
●
は
じ
め
に

　
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
発
端
と
な
っ
た

チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月

二
三
日
、
ベ
ン
・
ア
リ
ー
政
権
崩
壊
後

初
め
て
と
な
る
制
憲
議
会
選
挙
が
無
事

に
大
き
な
混
乱
も
な
く
実
施
さ
れ
た
。

　

当
初
、
七
月
二
四
日
の
予
定
日
か
ら

の
延
期
や
有
権
者
登
録
が
五
五
％
に
留

ま
る
な
ど
、
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
か

と
の
心
配
も
あ
っ
た
が
⑴

、
二
一
七
議

席
に
対
し
て
七
六
政
党
が
約
一
万
人
の

候
補
者
を
擁
立
し
⑵

、投
票
率
約
九
〇
％

と
い
う
成
功
裏
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

　

こ
の
選
挙
は
拘
束
名
簿
方
式
の
比
例

代
表
制
で
行
わ
れ
、
選
挙
法
に
よ
っ
て

そ
の
候
補
者
名
簿
は
男
女
交
互
の
順
で

作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
の
男
女
交

互
で
の
候
補
者
名
簿
作
成
と
い
う
点
は

世
界
で
も
ほ
ぼ
初
の
試
み
と
さ
れ
、
政

治
参
加
の
男
女
平
等
と
い
う
意
味
で
は

チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
そ
の
先
駆
的
な
モ
デ
ル

を
示
す
こ
と
と
も
な
っ
た
。

　

選
挙
の
結
果
は
予
想
通
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
政
党
の
ナ
フ
ダ
党
が
四
一
・
四

七
％
の
票
を
獲
得
し
て
第
一
党
と
な
っ

た
が
⑶

、
単
独
過
半
数
に
は
至
ら
ず
、

複
数
政
党
の
連
立
で
の
憲
法
制
定
作
業

に
取
り
か
か
る
こ
と
と
な
る
。
ナ
フ
ダ

党
の
今
後
の
動
静
に
つ
い
て
は
国
内
外

か
ら
懸
念
の
声
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
ト
ッ
プ
ラ
ン

ナ
ー
と
し
て
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
が
ま
ず
は

こ
の
選
挙
を
無
事
に
終
え
、
民
主
化
と

本
格
的
な
新
政
権
樹
立
に
向
け
て
第
一

歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。

　

チ
ュ
ニ
ジ
ア
革
命
に
続
き
、
同
様
に

政
権
崩
壊
へ
と
至
っ
た
エ
ジ
プ
ト
や
リ

ビ
ア
、
ま
た
そ
の
対
立
抗
争
が
未
だ
に

続
く
シ
リ
ア
や
イ
エ
メ
ン
な
ど
の
状
況

を
見
る
な
ら
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
の
民

主
化
へ
の
移
行
過
程
は
そ
の
独
裁
政
権

崩
壊
に
し
て
も
今
回
の
制
憲
議
会
選
挙

に
つ
い
て
も
比
較
的
容
易
に
ま
た
順
調

に
進
ん
で
い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
だ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
国
家
政
府
レ
ベ

ル
で
の
民
主
化
に
向
け
た
政
治
的
移
行

過
程
と
は
別
に
、
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
テ

ク
ス
ト
か
ら
政
権
崩
壊
後
の
社
会
情
勢

を
観
て
み
る
な
ら
ば
、
治
安
の
悪
化
や

ま
た
旧
政
権
時
代
に
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
よ
う
な
新
た
な
対
立
抗
争
や
衝
突
な

ど
も
噴
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ベ
ン
・
ア
リ
ー
政
権
時
代

の
汚
職
や
不
正
蓄
財
、
ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム

や
厳
し
い
情
報
統
制
な
ど
に
抗
議
し
、

公
正
や
自
由
、
人
権
や
人
間
の
尊
厳
を

求
め
て
立
ち
上
が
り
旧
政
権
を
崩
壊
さ

せ
た
と
同
じ
論
理
の
延
長
上
で
、
今
や

ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
さ
ま

ざ
ま
な
異
議
申
し
立
て
が
起
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
筆
者
は
二
〇
一
一
年
の
夏

八
月
〜
九
月
に
現
地
に
赴
き
、
実
際
に

革
命
後
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
を
歩
き
回
り
、

地
元
紙
を
読
み
、
ま
た
多
く
の
人
々
か

ら
話
を
聞
く
な
か
で
、
民
主
化
に
向
け

た
そ
の
「
革
命
」
は
ま
だ
ま
だ
進
行
中
・

続
行
中
で
あ
る
と
の
感
を
強
く
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

で
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
お
け
る
民
主

化
過
程
を
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
・

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
捉
え
て
み
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
国

