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戦
後
イ
ラ
ク
の
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
形
成
に
お
け
る

　
　
　

社
会
的
紐
帯
意
識
の
役
割

酒
井　

啓
子

　

※
本
稿
は
、
２
０
０
９
年
６
月
25
日
に
行
わ
れ
た
「
近
代
化
と

民
主
主
義
」
研
究
会
（
東
洋
哲
学
研
究
所
主
催
）
で
の
報
告
に
基
づ

き
、
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

は
じ
め
に

　

私
の
専
門
は
中
東
の
現
代
政
治
、
と
く
に
イ
ラ
ク
の
現
代
政

治
に
な
り
ま
す
。
イ
ラ
ク
戦
争
後
の
イ
ラ
ク
の
政
治
動
静
を
ど

の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
点
で
、
し
ば
し
ば
通
説
で
指
摘
さ
れ

る
イ
ラ
ク
政
治
に
お
け
る
宗
派
や
部
族
、
あ
る
い
は
エ
ス
ニ
ッ

ク
要
素
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
〝
伝
統
的
な
社
会
紐
帯
の
政
治
に

お
け
る
役
割
〞
が
、
現
在
の
政
治
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
か
、
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ラ
ク
で
は
、
２
０
０
５
年
以
降
、
複
数
政
党
制
に
基
づ
く

選
挙
制
度
を
と
っ
て
お
り
ま
し
て
、
現
在
２
度
の
選
挙
を
経
て
、

来
年
（
２
０
１
０
年
）
に
は
２
回
目
の
正
式
選
挙
を
実
施
す
る
と
い

う
流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
政
党
が
ど
の

よ
う
な
形
で
多
数
派
を
構
成
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
イ
ラ

ク
国
内
で
議
論
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
動
静
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ラ
ク
の
政
治
、
と
く
に
戦
後
の
イ
ラ
ク
政
治
に
お
い
て
、

「
近
代
化
と
民
主
主
義
」
研
究
会
よ
り
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し
ば
し
ば「
宗
派
的
な
偏
向
性
」あ
る
い
は「
宗
派
に
基
づ
く
政
治

運
営
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
強
く
い
わ
れ
る
わ
け
な
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
は
た
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
。
こ
の
こ

と
を
、
今
日
の
発
表
の
中
心
的
な
課
題
と
し
て
議
論
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ラ
ク
政
治
の
動
態
を
分
析
す
る
上
で
、
シ
ー
ア
派
と
い
う

宗
派
、
宗
教
的
な
要
素
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い

う
の
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
宗
派
集
団
と
い

っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ナ
ル
な
形
で
の
地
域
の
信
徒
共

同
体
と
し
て
、
儀
礼
や
儀
式
な
ど
に
基
づ
い
て
集
ま
る
〝
ロ
ー
カ

ル
な
社
会
集
団
〞
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
の
か
、
宗
教
的
な
教

義
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ

た
、
い
わ
ゆ
る〝
政
治
思
想
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
集
団
〞

と
し
て
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
ま
っ
た
く
異
な
る
行

動
様
式
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
ど
う
い
う
ふ

う
に
分
析
す
る
か
と
い
う
の
は
中
東
研
究
者
の
間
で
も
議
論
が

分
か
れ
て
お
り
、
宗
派
と
い
っ
た
こ
と
を
一
概
に
定
義
す
る
の

は
難
し
い
わ
け
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
は
そ
の
辺
は
省
略

し
て
、
現
在
の
イ
ラ
ク
政
治
に
お
け
る
シ
ー
ア
派
の
優
位
と
い

う
、
宗
派
に
基
づ
く
政
治
の
運
営
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
検
証

を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅰ　

戦
後
の
イ
ラ
ク
政
治
に
お
け
る

　
　
　
　
　
「
シ
ー
ア
派
優
位
」と
の
通
説

　

シ
ー
ア
派
と
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
イ
ラ
ク

の
人
口
構
成
を
見
て
お
き
ま
す
。

　

イ
ラ
ク
で
は
民
族
分
類
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
大
体
７
割
か

ら
８
割
方
が
「
ア
ラ
ブ
民
族
」
で
す
。
ア
ラ
ブ
民
族
の
定
義
は
、

ア
ラ
ビ
ア
語
を
話
し
、
文
化
的
・
歴
史
的
に
ア
ラ
ブ
社
会
の
中

で
生
き
て
き
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語

を
話
す
言
語
集
団
と
し
て
の
ア
ラ
ブ
民
族
と
い
う
の
が
、
イ
ラ

ク
の
７
割
か
ら
８
割
く
ら
い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
残
る
２

割
半
く
ら
い
の
う
ち
の
２
割
弱
が
「
ク
ル
ド
民
族
」。
こ
れ
は
ク

ル
ド
語
を
話
す
山
岳
地
域
に
住
む
ク
ル
ド
人
と
い
う
少
数
民
族

で
す
。
あ
と
残
り
が
５
％
前
後
と
し
て
、
そ
こ
に
は
ア
ッ
シ
リ

ア
人
と
呼
ば
れ
る
、
古
代
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
末
裔
と
称
す
る

「
ア
ッ
シ
リ
ア
民
族
」
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
少
数
民
族
が
若
干

