改

革
」
を
も
っ
て
体
制
の
動
揺
を
未
然
に
防
ご

う
と
試
み
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
類
型
に
属
す
国
も
、
現
状
が
固

定
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、
異
な
る
類

型
に
転
化
し
て
い
く
可
能
性
は
大
い
に
あ

る
。
そ
の
際
に
、
ど
こ
か
一
つ
の
国
で
の
展

開
の
事
例
が
、
他
の
国
に
（
多
分
に
異
な
っ

た
形
で
）
影
響
を
及
ぼ
す
相
互
作
用
が
働
い

て
い
く
。

ギ
リ
ギ
リ
で
秩
序
を
保
つ

イ
エ
メ
ン
の
権
力
構
造

　

イ
エ
メ
ン
の
事
例
の
展
開
は
そ
の
意
味

で
、
ア
ラ
ブ
世
界
全
体
の
方
向
性
を
定
め
る

重
要
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。
イ
エ
メ
ン
で
サ
ー

レ
ハ
政
権
へ
の
抗
議
運
動
が
大
規
模
化
す
る

過
程
で
は
、
リ
ビ
ア
以
上
に
「
内
戦
」
的
状
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況
に
陥
る
こ
と
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。
部
族

に
よ
る
国
民
社
会
の
分
断
が
深
く
、
武
器
が

拡
散
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
条
件
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
デ
モ
に
よ
る
政
府
機
能
の
マ

ヒ
が
続
き
、
散
発
的
に
流
血
の
惨
事
が
生
じ

る
中
で
も
、
全
面
的
な
内
戦
に
は
陥
っ
て
い

な
い
。
な
ぜ
な
の
か
。

　

イ
エ
メ
ン
は
「
破
綻
国
家
」
と
な
る
こ
と

が
普
段
か
ら
危
惧
さ
れ
て
き
た
。
中
央
政
府

が
地
方
を
必
ず
し
も
掌
握
し
き
れ
ず
、
ア
ル

＝
カ
ー
イ
ダ
に
呼
応
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

過
激
派
の
温
床
に
な
る
危
険
性
、
国
家
中
枢

事
態
が
過
激
派
に
占
拠
さ
れ
る
事
態
が
さ
さ

や
か
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
サ
ー
レ
ハ
政
権
の
強

権
支
配
が
や
む
を
得
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
サ
ー
レ
ハ
政
権
が
揺
ら
い
で
も
、
イ

ス
ラ
ー
ム
過
激
派
の
勢
力
が
急
激
に
伸
長
し

て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
南
部
ア
ビ
ヤ

ン
州
の
州
都
ジ
ン
ジ
バ
ル
で
ア
ル
＝
カ
ー
イ

ダ
系
の
組
織
と
治
安
部
隊
が
衝
突
す
る
な
ど

の
事
例
は
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
武

装
集
団
の
規
模
が
数
十
人
と
小
さ
い
。
そ
れ

は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

イ
エ
メ
ン
は
確
か
に
国
民
統
合
に
難
が
あ

る
、
貧
困
層
の
多
い
、
武
器
も
拡
散
し
た
社
会

な
の
だ
が
、
長
期
間
の
デ
モ
と
政
権
の
対
峙
の

過
程
で
見
え
て
き
た
の
は
、
そ
れ
で
も
秩
序
の

崩
壊
を
避
け
る
自
生
的
秩
序
が
あ
り
、
中
間
層

に
意
外
に
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
知
識
人
の
水
準

も
決
し
て
低
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

イ
エ
メ
ン
「
で
さ
え
も
」、
難
航
し
な
が
ら
も
、

エ
ジ
プ
ト
や
チ
ュ
ニ
ジ
ア
程
度
の
移
行
期
プ
ロ

セ
ス
に
持
ち
込
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
諸

国
の
政
治
変
動
の
基
本
的
な
方
向
性
が
見
え

て
く
る
。

　
「
破
綻
国
家
」「
ア
ル
＝
カ
ー
イ
ダ
の
跋
扈
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
が
ち
な
イ
エ
メ

ン
像
を
刷
新
し
て
く
れ
る
の
が
、サ
ラ
・
フ
ィ

リ
ッ
プ
ス
『
イ
エ
メ
ン
の
民
主
主
義
の
試
み

─
─
地
域
的
視
野
か
ら
─
─
パ
ト
ロ
ン
関
係

と
多
元
的
な
権
威
主
義
』
で
あ
る
。
著
者
は

一
九
七
七
年
生
ま
れ
で
、
現
在
は
シ
ド
ニ
ー
大

学
の
講
師
。
本
書
は
二
〇
〇
八
年
に
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
で
あ

る
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
噛

み
砕
い
た
筆
致
で
読
み
や
す
い
。
こ
の
本
は
、

基
本
的
に
は
サ
ー
レ
ハ
政
権
の
安
定
性
・
強
靭

さ
を
説
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、

こ
こ
一
〇
年
程
の
英
語
圏
の
中
東
政
治
研
究
に

支
配
的
な
「
権
威
主
義
体
制
の
強
靭
さ
」
に
重

点
を
お
く
研
究
の
一
部
な
の
だ
が
、
し
か
し
見

せ
か
け
の
安
定
の
下
に
潜
む
脆
弱
さ
も
見
逃

し
て
い
な
い
。

　