家
政
府
レ
ベ
ル
の
民
主
化
へ
の
政
治
移

行
過
程
の
一
方
で
、
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ

ル
で
起
き
て
い
る
動
向
に
注
目
し
、
主

に
二
〇
一
一
年
夏
期
に
実
施
し
た
現
地

調
査
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

●�

ベ
ン
・
ア
リ
ー
政
権
時
代
の

　
3
Ｆ
政
治

　

ベ
ン
・
ア
リ
ー
政
権
の
崩
壊
後
、
元

大
統
領
一
族
お
よ
び
そ
の
夫
人
の
ト
ラ

ベ
ル
シ
ー
一
族
に
よ
る
公
金
横
領
、
不

正
蓄
財
、
人
権
抑
圧
さ
ら
に
は
麻
薬
取

引
や
旅
券
偽
造
に
至
る
ま
で
、
数
々
の

政
権
の
闇
の
実
態
が
新
聞
・
テ
レ
ビ
さ

ら
に
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・
ウ
ィ
キ
リ
ー
ク

ス
な
ど
に
よ
っ
て
明
る
み
に
さ
れ
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
⑷

。
国
民
の
多
く
は

そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
い
か
に
政
府
に

よ
る
一
方
的
な
情
報
統
制
下
で
暮
ら
し

て
き
た
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と

も
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
国
民
を

チュニ
ジ
ア
の
民
主
化
過
程
の
現
状

―
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
考
察

鷹
木
恵
子

「アラブの春」と
中東政治の構造変容

「アラブの春」と
中東政治の構造変容
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ま
さ
に
愚
弄
し
続
け
た
ベ
ン
・
ア
リ
ー

政
権
時
代
の
政
治
は
、
今
や
「
3
Ｆ
政

治
」
と
一
般
的
に
称
さ
れ
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
3
Ｆ
と
は
、

Fem
m

e
（
女
性
）、Foot

（
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
）、Fête
（
祝
祭
・
祝
宴
）
の
頭
文
字

を
取
っ
た
も
の
で
、
国
民
の
関
心
を
政

治
か
ら
外
ら
す
た
め
に
、「
恋
愛
」
や

国
民
的
ス
ポ
ー
ツ
の「
サ
ッ
カ
ー
」に
熱

狂
さ
せ
、
ま
た「
祭
り
」を
催
し
て
歌
い

踊
ら
せ
て
お
く
と
い
う
政
治
で
あ
る
。

　

ベ
ン
・
ア
リ
ー
時
代
に
は
反
政
府
的

言
動
を
と
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し

た
人
物
を
監
視
し
通
報
す
る
秘
密
警
察

に
加
え
、
全
国
の
末
端
行
政
組
織
に
ま

で
そ
う
し
た
人
員
を
配
置
し
、
そ
の
通

報
網
を
張
り
巡
ら
せ
て
い
た
事
実
も
、

革
命
後
の
情
報
公
開
過
程
で
白
日
の
下

へ
と
晒
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
全
国
的
に
旧
体
制
側
の

人
々
や
旧
与
党
Ｒ
Ｃ
Ｄ
党
員
ら
へ
の
反

発
や
反
感
が
高
ま
り
、
政
府
行
政
機
関

や
国
公
立
機
関
・
国
営
企
業
な
ど
で
は

デ
ベ
ナ
リ
ザ
シ
ヨ
ン（
脱
ベ
ン
・
ア
リ
ー

化
）
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
こ
と
と
も

な
っ
た
。
革
命
直
後
か
ら
各
県
や
各
市

町
村
で
は
知
事
や
行
政
機
関
の
長
の
人

事
刷
新
や
公
務
員
の
役
職
者
の
人
事
異

動
が
図
ら
れ
た
ほ
か
、
そ
う
し
た
動
き

は
教
育
機
関
や
民
間
企
業
さ
ら
に
は
Ｎ

Ｇ
Ｏ
な
ど
の
市
民
団
体
の
一
部
に
ま
で

及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
⑸

。

　

公
正
や
正
義
、
人
権
や
人
間
の
尊
厳

を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
民
衆
の
革
命

の
勢
い
は
、
日
常
生
活
や
就
労
の
場
で

も
そ
れ
ま
で
冷
遇
さ
れ
劣
位
に
お
か
れ

て
き
た
人
々
を
覚
醒
さ
せ
、
さ
ま
ざ
ま

な
異
議
申
し
立
て
や
要
求
活
動
と
な
っ

て
、
各
地
で
デ
モ
や
ス
ト
ラ
イ
キ
、
サ

ボ
タ
ー
ジ
ュ
や
シ
ッ
ト
イ
ン
な
ど
が
頻

発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
⑹

。

　