い
ま
す
。
さ
ら
に
「
ト
ル
コ
マ
ン
民
族
」。
こ
れ
は
ト
ル
コ
系
民
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族
で
、
い
わ
ゆ
る
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
の
ト
ル
ク
メ
ン
と
は
別

に
な
り
ま
す
が
、
ト
ル
コ
系
の
ト
ル
ク
マ
ン
語
と
い
う
、
か
つ

て
の
オ
ス
マ
ン
語
に
近
い
言
語
を
話
す
人
び
と
が
５
％
く
ら
い

お
り
ま
す
。

　

民
族
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
構
成
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ア

ラ
ブ
民
族
は
大
体
２
対
１
く
ら
い
の
割
合
で
、
宗
派
的
に
シ
ー

ア
派
と
ス
ン
ナ
派
に
分
か
れ
ま
す
。
イ
ラ
ク
の
宗
教
は
、
先
ほ

ど
申
し
上
げ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
ア
ッ
シ
リ
ア
民
族
の
５
％

を
除
い
て
、
９
割
半
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
大
体
５
割
か
ら
６
割
く
ら
い
が
シ
ー

ア
派
で
、
残
り
が
ス
ン
ナ
派
と
い
う
区
分
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

宗
教
と
民
族
と
は
決
し
て
同
一
、
同
列
に
考
え
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
は
ア
ラ
ブ
の
シ

ー
ア
派
、
ア
ラ
ブ
の
ス
ン
ナ
派
、
そ
し
て
ク
ル
ド
と
い
う
、
レ

ベ
ル
の
違
う
分
類
を
一
緒
く
た
に
し
た
妙
な
分
類
が
な
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
ご
紹
介
す
る
の
は
、
よ
く
提
示
さ
れ
る
地
図
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
宗
派
分
類
と
民
族
分
類
を
ま
ぜ
こ
ぜ

に
し
た
形
で
地
理
的
な
分
布
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
バ
グ
ダ
ー
ド
や
バ
ス
ラ
と
い
っ
た
大
都
市
に
関
し

て
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
よ
う
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
と
宗
派
集
団
が
、
移
民
・
移
住
の
結
果
、

混
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

た
だ
し
、
人
口
統
計
に
関
し
て
は
、
宗
派
を
調
べ
た
人
口
統

計
と
い
う
の
は
１
９
４
７
年
が
最
後
で
し
て
、
そ
れ
以
降
は
、

人
口
統
計
は
や
っ
て
い
て
も
、
宗
派
を
問
う
調
査
は
行
わ
ず
、

数
字
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
人
口
増
加
率
を
想
定
し
て

現
人
口
を
推
定
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
の
で
、
し
ば

し
ば
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
イ
ラ
ク
の
宗
派
比
率
と
い
う
の
は
、

信
用
し
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
見
方

で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
、〝
イ
ラ
ク
戦
争
後
の
イ
ラ

ク
政
治
に
お
い
て
は
、
シ
ー
ア
派
が
圧
倒
的
に
優
位
に
立
っ
て

い
る
〞と
い
う
通
説
を
検
証
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
０
３
年
以
降
の
閣
僚
の
宗
派
別
分
類
を
ざ
っ
と
見
た
か

ぎ
り
で
も
、
閣
僚
の
多
く
が
シ
ー
ア
派
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
見
て
と
れ
ま
す
。
た
だ
、
人
口
比
率
に
沿
っ
て
い
る

と
い
え
ば
、
た
し
か
に
比
率
に
沿
う
形
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

時
間
が
た
つ
に
つ
れ
、
ス
ン
ナ
派
の
方
が
人
口
比
率
に
比
べ
て
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多
く
な
っ
て
い
く
傾
向
も
あ
り
ま
す
が

│
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
首
相
な
り
副
大
統
領
な
り
と
い
っ
た
政
府
要
職
に
占
め
る

シ
ー
ア
派
の
位
置
づ
け
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ー
ア
派

優
位
で
あ
る
と
見
え
る
よ
う
な
政
権
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
確
か
で
す
。

　

そ
し
て
シ
ー
ア
派
優
位
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
過
去
の
選

イラクの「宗教・民族集団地図」

Iraq - Distribution of Religious Groups and Ethnic Groups（1978 /

カラー）をもとに作成

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

★

●

●

●
●●

✡

△

△

△

△







Baghdad
バグダード

サマッラー
　Sāmarrā

Ar Ramāmdī
　ラマーディ

Karbalā
カルバラ

An Najafī
ナジャフ

モスル Mosul

Al Basrah
バスラ

An Nāşirīyah

An ʻAmărahAd Dīwānīyah

Al Kāt

Euphrates

Tigris

Al H, illah

Mandali

Karkūk

As Sulaymānīyah

Euphrates

Tigris

lrbil

RawāndūzDahūk

Zākhū

Tall Kayf
Sinjár

Ar Rufbah



✡
△

0

0

200 Kilometers
200 Stature miles

Distribution of Religious
　 and Ethnic Groups

MAJORITY GROUPS　　　　MINORITY GROUPS
Sunni Arab（北西部）
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【キリスト教徒は、異なる宗派と民族をまとめてある】