本
書
の
核
に
な
る
要
素
は
、
ま
ず
第
一
に

比
較
政
治
学
の
理
論
的
枠
組
み
で
あ
り
、
一

定
の
政
治
的
自
由
化
（
多
元
化
）
が
、
権
威

主
義
体
制
の
崩
壊
や
民
主
化
で
は
な
く
、
む

し
ろ
体
制
の
強
化
に
つ
な
が
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
、
ア
ラ
ブ
諸
国
や
他
地
域
の
事
例
と
横
断

的
に
見
て
ゆ
く
視
点
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
上

で
第
二
に
、
サ
ー
レ
ハ
政
権
が
依
拠
す
る
諸

機
構
と
運
用
の
パ
タ
ー
ン
が
解
明
さ
れ
る
。

軍
や
治
安
組
織
の
剥
き
出
し
の
強
制
力
や
恐
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怖
に
よ
る
威
嚇
だ
け
で
な
く
、
ペ
ル
シ
ア
湾

岸
の
産
油
国
に
比
べ
れ
ば
圧
倒
的
に
小
規
模

で
は
あ
る
も
の
の
、
イ
エ
メ
ン
の
国
家
財
政

の
大
部
分
を
占
め
る
石
油
収
入
に
よ
っ
て
パ

ト
ロ
ネ
ー
ジ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て

政
権
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
る
。
そ
し
て
議

会
を
統
制
し
て
、
民
主
化
を
回
避
し
、
権
威

主
義
体
制
の
維
持
に
つ
な
げ
る
制
度
設
計
と

戦
術
が
示
さ
れ
る
。
第
三
に
、
主
要
な
社
会

の
勢
力
、す
な
わ
ち（
一
）部
族
と
そ
の
連
合
、

（
二
）
市
民
社
会
団
体
・
野
党
な
ど
の
非
国

家
主
体
、（
三
）
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
と
、

政
権
と
の
関
係
が
分
析
さ
れ
る
。

対
話
の
伝
統
が
政
権
移
行
の
受
け
皿
に

　

二
〇
一
一
年
に
生
じ
て
い
る
現
象
は
、

従
来
の
研
究
が
注
目
し
て
き
た
こ
れ
ら
既
存

の
「
公
認
」
さ
れ
た
政
治
空
間
の
外
側
か
ら
、

情
報
空
間
の
変
容
の
中
で
異
な
る
政
治
意
識

を
持
っ
た
若
者
た
ち
が
、
短
時
間
で
集
団
化

し
て
現
れ
、
政
治
シ
ス
テ
ム
を
外
か
ら
揺
さ

ぶ
っ
た
と
こ
ろ
に
発
生
し
て
い
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は

今
現
在
生
じ
て
い
る
出
来
事
そ
の
も
の
を

と
ら
え
切
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し

か
し
、
沸
き
起
こ
っ
た
「
大
規
模
デ
モ
」
の

圧
力
に
対
し
て
、
各
国
の
政
治
エ
リ
ー
ト

が
ど
う
反
応
し
、
支
配
連
合
を
組
み
か
え

て
い
く
か
、
そ
れ
が
各
国
の
移
行
期
の
最

重
要
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
い
く
に

は
、「
二
〇
一
一
」
の
激
動
が
始
ま
る
寸
前

段
階
で
の
、「
最
新
の
動
向
を
押
さ
え
た
研

究
」
だ
っ
た
本
書
は
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

　

イ
エ
メ
ン
の
安
定
化
の
鍵
は
、
こ
れ
ま

で
体
制
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
北
部
の

部
族
勢
力
や
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
が
体

制
外
に
出
て
、
南
部
を
地
盤
と
す
る
左
派

リ
ベ
ラ
ル
系
野
党
の
イ
エ
メ
ン
社
会
主
義

党
な
ど
と
合
流
し
、
さ
ら
に
北
部
や
南
部

の
分
離
主
義
勢
力
を
も
つ
な
ぎ
と
め
、
国

家
の
統
一
を
保
っ
た
ま
ま
政
権
移
行
の
受

け
皿
と
な
れ
る
か
だ
ろ
う
。

　

こ
の
受
け
皿
の
中
核
と
な
る
部
分
は
、

二
〇
〇
二
年
に
結
成
さ
れ
た
「
諸
党
合
同

会
議
（Joint M

eeting Parties

）」
で
、

そ
の
淵
源
は
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
幾
度

も
試
み
ら
れ
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ハ
（
改

革
）
党
と
、
南
部
の
左
派
リ
ベ
ラ
ル
勢
力

の
イ
エ
メ
ン
社
会
党
（
Ｙ
Ｓ
Ｐ
）
の
対

話
の
試
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
理
念
的

相
違
や
、
地
域
間
対
立
に
よ
る
遺
恨
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
部
族
と
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

勢
力
の
連
合
体
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ハ
党
と

リ
ベ
ラ
ル
左
派
が
大
連
立
を
組
ん
で
サ
ー

レ
ハ
政
権
と
の
対
峙
す
る
諸
党
合
同
会
議

の
動
き
は
、
政
権
の
分
断
策
で
何
度
も
頓

挫
し
つ
つ
も
命
脈
を
保
っ
て
き
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
本
書
に
加
え
、M

ichaelle 
L. B

row
ers, Political Ideology in 

the A
rab W

orld: A
ccom

odation 
and T

ransform
ation  (C

am
bridge: 

Cam
bridge U

niversity Press, 2009)

の
第
五
章
に
詳
し
い
。
■