政
権
崩
壊
後
は
一
時
、
治
安
部
隊
や

警
察
組
織
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
地
域

も
あ
り
、
特
に
デ
モ
隊
を
鎮
圧
し
た
警

察
官
や
警
備
隊
員
の
な
か
に
は
民
衆
か

ら
の
報
復
を
恐
れ
て
組
織
を
離
脱
し
た

者
も
多
く
、
警
備
が
手
薄
と
な
っ
た
地

方
で
は
、
市
町
村
の
役
所
や
警
察
署
や

治
安
部
隊
の
詰
所
、
旧
政
権
政
党
Ｒ
Ｃ

Ｄ
の
事
務
所
な
ど
へ
の
襲
撃
や
放
火
が

相
次
い
だ
。
ま
た
実
際
に
デ
モ
参
加
者

に
暴
行
を
加
え
た
治
安
部
隊
の
隊
員
や

警
察
官
ら
が
携
帯
で
の
撮
影
画
像
か
ら

個
人
を
特
定
さ
れ
て
報
復
さ
れ
る
事
件

も
頻
発
し
、
さ
ら
に
経
済
的
逼
迫
か
ら

盗
難
も
か
つ
て
な
い
ほ
ど
急
増
し
、
革

命
後
数
週
間
は
治
安
が
急
激
に
悪
化
し

た
と
さ
れ
て
い
る
⑺

。

　

ま
た
特
に
地
方
で
は
、政
権
崩
壊
後
、

旧
政
権
時
代
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
な
新
た
な
対
立
抗
争
や
衝
突
事
件
が

発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ

れ
ら
の
数
々
の
対
立
抗
争
や
衝
突
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
観
察
し
て
み
る

な
ら
ば
、
そ
の
特
徴
は
必
ず
し
も
一
様

で
は
な
く
、
相
互
に
重
複
す
る
部
分
も

あ
る
が
、
大
き
く
二
つ
に
類
型
化
し
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ま
ず
一
つ
は
部
族
や
双
分
制
と

い
っ
た
伝
統
的
社
会
構
造
に
基
づ
い
た

対
立
や
衝
突
で
あ
り
、
体
制
崩
壊
に
伴

い
治
安
維
持
や
統
制
の
タ
ガ
が
外
れ
、

社
会
の
古
層
に
あ
っ
た
も
の
が
再
び
表

面
化
し
て
起
き
て
い
る
対
立
抗
争
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
部
族
同
士
あ
る
い
は

住
民
同
士
と
い
う
点
で
は
並
存
的
な
伝

統
的
社
会
集
団
間
で
の
抗
争
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
対
立
と
は
、
よ

り
現
代
的
な
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

な
か
で
周
縁
化
さ
れ
た
人
々
、
ま
た
は

そ
の
格
差
拡
大
の
な
か
で
弱
者
・
貧
者

と
し
て
貶
め
ら
れ
て
き
た
人
々
が
、
中

央
や
上
位
の
強
者
に
対
し
て
異
議
申
し

立
て
を
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
そ

の
対
立
・
衝
突
の
様
相
は
中
心
と
周
縁
、

格
差
の
な
か
で
の
上
位
者
と
下
位
者
と

い
う
階
級
闘
争
的
な
対
立
抗
争
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

●�

伝
統
的
社
会
構
造
に
根
ざ
し
た
対

立
抗
争—

並
存
的
集
団
間
の
対
立

　

ベ
ン
・
ア
リ
ー
政
権
崩
壊
後
、
特
に

中
西
部
や
南
部
な
ど
で
頻
発
す
る
よ
う

に
な
っ
た
抗
争
の
一
つ
が
、
部
族
間
や

住
民
集
団
同
士
の
衝
突
や
流
血
事
件
で

あ
る
。
政
権
崩
壊
に
よ
り
治
安
統
制
が

機
能
不
全
化
す
る
な
か
、
伝
統
的
に
対

立
関
係
に
あ
っ
た
集
団
同
士
が
潜
在
的

1．H家経営のデグラ品種のナツメヤシのモノカルチャー
のオアシス農場（筆者撮影）

2．襲撃破壊されたH家所有のナツメヤシ倉庫（筆者撮影）
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な
対
抗
意
識
や
敵
対
心
を
表
面
化
さ
せ

る
か
た
ち
で
衝
突
事
件
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
も
最
も
多
く
の
犠
牲
者
を