【ヤジーディー教徒、マンダイ教徒、ユダヤ教徒は
　宗教グループとして示してあるが、単独の民族
　集団とも見なされている】
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挙
結
果
が
あ
り
ま
す
。
戦
後
の
イ
ラ
ク
で
は
２
０
０
５
年
の
１

月
と
12
月
に
２
度
選
挙
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
１
回
目
の
選
挙

が
制
憲
議
会
選
挙
で
、
２
回
目
が
憲
法
の
制
定
に
基
づ
く
正
式

な
議
会
選
挙
、
任
期
４
年
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
２
０
０
５
年
12
月
の
議
会
選
挙
の
選
挙
結
果
を

み
れ
ば
、
Ｕ
Ｉ
Ａ
（
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
）
と
い
う
政
党
連
合
が
半
数

弱
の
議
席
を
と
っ
て
お
り
ま
す
（
２
７
５
議
席
中
、
１
２
８
議
席
）。

Ｕ
Ｉ
Ａ
は
１
月
の
制
憲
議
会
選
挙
で
は
、
半
数
を
超
え
た
数
字

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
（
２
７
５
議
席
中
、
１
４
０
議
席
）。
こ
の
圧

倒
的
優
位
に
な
っ
た
Ｕ
Ｉ
Ａ
が
、
ど
う
い
う
選
挙
ブ
ロ
ッ
ク
で

あ
る
か
を
見
れ
ば
、
Ｕ
Ｉ
Ａ
を
構
成
す
る
政
党
の
ほ
と
ん
ど
が
、

シ
ー
ア
派
を
主
た
る
構
成
員
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、〝
選

挙
に
よ
っ
て
シ
ー
ア
派
を
中
心
と
し
た
政
党
連
合
が
勝
利
し
、

与
党
が
政
権
の
要
職
を
占
め
て
い
る
。
よ
っ
て
現
在
の
イ
ラ
ク

の
政
権
は
シ
ー
ア
派
を
中
心
と
す
る
政
権
運
営
に
な
っ
て
い
る
〞

と
い
う
論
理
で
、
イ
ラ
ク
政
治
が
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
Ｕ
Ｉ
Ａ
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
と
い
う
組
織
が

問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
組
織
は
メ
デ
ィ
ア
で
は
必
ず

「
シ
ー
ア
派
の
」
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
て
報
じ
ら
れ
ま
す
。
実

イラク統一同盟の主要構成（2005.1月　制憲議会選挙、05.12月　正式選挙）

構成政党 政策 基盤 議席

ダアワ党 イスラーム主義、
中央集権

国内基盤+海外支
部、平信徒 30

ISCI（イラク・イスラ
ーム最高評議会）

イスラーム主義、
地方分権

海外支部（イラン）
+宗教指導者 30

サドル派 イスラーム主義、
中央集権 国内基盤、貧困層 30

ファディーラ党 イスラーム主義 国内基盤 15

イラク国民会議
（05.01） 親米、世俗主義 亡命者中心 ─
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際
の
と
こ
ろ
、
構
成
政
党
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
シ
ー
ア
派
を

構
成
要
員
と
す
る
組
織
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
ア
ラ
ブ
民
族
の
政

党
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
統
一
同
盟
の
中
に
は
他
の
民
族

の
シ
ー
ア
派
、
た
と
え
ば
ト
ル
コ
系
の
ト
ル
コ
マ
ン
民
族
の
シ

ー
ア
派
組
織
も
入
っ
て
い
ま
す
。

「
特
定
宗
派
の
た
め
の
政
党
」の
歴
史
は
な
い

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ど
の
政
党
も
シ
ー
ア
派
を
中
心
と
し
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
は
た
し
て
こ
れ
を
、
シ
ー
ア
派
に
よ
る
シ

ー
ア
派
の
た
め
の
選
挙
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
の

か
ど
う
な
の
か
。
そ
れ
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私
な
ど
は
、
非
常
に
強
い
違
和
感
を
も

つ
わ
け
で
す
。
そ
の
違
和
感
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
と
い
う
と
、

過
去
の
イ
ラ
ク
現
代
史
に
お
い
て
、
シ
ー
ア
派
に
し
て
も
ス
ン

ナ
派
に
し
て
も
、宗
派
を
軸
に
し
た
、あ
る
特
定
の
宗
派
に
よ
る
、

あ
る
特
定
の
宗
派
団
体
の
た
め
の
政
党
と
い
う
よ
う
な
も
の
が

形
成
さ
れ
た
例
は
な
い
か
ら
で
す
。
シ
ー
ア
派
の
利
益
の
た
め

の
シ
ー
ア
派
に
よ
る
政
党
形
成
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
こ
れ

ま
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
定
の
宗
派
の
た
め
と

い
う
政
策
目
標
を
掲
げ
ず
に
、
た
ま
た
ま
シ
ー
ア
派
の
構
成
要

員
が
多
い
と
い
う
よ
う
な
偏
向
が
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
い
く
つ

か
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
構
成
員
の
要
件
に
シ
ー
ア
派
で
あ
る

こ
と
と
規
定
し
た
り
、
シ
ー
ア
派
の
住
む
地
域
の
み
の
利
害
を

考
え
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
政
党
と
い
う
の
は
、
史
上
あ
り
ま
せ

ん
。

　