出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
ガ
フ
サ
県

メ
ト
ラ
ー
ウ
ィ
ー
の
リ
ン
鉱
山
で
の
事

件
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
リ
ン
鉱
石
の

発
見
は
フ
ラ
ン
ス
保
護
領
時
代
一
八
八

六
年
に
ま
で
遡
り
⑻

、
そ
の
一
〇
年
ほ

ど
後
か
ら
フ
ラ
ン
ス
当
局
下
で
リ
ン
鉱

山
の
開
発
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
鉱
山

労
働
者
に
は
、
こ
の
土
地
に
古
く
か
ら

住
む
遊
牧
民
の
ブ
ゥ
・
ヤ
ヒ
ヤ
ー
族
の

者
た
ち
と
、
加
え
て
そ
の
南
部
ジ
ェ

リ
ー
ド
地
方
の
オ
ア
シ
ス
地
帯
か
ら
も

職
を
求
め
て
こ
の
地
に
移
住
し
鉱
山
労

働
者
と
な
っ
た
者
た
ち
も
多
数
い
た
。

チ
ュ
ニ
ジ
ア
独
立
後
、
ガ
フ
サ
・
リ
ン

鉱
石
会
社
と
改
称
し
た
企
業
で
も
、
旧

住
民
の
遊
牧
民
ブ
ゥ
・
ヤ
ヒ
ヤ
ー
族
と

「
ジ
ェ
リ
ー
デ
ィ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
旧
移
民
の
地
縁
的
住
民
集

団
が
共
に
鉱
山
労
働
に
従
事
し
て
い

た
。
し
か
し
、
前
者
が
遊
牧
の
伝
統
を

も
つ
人
々
で
あ
る
の
に
対
し
、
ジ
ェ

リ
ー
デ
ィ
ー
の
集
団
は
農
耕
の
伝
統
を

も
つ
人
々
で
、
伝
統
も
出
身
地
も
異
な

り
、
時
折
小
競
り
合
い
も
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
ベ
ン
・
ア
リ
ー
政

権
下
、
ジ
ェ
リ
ー
ド
地
方
出
身
の
一
官

僚
が
こ
の
リ
ン
鉱
山
で
の
就
労
斡
旋
に

際
し
、
自
ら
の
親
族
や
同
郷
者
を
不
当

に
優
遇
し
て
人
事
採
用
を
行
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
革
命
後
、