若
干
の
例
外
と
し
て
１
９
２
０
年
代
の
後
半
に
ナ
フ
ダ
党
と

い
う
政
党
が
で
き
て
、
こ
れ
は
短
命
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

政
権
が
閣
僚
な
ど
の
要
職
ポ
ス
ト
を
配
分
す
る
際
に
、
シ
ー
ア

派
の
登
用
比
率
を
上
げ
よ
と
い
う
よ
う
な
要
求
を
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
唯
一
、
シ
ー
ア
派
に
よ
る
シ
ー
ア
派
の
た

め
の
政
党
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
、
特
定
の
宗
派
の
た
め
の
政
党
と
い
う
も
の
は
存

在
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
唯
一
、
最
近
現
れ
た
の
は
、
イ
ラ

ク
戦
争
の
始
ま
る
９
ヵ
月
前
、
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
し
て
い
た
シ

ー
ア
派
の
政
治
家
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
、D

eclaration of the 

Shia of Iraq
「
イ
ラ
ク
・
シ
ー
ア
派
宣
言
」
と
い
う
の
を
２
０
０

２
年
６
月
に
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
宣
言
は
注
目
を
浴
び
ま

し
た
が
、
そ
れ
は
、
シ
ー
ア
派
の
人
た
ち
が
シ
ー
ア
派
の
た
め
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に
何
ら
か
の
形
で
要
求
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
行
っ
た

と
い
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
、
そ
う
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
い
か
ん
せ
ん
、
在
外
の
亡
命
政
治
家
に
よ
る
宣
言
で
あ

っ
た
た
め
に
、
そ
う
い
う
在
外
の
シ
ー
ア
派
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
意
向
が
、
は
た
し
て
、
イ
ラ
ク
国
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

意
向
に
沿
う
も
の
か
ど
う
な
の
か
、
強
い
疑
義
が
出
さ
れ
た
も

の
で
し
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
外
に
い
る
亡
命
政
治
家
た
ち
の
、

イ
ラ
ク
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
の
ポ
ス
ト
要
求
の
た
め
の
準
備
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
程
度
の
見
方
し
か
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

で
し
た
。イ

ラ
ク･

シ
ー
ア
派
の
主
流
は

　
　
　

静
謐
主
義　
（
政
治
不
介
入
）

　

こ
の
よ
う
に
、
過
去
に
お
い
て
、
宗
派
に
基
づ
く
政
党
結
成

と
い
う
の
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ラ

ク
統
一
同
盟
と
い
う
シ
ー
ア
派
の
政
党
ブ
ロ
ッ
ク
が
成
立
し
た

の
は
、
な
ぜ
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
説

明
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
ま
す
。

　

①
シ
ー
ア
派
は
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
が
強
く
、
政
党
化
し
や
す

い
、
②
シ
ー
ア
派
は
宗
派
的
凝
集
力
が
強
い
、
③
シ
ス
タ
ー
ニ

ー
師（
シ
ー
ア
派
宗
教
界
最
高
権
威
）の
統
率
力
、
④
シ
ー
ア
派
が
フ

セ
イ
ン
政
権
期
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
、
⑤
米
の
政
策
に
よ
っ
て

宗
派
ご
と
の
政
治
代
表
制
が
導
入
さ
れ
た
。

　

こ
う
い
う
５
つ
の
説
明
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
が
シ

ー
ア
派
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
成
立
す
る
の
は
何
ら
不
思
議
で
は
な

い
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
の
抱
く
違
和

感
は
そ
ん
な
に
簡
単
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
説
明
に
対
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ

反
証
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
。
最
初
に
よ
く
い
わ
れ
る
の
は
、
今
の
イ

ラ
ン
情
勢
を
み
て
も
容
易
に
想
像
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
シ
ー
ア
派
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
政
治
化
し
や
す
い

宗
派
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
本
質
主
義
的
な
議
論
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
シ
ー
ア
派
が
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
い
う
政
治
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
い
宗
派
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
た
ひ

と
つ
の
原
因
は
、
や
は
り
ホ
メ
イ
ニ
に
よ
る
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ

ー
ム
革
命
が
１
９
７
９
年
に
成
就
し
た
こ
と
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
定
着
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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シ
ー
ア
派
の
宗
教
界
の
間
で
な
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
界
と
し
て

ど
の
よ
う
に
政
治
に
か
か
わ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
議
論
に
つ

い
て
、
２
つ
の
学
説
が
歴
史
的
に
あ
り
ま
し
て
、
ひ
と
つ
は
宗

教
指
導
者
こ
そ
が
政
治
も
含
め
て
指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
《
積
極
主
義
》
の
学
派
。
そ
れ
か
ら
、
い
や
む
し

ろ
宗
教
指
導
者
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
を
扱
う
も
の
で
す
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
近
代
国
家
に
お
け
る
日
常
生
活
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と

矛
盾
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
政
治
そ
の
も
の
に
口
を
出
す

と
い
う
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、《
静
謐
主
義
》

を
主
張
す
る
学
派
。
こ
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
ホ
メ
イ
ニ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
論
は
、
前
者
を
さ

ら
に
押
し
進
め
た
形
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
指
導
者
自
身
が

直
接
政
治
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
議
論
を
展
開
し
た
の
は
彼
が
初
め
て
と
い
っ
て
も
よ

い
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ホ
メ
イ
ニ
理
論
は
一
般
的
な
シ
ー
ア

派
の
議
論
で
あ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
て
、
他
の
宗
教
指
導

者
や
政
党
の
中
に
は
賛
同
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
全
体
の

シ
ー
ア
派
社
会
の
な
か
で
は
必
ず
し
も
主
流
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
イ
ラ
ク
で
は
、
主
流
は
《
静
謐
主
義
》
で
あ
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
近
代
法
の
矛
盾
を
解
消
す
べ
き
だ
と

い
う
と
こ
ろ
だ
け
に
は
こ
だ
わ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
具
体

的
な
政
治
政
策
に
つ
い
て
は
口
を
出
さ
な
い
。
そ
う
い
う
《
静
謐

主
義
》
が
、
基
本
的
に
は
イ
ラ
ク
で
圧
倒
的
に
主
流
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

イ
ラ
ク
統
一
同
盟
の
主
要
構
成
要
員
で
あ
る
「
ダ
ア
ワ
党
」
な

ど
は
、
50
年
代
に
結
成
さ
れ
た
と
き
に
は
、
宗
教
界
、
宗
教
指

導
者
、
あ
る
い
は
神
学
生
た
ち
は
、
こ
の
政
党
に
入
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
宗
教
界
は
政
治
に
タ
ッ
チ

す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
強
い
伝
統
が
あ
っ
て
、
ダ
ア
ワ
党
の

創
立
者
で
あ
る
バ
ー
キ
ル
・
サ
ド
ル
と
い
う
宗
教
指
導
者
自
身

も
、
自
分
が
作
っ
た
後
に
離
党
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
非
常
に

徹
底
し
て
い
る
。

　

で
す
か
ら
、
シ
ー
ア
派
は
政
党
化
し
や
す
い
と
い
う
の
は
、

今
申
し
上
げ
た
経
緯
か
ら
す
る
と
、
逆
で
あ
る
。
む
し
ろ
政
治

化
に
対
し
て
慎
重
で
あ
り
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
と
い
う
ふ

う
に
い
え
ま
す
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
政
党
は
ス
ン
ナ
派

に
も
あ
る
わ
け
で
す
。
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宗
派
性
よ
り
部
族
的
紐
帯
の
ほ
う
が
強
い

　

次
に
②
の
説
明
で
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
イ
ラ
ン
で
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
シ
ー
ア
派
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で

宗
派
的
な
凝
集
力
が
強
い
」
と
考
え
る
も
の
で
す
。
と
く
に
ア
ー

シ
ュ
ラ
ー
と
か
ア
ル
バ
イ
ー
ン
と
か
、
そ
の
ほ
か
、
宗
派
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
一
体
感
を
強
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
・
儀
礼
が

多
々
、
シ
ー
ア
派
に
あ
り
ま
す
。
ア
ー
シ
ュ
ラ
ー
と
い
う
の
は
、

イ
マ
ー
ム
・
フ
セ
イ
ン
（
ム
ハ
ン
マ
ド
の
孫
）
の
殉
教
に
対
し
て
喪

に
服
す
行
事
で
、
ア
ル
バ
イ
ー
ン
と
い
う
の
は
「
40
日
」
と
い
う

意
味
で
、
イ
マ
ー
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
殉
教
か
ら
40
日
目
の
日
に

百
万
も
の
人
た
ち
が
聖
廟
に
集
ま
っ
て
大
行
進
し
ま
す
。
そ
れ

が
政
治
化
す
る
と
暴
動
に
な
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
な
ど
を
準
備
す

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
々
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
そ
う
い
っ
た
儀
礼
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
政
治
化
し

や
す
い
要
素
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

た
し
か
に
イ
ラ
ン
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
は
多
々
見
ら
れ
、

イ
ラ
ン
革
命
の
過
程
な
ど
で
そ
う
い
っ
た
行
事
・
儀
礼
が
、
政

治
化
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
、
イ
ラ
ク
に
関
し
て
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
行
事

が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
セ
イ
ン

政
権
時
代
に
そ
う
い
う
も
の
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は

自
制
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

主
だ
っ
た
イ
ラ
ク
近
代
史
の
著
者
の
多
く
が
、〝
イ
ラ
ク
社
会
に

お
い
て
は
、
宗
派
性
よ
り
も
む
し
ろ
部
族
的
な
紐
帯
意
識
の
ほ

う
が
強
か
っ
た
〞
と
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
背
景
と
し
て
、

シ
ー
ア
派
に
改
宗
す
る
の
が
18
世
紀
く
ら
い
で
あ
り
、
イ
ラ
ン

な
ど
に
比
べ
て
非
常
に
歴
史
が
浅
か
っ
た
、
大
昔
か
ら
の
シ
ー

ア
派
と
し
て
の
歴
史
、
伝
統
が
地
域
的
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
③
の
点
、
イ
ラ
ク
に
お
い
て
は
シ
ス
タ
ー
ニ
と
い
う

宗
教
権
威
が
強
い
統
率
力
を
も
っ
て
い
て
、
彼
の
鶴
の
一
声
で
、

こ
う
い
う
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
側
面

を
強
調
す
る
、
宗
教
界
の
力
と
い
う
も
の
を
強
調
す
る
議
論
が

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
イ
ラ
ク
の
宗
教
界
は
基
本
的
に
《
静
謐
主
義
》
を
と