ブ
ゥ
・
ヤ
ヒ
ヤ
ー
族
側
の
従
来
の
不
満

と
も
結
び
つ
き
、
ジ
ェ
リ
ー
ド
地
方
出

身
の
病
院
に
勤
務
す
る
若
者
が
惨
殺
さ

れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
し

て
そ
れ
を
発
端
と
し
て
そ
の
被
害
者
の

ジ
ェ
リ
ー
ド
地
方
の
故
郷
の
村
で
の
葬

儀
の
後
、
そ
の
親
族
や
同
郷
者
が
メ
ト

ラ
ー
ウ
ィ
ー
へ
と
向
か
い
、
夜
間
に

ブ
ゥ
・
ヤ
ヒ
ヤ
ー
族
の
家
々
を
次
々
と

斧
や
鎌
、
鉄
棒
な
ど
で
襲
撃
し
て
報
復

し
、
こ
の
二
集
団
の
間
で
の
衝
突
は
数

日
間
に
わ
た
っ
て
続
き
、
死
者
二
〇
名

と
多
数
の
負
傷
者
を
出
す
事
態
と
な
っ

た
⑼

。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
住
民
同
士
の
対
立

抗
争
は
、
チ
ュ
ニ
ス
の
南
方
約
八
〇
キ

ロ
の
ザ
グ
ワ
ー
ン
の
セ
メ
ン
ト
工
場
で

も
起
き
て
い
る
。
こ
の
セ
メ
ン
ト
工
場

で
の
抗
争
は
未
婚
の
若
年
労
働
者
と
失

業
中
の
既
婚
男
性
た
ち
と
の
間
で
起
こ

り
、
就
労
の
権
利
を
主
張
す
る
失
業
中

の
既
婚
男
性
ら
が
若
年
未
婚
労
働
者
た

ち
を
追
い
出
し
て
工
場
を
占
拠
し
、
操

業
が
停
止
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
事

態
に
も
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
は
集
落
や
共
同

体
が
二
つ
の
集
団
か
ら
成
る
双
分
制
と

い
う
、
サ
ブ
・
サ
ハ
ラ
地
域
と
も
共
通

す
る
伝
統
的
社
会
構
造
を
有
す
る
村
落

や
町
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
町
村
で
も

政
権
崩
壊
後
、
そ
の
基
層
の
伝
統
的
社

会
構
造
が
再
び
表
面
化
す
る
か
た
ち
で

対
立
や
衝
突
が
起
き
て
い
る
。例
え
ば
、

南
東
部
ネ
フ
ザ
ー
ワ
地
方
ド
ゥ
ー
ズ
の

町
は
伝
統
的
に
南
北
に
分
か
れ
た
双
分

制
集
団
か
ら
成
り
、
独
立
の
頃
ま
で
は

こ
の
二
集
団
は
各
居
住
地
区
に
住
み
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
モ
ス
ク
と
墓
地
を
有

し
て
い
た
。
独
立
後
の
近
代
化
過
程
で

は
こ
う
し
た
部
族
的
伝
統
は
薄
れ
つ
つ

あ
っ
た
が
、
革
命
後
に
再
び
こ
の
二
集

団
間
で
衝
突
が
起
こ
り
、
夜
間
外
出
禁

止
令
が
発
令
さ
れ
て
い
た
10

。
ほ
ぼ

同
様
の
衝
突
や
対
立
は
そ
の
他
に
北
部

ビ
ザ
ル
ト
県
の
メ
ン
ジ
ル
・
ブ
ル
ギ
バ

や
西
部
の
カ
ス
リ
ー
ン
県
の
ス
ベ
イ
ト

ラ
、
ま
た
南
部
ス
フ
ァ
ッ
ク
ス
県
の

ジ
ュ
ブ
ニ
ア
ー
ナ
で
の
マ
サ
ト
リ
ー
ア

と
ア
ウ
ラ
ー
ド
・
ア
フ
マ
ド
の
二
部
族

間
で
も
発
生
し
て
い
た
11

。

　

チ
ュ
ニ
ス
な
ど
の
都
会
に
住
む
人
々

の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
衝
突
事
件
に

つ
い
て「
こ
の
現
代
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
せ
い
ぜ
い
リ
ビ
ア

な
ど
で
耳
に
す
る
よ
う
な
『
部
族
』
が

未
だ
に
残
っ
て
い
た
と
は
」
と
驚
き
を

隠
せ
な
い
様
子
で
話
す
人
た
ち
も
い

た
。政
権
崩
壊
後
に
は
こ
う
し
て
一
見
、

前
近
代
へ
と
後
戻
り
す
る
か
の
よ
う
な

並
存
す
る
部
族
や
住
民
集
団
間
で
の
対

立
・
衝
突
も
噴
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
ま
た
部
分
的
に
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア

に
お
け
る
中
央
と
地
方
の
近
代
化
の
進

度
の
差
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
よ
う

に
も
捉
え
ら
れ
る
。

3．襲撃・放火されたH家所有の商品運搬用自動車（筆者撮影）

4．H家経営のナツメヤシ農業を占拠し、横断幕を掲げ
て異議申し立てをする土地なし農民たち（写真提供：
ジェリード地方S村の革命保護委員会）
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経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か

で
周
辺
化
さ
れ
た
者
た
ち
に
よ

る
異
議
申
し
立
て

　

先
の
例
が
伝
統
的
社
会
構
造
に
根
ざ

し
た
部
族
や
双
分
制
の
住
民
同
士
の
並

存
的
集
団
間
の
対
立
と
す
る
な
ら
ば
、

チ
ュ
ニ
ジ
ア
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
も

う
一
つ
の
対
立
・
衝
突
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
す
る
経
済
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て

起
こ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
そ
の
国

家
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
、
周
縁
化
さ

れ
社
会
経
済
的
下
層
や
底
辺
へ
と
追
い

や
ら
れ
た
人
々
が
、
今
や
政
権
崩
壊
と

と
も
に
自
ら
の
権
利
や
待
遇
改
善
を
要

求
し
、
あ
る
い
は
資
本
家
や
企
業
主
に

対
し
て
労
働
搾
取
や
そ
の
富
の
独
占
に

異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
る
と
い
う
動

き
で
あ
る
。

　

チ
ュ
ニ
ジ
ア
南
部
ジ
ェ
リ
ー
ド
地
方

の
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
・
オ
ア
シ
ス
地
帯
で
は
、

政
権
崩
壊
後
、
オ
ア
シ
ス
農
地
の
所
有

権
を
め
ぐ
っ
て
農
場
経
営
の
企
業
家
と

地
元
の
土
地
無
し
農
民
や
失
業
中
の
若

者
た
ち
と
の
間
で
対
立
抗
争
が
起
こ
っ

て
い
る
。

　