っ
て
き
た
わ
け
で
、
そ
の
《
静
謐
主
義
》
の
最
た
る
も
の
が
こ
の

シ
ス
タ
ー
ニ
の
学
派
で
あ
り
、
彼
は
基
本
的
に
政
治
に
は
口
を
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出
さ
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
意

味
で
、
政
治
不
介
入
と
い
う
彼
の
ス
タ
ン
ス
は
、
イ
ラ
ク
統
一

同
盟
に
加
盟
し
て
い
る
い
ず
れ
の
政
党
と
も
、
実
は
真
っ
向
か

ら
反
す
る
ス
タ
ン
ス
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
④
の
点
、
こ
れ
も
新
聞
な
ど
で
よ
く
あ
る
議
論
な

の
で
す
け
れ
ど
も
、シ
ー
ア
派
が
今
、台
頭
し
て
き
て
い
る
の
は
、

前
の
フ
セ
イ
ン
政
権
の
時
代
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の

反
動
と
し
て
今
、
力
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
点
で
す
。

　

し
か
し
、
細
か
い
こ
と
を
捨
象
し
て
い
え
ば
、
フ
セ
イ
ン
時

代
の
政
権
構
造
が
、
ス
ン
ナ
派
の
支
配
と
同
義
で
あ
っ
た
と
い

う
議
論
自
体
が
間
違
っ
て
い
ま
す
。
フ
セ
イ
ン
政
権
と
い
う
の

は
特
定
の
宗
派
の
政
権
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
巧
妙
な
手
段
を
使
っ
て
、
宗
派
や
民
族
を
横
断
し
て
支
配

の
網
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
。
シ
ー
ア
派
の
登
用
も
多
々
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
他

に
も
集
団
的
に
徹
底
的
に
抑
圧
を
受
け
て
い
た
勢
力
は
あ
る
わ

け
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
前
政
権
に
抑

圧
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
バ
ネ
で
、
シ
ー
ア
派
が
集

団
的
に
政
治
化
を
強
め
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

次
に
、
⑤
の
ア
メ
リ
カ
の
占
領
が
宗
派
対
立
を
生
ん
だ
と
い

う
議
論
で
す
。
宗
派
ご
と
に
政
治
的
な
代
表
制
を
確
保
す
る
と

い
う
や
り
方
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
が
終
わ
っ
た
直
後
に
ア
メ
リ
カ

が
導
入
し
、
宗
派
別
の
配
分
に
よ
っ
て
閣
僚
を
決
め
た
り
し
て

い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
で
、
か
つ
て
は
そ
れ
ほ
ど
政
治
意
識

の
強
く
な
か
っ
た
シ
ー
ア
派
の
間
に
、
宗
派
代
表
制
を
強
く
意

識
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
の
イ
ラ

ク
統
一
同
盟
が
で
き
あ
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い

う
議
論
が
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
の
自

発
的
な
発
生
過
程
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
う
し
た
影
響

は
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、〝
シ
ー
ア
派
だ
か
ら
、
当

然
の
ご
と
く
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
を
組
ん
で
権
力
を
確
保
す
る
〞
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
必
ず
し
も
簡
単
に
言
え
な
い
と
思
い
ま

す
。

「
宗
派
ブ
ロ
ッ
ク
が
政
策
対
立
で
分
裂
」は
本
当
か

　

イ
ラ
ク
統
一
同
盟
は
シ
ー
ア
派
の
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
と

か
、
シ
ー
ア
派
が
イ
ラ
ク
の
戦
後
の
政
治
で
主
流
を
占
め
て
い
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る
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
な
理
解
に
対
し
て
、
実
は
よ
く
見
る

と
、
宗
派
依
存
の
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
う
の
は
実
際
に
は
そ
れ

ほ
ど
固
定
的
で
は
な
い
し
、
堅
固
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ラ
ク
統
一
同
盟
と
い
う
の
は
、
選
挙
の
前
の
２
０
０
４
年

10
月
頃
に
成
立
し
、
２
０
０
５
年
１
月
の
制
憲
議
会
選
挙
で
名

乗
り
を
上
げ
て
、
そ
れ
以
降
、
与
党
と
し
て
ず
っ
と
機
能
し
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
２
０
０
５
年
12
月
の
正
式
議
会
選
挙
で

勝
利
し
、
２
０
０
６
年
５
月
に
現
在
の
マ
ー
リ
キ
ー
政
権
が
成

立
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
２
０
０
７
年

１
月
、
つ
ま
り
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
と
い
う
政
党
ブ
ロ
ッ
ク
が
成

立
し
て
か
ら
２
年
半
ほ
ど
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
宗
派
内

で
の
分
裂
の
状
況
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。
２
０
０
７
年
１
月

に
は
、
統
一
同
盟
の
３
分
の
１
ほ
ど
の
勢
力
を
占
め
る
サ
ド
ル

派
と
い
う
勢
力
が
閣
僚
か
ら
脱
退
し
、
そ
の
後
、
こ
の
サ
ド
ル

派
と
、
同
じ
統
一
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
イ
ラ
ク
・
イ
ス
ラ

ー
ム
最
高
評
議
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
）
の
間
で
直
接
の
武
力
衝
突
が
起
こ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
の
中
の
主
要
な
構
成
メ
ン

バ
ー
が
対
立
し
合
う
と
い
う
状
況
が
、
２
０
０
７
年
の
春
ぐ
ら

い
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
２
０
０
８
年
の
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
は
、
現
在
の
首
相
を
輩
出
し
て
い
る
ダ
ア
ワ
党
、

こ
れ
は
統
一
同
盟
の
主
導
権
を
と
っ
て
い
る
党
で
す
が
、
そ
の

ダ
ア
ワ
党
と
イ
ラ
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
最
高
評
議
会
と
の
対
立
が

生
じ
て
い
ま
す
。

　

今
年
（
２
０
０
９
年
）
の
１
月
に
は
地
方
議
会
選
挙
が
あ
っ
た
の

で
す
が
、
地
方
選
挙
で
す
か
ら
国
政
選
挙
の
よ
う
な
選
挙
ブ
ロ

ッ
ク
は
組
み
ま
せ
ん
。
各
政
党
が
そ
れ
ぞ
れ
候
補
者
を
立
て
た

わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
点
で
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
内
部
の
政
党

間
の
熾
烈
な
対
立
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
。
対
立
の
中
心
は
、

ダ
ア
ワ
党
と
イ
ラ
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
最
高
評
議
会
と
の
対
立
の

わ
け
で
す
が
、
そ
の
争
点
は
非
常
に
政
策
的
な
も
の
で
す
。
ダ

ア
ワ
党
は
中
央
集
権
、
イ
ラ
ク
一
国
の
統
一
、
統
一
的
な
国
家

運
営
と
い
う
も
の
を
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
、
イ
ラ
ク
・
イ
ス

ラ
ー
ム
最
高
評
議
会
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
地
方
分
権
化
さ
せ
、

地
方
の
強
い
連
邦
制
を
導
入
す
る
と
い
う
主
張
を
し
ま
す
。
こ

の
政
策
の
違
い
、
議
論
に
よ
っ
て
分
裂
が
強
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
、〝
シ
ー

ア
派
の
政
党
ブ
ロ
ッ
ク
が
政
策
に
よ
っ
て
割
れ
て
き
た
〞
と
、
簡
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単
に
解
釈
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
の

成
立
か
ら
分
裂
に
至
る
ま
で
を
見
る
と
、
こ
の
シ
ー
ア
派
ブ
ロ

ッ
ク
と
い
う
の
は
た
っ
た
２
年
し
か
生
き
延
び
て
い
な
い
わ
け

で
す
。
２
年
の
間
で
も
相
当
、
中
で
対
立
、
衝
突
が
あ
っ
た
。

　

実
際
に
は
、
制
憲
議
会
選
挙
を
や
っ
て
正
式
選
挙
で
勝
っ
た

と
い
う
段
階
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
１
年
間
し
か
有
効
に
機
能
し
な

か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
マ
ー
リ
キ
ー
政
権
が
成
立
し
た
時
点
で
、

す
で
に
か
な
り
不
協
和
音
が
み
ら
れ
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
１
年

間
し
か
、
い
わ
ゆ
る
シ
ー
ア
派
と
し
て
の
連
立
と
い
う
の
は
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
と
す
る
と
、
１
年
間
だ
け
宗
派
に
基
づ
い
て
選
挙
ブ
ロ
ッ

ク
を
作
り
上
げ
、
そ
の
後
、
分
裂
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を

ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

多
数
派
確
保
へ「
宗
派
を
利
用
」↓「
部
族
を
利
用
」

　

も
と
も
と
ダ
ア
ワ
党
に
し
て
も
イ
ラ
ク
・
イ
ス
ラ
ー
ム
最
高

評
議
会
に
し
て
も
サ
ド
ル
派
に
し
て
も
、
根
幹
と
な
る
政
策
で

あ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
基
づ
く
国
家
建
設

イラク戦争後の主要な出来事 政党の動向

2004.6 主権委譲、米任命による政権成立、世
俗派のアッラーウィが首相に

2004.8 サドル派、米軍とナジャフで対立 →シスターニー説得でサドル派、シー
ア派政党と協力関係に

2004.11 米・政府軍、ファッルージャ攻撃 10月ごろ イラク統一同盟成立

2005.1 制憲議会選挙→5. ジャアファリ政権
（ダアワ党）成立

サドル派、非公式にイラク統一同盟参
加

2005.12 正式議会選挙 サドル派、イラク統一同盟参加
スンナ派各政党選挙参加

2006.5 マーリキー政権（ダアワ党）成立 サドル派、首相人事に貢献
2007.1 米軍増派決定 4月サドル派閣僚辞任

2007.8 米支援「覚醒評議会」（スンナ派部族）
奏功

←スンナ派「イラク対話戦線」閣僚辞任
サドル派、政府と停戦合意

2008.
夏～秋

政府、クルド自治政府の先行に不快感。
政府、部族中心の「支援評議会」各地に
設置

サドル派、ISCIと衝突→和解
ダアワ党、ISCIと不協和音

2009.1 地方議会選挙 ダアワ党、ISCIと対立、前者の勝利
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と
い
う
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
も
の