こ
の
抗
争
の
背
景
に
は
、
一
九
八
〇

年
代
後
半
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
政
府
が
Ｉ
Ｍ

Ｆ
の
構
造
調
整
政
策
を
受
け
入
れ
、
そ

の
実
施
過
程
で
国
営
企
業
の
民
営
化
を

進
め
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
南
部
の
こ
の
地
方
に
お
い
て
は
、

国
営
企
業
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
乳
業
会
社

（
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｌ
）
が
所
有
す
る
広
大
な
ナ

ツ
メ
ヤ
シ
・
オ
ア
シ
ス
農
地
が
民
営
化

の
過
程
で
こ
の
地
方
の
大
富
豪
Ｈ
家
の

企
業
へ
と
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
政
府
の
論
理
か
ら
す
る
な
ら

ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
経
済
の
な
か
で
農

業
経
営
の
実
績
を
も
つ
Ｈ
家
へ
の
払
い

下
げ
は
商
品
作
物
の
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
輸
出

促
進
に
繋
が
る
と
い
う
経
済
的
合
理
性

を
も
つ
判
断
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
生
活
苦
に
あ
え
ぎ
失
業
率

の
高
い
オ
ア
シ
ス
農
村
地
帯
の
農
民
に

と
っ
て
は
、
国
営
農
場
の
民
営
化
は
自

ら
も
オ
ア
シ
ス
農
地
の
分
与
に
預
か
れ

る
か
も
し
れ
な
い
ま
た
と
な
い
機
会
と

受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
の

民
営
化
過
程
で
は
約
一
〇
〇
ha
の
国
営

農
場
の
う
ち
、
国
営
企
業
を
解
雇
さ
れ

た
従
業
員
の
う
ち
そ
の
一
部
の
二
五
名

に
各
一
ha
ず
つ
合
計
二
五
ha
の
土
地
が

分
与
さ
れ
、
残
り
の
七
五
ha
は
全
て
大

富
豪
Ｈ
家
の
所
有
地
と
さ
れ
た
。
こ
の

地
方
の
多
数
の
貧
農
に
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
払
い
下
げ
は
持
て
る
者
へ
の
さ
ら

な
る
富
の
上
積
み
で
あ
り
、
貧
農
や
失

業
者
は
無
視
さ
れ
全
く
そ
の
恩
恵
に
預

か
れ
な
い
と
い
う
許
し
難
い
不
公
正
・

不
条
理
（
ズ
ル
ム
）
と
し
て
映
り
、
大

き
な
怒
り
と
不
満
の
種
を
植
え
付
け
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
Ｈ
家
の
経
営
す
る
オ
ア

シ
ス
農
場
で
の
報
酬
は
、
こ
の
地
方
の

農
労
働
に
対
す
る
一
般
的
最
低
賃
金
で

あ
る
日
当
一
二
Ｄ
Ｔ
（
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・

デ
ィ
ナ
ー
ル
）
を
下
回
る
一
日
一
〇
Ｄ

Ｔ
と
い
う
安
価
な
も
の
で
12

、
ま
た

一
般
的
に
一
ha
ほ
ど
の
農
地
は
一
家

族
、
す
な
わ
ち
数
名
の
農
夫
で
維
持
管

理
す
る
広
さ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
対
し
、
七
五
ha
も
の
農
地
を
僅
か
二

〇
名
の
賃
金
労
働
者
で
管
理
さ
せ
る
と

い
う
過
重
な
労
働
を
強
い
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
う
え
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
農
業

に
は
そ
れ
な
り
の
専
門
知
識
や
技
術
が

必
要
で
あ
る
が
、
賃
金
労
働
者
と
し
て

採
用
さ
れ
た
者
は
低
学
歴
の
若
い
未
熟

練
労
働
者
ば
か
り
で
、
代
々
、
農
業
を

生
業
と
し
て
き
た
者
た
ち
に
し
て
み
れ

ば
、
そ
の
農
業
経
営
は
農
業
や
農
作
物

へ
の
愛
着
か
ら
し
て
も
許
し
難
い
不
当

な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
月
一
四
日
の
革
命
直
後
、
独
裁
政

権
を
崩
壊
へ
と
追
い
や
っ
た
勢
い
が
飛

び
火
し
た
か
の
よ
う
に
南
部
の
オ
ア
シ

ス
地
帯
で
も
各
地
で
農
民
た
ち
に
よ
る

異
議
申
し
立
て
が
始
ま
っ
た
。
Ｈ
家
経

営
の
オ
ア
シ
ス
農
場
に
隣
接
す
る
村
で

は
、政
権
崩
壊
の
翌
日
の
夜
、若
者
ら
が

集
団
と
な
り
Ｈ
家
所
有
の
ナ
ツ
メ
ヤ
シ

倉
庫
を
襲
撃
・
破
壊
し
、
商
品
を
運
び

出
し
た
後
に
倉
庫
や
運
搬
用
自
動
車
に

放
火
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
若
者
た
ち
は
そ
の
ま

ま
オ
ア
シ
ス
農
地
を
占
拠
し
ピ
ケ
を
張

り
、
Ｈ
家
の
企
業
関
係
者
の
立
ち
入
り

5．夜間もピケを張り、オアシスに留まる土地なし農民たち
（写真提供：ジェリード地方S村の革命保護委員会）

6．ジェリード地方S村の革命保護委員会の会合風景
（写真提供：ジェリード地方S村の革命保護委員会）
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を
禁
止
し
、
農
地
の
分
譲
を
求
め
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
Ｈ
家
の
オ
ア
シ
ス

経
営
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
始
め

た
の
で
あ
る
（
写
真
2
、3
、4
、5
参

照
）。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
村
内
に
は

革
命
の
理
念
と
意
義
を
保
持
す
る
た
め

に
、「
革
命
保
護
委
員
会
（
ラ
ジ
ュ
ナ
・

ヒ
マ
ー
ヤ
ト
ッ
サ
ウ
ラ
）」
が
組
織
さ

れ
、
政
府
や
行
政
機
関
ま
た
地
元
企
業

へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
異
議
申
し
立
て
や
要

請
な
ど
を
表
明
し
て
い
っ
た（
写
真
6
、

7
参
照
）13

。

　

こ
う
し
た
オ
ア
シ
ス
農
地
や
労
使
関

連
で
の
紛
争
は
、
と
り
わ
け
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
過
程
で
の
経
済
格
差
の
な

か
で
周
辺
化
さ
れ
る
貧
農
た
ち
が
、
中

心
や
上
位
に
い
る
経
営
者
や
経
済
的
優

位
者
に
対
し
て
、
旧
独
裁
政
権
の
不
公

正
や
不
正
義
、
す
な
わ
ち
ズ
ル
ム
に
異

議
申
し
立
て
を
し
た
と
同
じ
論
理
に
基

づ
い
て
、
そ
の
不
正
義
（
ズ
ル
ム
）
に

抗
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先

の
事
例
が
よ
り
並
列
的
な
部
族
間
や
住

民
同
士
の
対
立
抗
争
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
後
者
の
事
例
は
経
済
的
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
よ
り
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お

り
、
そ
の
過
程
で
の
格
差
や
周
辺
化
と

い
っ
た
中
心
と
周
辺
、
富
裕
層
と
貧
困

層
、
上
位
者
と
下
位
者
と
い
う
よ
り
階

級
闘
争
的
な
対
立
・
衝
突
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

●
お
わ
り
に

　

チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
政
権
崩
壊
後
に
各
地

で
起
き
て
い
る
デ
モ
や
対
立
抗
争
に
つ

い
て
、
他
方
で
は
今
は
自
己
主
張
を
す

る
こ
と
よ
り
も
、
新
し
い
国
造
り
新
政

権
造
り
に
皆
が
も
っ
と
一
致
団
結
し
て

協
力
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
よ
く
聞

か
れ
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
自
ら
の
意

見
を
主
張
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ

た
人
々
が
や
っ
と
自
ら
意
見
を
表
明

し
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
状
況
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
民
主
化

に
向
け
て
の
大
き
な
一
歩
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
と
り
わ

け
後
者
の
周
辺
化
さ
れ
た
者
た
ち
に
よ

る
異
議
申
し
立
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

す
る
経
済
の
な
か
で
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
ウ
ォ
ー
ル
街
で
九
九
％
の
プ
ラ

カ
ー
ド
を
掲
げ
て
デ
モ
す
る
人
々
や
そ

れ
に
共
鳴
し
て
同
様
の
デ
モ
が
広
が
っ

て
い
る
米
国
各
地
や
欧
州
で
の
ケ
ー
ス

と
そ
の
論
理
構
造
に
お
い
て
は
通
底
・

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
ロ
ー
カ
ル
・

レ
ベ
ル
の
対
立
抗
争
の
な
か
に
は
、
い

わ
ゆ
る
先
進
諸
国
で
み
ら
れ
る
現
象
と

ま
さ
に
類
似
し
た
動
き
も
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
得
る
。

　

た
だ
し
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
の
先
に
み
た

後
者
の
事
例
が
欧
米
の
そ
れ
ら
と
異
な

る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の

義
憤
や
抗
議
の
理
由
を
「
ズ
ル
ム
」
と

し
て
語
っ
て
い
る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

筆
者
は
当
初
、
今
回
の
革
命
に
至
る

過
程
で
命
を
落
と
し
た
者
た
ち
を
人
々

が
「
シ
ャ
ヒ
ー
ド
」、
す
な
わ
ち
「
殉

教
者
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
、

や
や
違
和
感
を
覚
え
て
質
問
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
ズ
ル
ム
に

対
し
闘
っ
て
死
ん
だ
者
は
み
な
シ
ャ

ヒ
ー
ド
な
の
だ
と
口
々
に
語
っ
て
い
た

の
は
実
に
印
象
に
残
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
・
ア
リ
ー
政
権

の
ズ
ル
ム
に
対
し
て
闘
い
、
そ
の
政
権

を
崩
壊
さ
せ
た
と
同
様
に
、ロ
ー
カ
ル
・

レ
ベ
ル
で
の
抗
議
の
一
部
も
ま
た
同
様

の
論
理
で
異
議
申
し
立
て
が
為
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
論
理

と
言
説
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
か
な
り

世
俗
的
な
近
代
化
が
推
し
進
め
ら
れ
て

き
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
今
、
政
権
崩
壊
後

に
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
の
ナ
フ
ダ
党
が
多

く
の
支
持
を
集
め
、
一
〇
月
の
制
憲
国

民
議
会
選
挙
で
も
勝
利
し
た
こ
と
に
つ

い
て
も
あ
る
程
度
納
得
し
頷
け
る
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

Ｅ
・
ゲ
ル
ナ
ー
は
、
そ
の
著
書
『
イ

ス
ラ
ー
ム
社
会
』
の
な
か
で
振
り
子
理

論
に
つ
い
て
述
べ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
一

神
教
的
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
と
ま
た
多

神
教
的
へ
と
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
と
も

に
内
包
し
て
い
る
が
、
社
会
の
危
機
的

状
況
下
で
は
そ
の
振
り
子
が
一
神
教
的

方
向
へ
と
振
れ
る
と
い
う
議
論
を
展
開

し
て
い
る
14

。
そ
し
て
イ
ブ
ン
・
ハ

ル
ド
ー
ン
の
王
朝
循
環
論
を
援
用
し
つ

つ
、
近
代
以
前
に
は
王
朝
の
交
替
は
一

神
教
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
が
周
辺
か

ら
台
頭
し
て
政
権
交
替
を
図
る
が
、
現

代
で
は
そ
う
し
た
政
権
の
交
替
は
都
市

の
下
層
勢
力
に
よ
る
と
い
う
論
も
提
示

し
て
い
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
の
こ
の
振
り
子

理
論
を
想
起
し
て
み
る
な
ら
ば
、
チ
ュ

ニ
ジ
ア
の
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト

で
起
き
て
い
る
特
に
後
者
の
対
立
抗
争

は
、
ゲ
ル
ナ
ー
が
指
摘
し
た
イ
ス
ラ
ー

ム
社
会
の
政
権
交
替
の
近
代
以
前
の
特

徴
と
現
代
的
な
特
徴
と
を
と
も
に
表
出

さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
捉

7．ジェリード地方S村の革命保護委員会の会合風景 
（写真提供：ジェリード地方S村の革命保護委員会）
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え
ら
れ
よ
う
。

　

な
お
、
今
後
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
民
主

化
過
程
で
さ
ら
に
ナ
フ
ダ
党
が
支
持
を

集
め
て
い
く
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
他

の
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ
ー

ム
化
傾
向
が
強
ま
る
か
ど
う
か
の
予
測

は
難
し
い
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
い
う

も
の
自
体
、実
に
多
様
な
解
釈
が
あ
り
、

ま
た
ナ
フ
ダ
党
は
今
の
と
こ
ろ
、
ト
ル

コ
型
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
権
を
目
差
す
と

も
し
て
い
る
。
た
だ
、
ゲ
ル
ナ
ー
の
指

摘
の
よ
う
に
危
機
的
な
社
会
状
況
下
で

は
、
一
時
的
で
あ
っ
て
も
一
部
の
民
衆

に
と
っ
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム
が
一
つ
の
明

解
な
論
理
と
行
動
の
指
針
を
示
す
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
た
か
き　

け
い
こ
／
桜
美
林
大
学
人
文

学
系
教
授
）
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