を
掲
げ
た
政
党
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
集
団

で
し
た
。
実
際
に
は
、
個
々
の
政
策
の
方
向
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ

か
な
り
異
な
る
政
党
だ
っ
た
の
で
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
を

中
核
に
し
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
し
て
イ
ラ
ク
統

一
同
盟
を
組
ん
だ
。
同
盟
を
組
む
に
当
た
っ
て
は
、
シ
ー
ア
派

と
い
う
こ
と
を
前
面
に
掲
げ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
集
団
と
し
て
の
ブ
ロ
ッ
ク

と
し
て
立
て
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
同
時
に
、
そ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
中
で
の
政
策
的

な
対
立
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
宗
派
的
な
共

通
性
と
い
う
も
の
を
押
し
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
対
立

を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
方

が
、
す
ん
な
り
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
が
分
裂
し
て
い
く

過
程
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
る
か
。

　

ダ
ア
ワ
党
や
イ
ス
ラ
ー
ム
最
高
評
議
会
や
サ
ド
ル
派
の
間
で

の
政
策
対
立
が
、
シ
ー
ア
派
と
い
う
宗
派
的
な
枠
組
み
で
も
回

避
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
、
現
在
何
が
起
き

て
い
る
か
と
い
う
と
、
宗
派
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
部
族
的
な

要
因
を
動
員
し
つ
つ
、
連
立
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
傾
向

が
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
宗
派
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
自
明
の
も
の

と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
が
政
策
対
立
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
策
対
立
を
抱
え
た
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
集
団
が
、
多
数
派
を
確
保
し
て
い
く

た
め
に
、
最
初
は
宗
派
を
動
員
す
る
手
法
を
と
り
、
そ
れ
が
だ

め
な
ら
部
族
を
動
員
す
る
、
つ
ま
り
伝
統
的
な
社
会
的
紐
帯
を

補
完
的
な
形
で
使
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
理
解
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
順
番
が
逆
な
の
で
す
。

　

宗
派
と
い
う
枠
で
ま
と
め
き
れ
な
く
な
っ
た
後
に
、
部
族
の

要
因
を
利
用
し
始
め
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
最
近
の
マ
ー
リ

キ
ー
政
権
の
、
と
く
に
人
事
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ　

マ
ー
リ
キ
ー
政
権
の
特
徴

　

マ
ー
リ
キ
ー
政
権
は
、
２
０
０
７
年
か
ら
２
０
０
８
年
の
初

め
に
か
け
て
、
連
立
相
手
の
閣
僚
が
次
々
に
ボ
イ
コ
ッ
ト
あ
る

い
は
辞
任
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
政
権
の
危
機
に
立
た
さ
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れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

　

抜
け
て
い
っ
た
連
立
の
相
手
と
い
う
の
は
、
ま
ず
イ
ラ
ク
対

話
戦
線
。
こ
れ
は
ス
ン
ナ
派
の
政
党
連
合
で
し
て
、
マ
ー
リ
キ

ー
政
権
が
内
閣
を
つ
く
る
際
に
、
イ
ラ
ク
統
一
同
盟
、
つ
ま
り

シ
ー
ア
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
政
党
だ
け
で
構
成
す
る
と
い

う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
時
の
連
立
相
手
と
し
て
登
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
が
２
０
０
７
年
８
月
か
ら
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
続
け
て
い

き
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
サ
ド
ル
派
。
こ
れ
は
シ
ー
ア
派
で
イ
ラ
ク

統
一
同
盟
の
ナ
ン
バ
ー
３
の
勢
力
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
の
サ
ド
ル
派
が
抜
け
て
い
き
ま
す
。

部
族
色
の
強
い
人
材
登
用

　

こ
の
よ
う
な
危
機
の
な
か
、
抜
け
て
い
っ
た
ポ
ス
ト
に
ど
う

い
う
人
た
ち
が
代
用
さ
れ
、
ど
う
い
う
人
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ

て
い
る
の
か
を
見
る
と
、
人
事
登
用
に
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

見
え
て
き
ま
す
。
ス
ン
ナ
派
の
イ
ラ
ク
対
話
戦
線
が
抜
け
た
後

の
補
充
パ
タ
ー
ン
で
は
、
ひ
と
つ
に
部
族
色
の
非
常
に
強
い
登

用
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
ラ
ク
の
政
治
状
況
を
見
ま
す
と
、
戦
争
後
、
ス
ン
ナ
派
の

多
い
中
部
か
ら
西
部
に
か
け
て
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
の
西

部
と
り
わ
け
ラ
マ
ー
デ
ィ
の
あ
た
り
か
ら
西
の
エ
リ
ア
で
す
が
、

い
わ
ゆ
る
ス
ン
ナ
派
の
武
装
勢
力
が
一
時
期
、
活
動
拠
点
に
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
部
族
を
、
政
府
は
一
生
懸
命
取

り
込
も
う
と
し
ま
す
。
と
く
に
、
マ
ー
リ
キ
ー
政
権
の
後
期
、

つ
ま
り
２
０
０
７
年
の
夏
ぐ
ら
い
か
ら
、
そ
の
動
き
が
顕
著
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
新
聞
な
ど
に
も
よ
く
出
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
覚
醒
評
議
会
の
よ
う
な
、
部
族
を
中
心
と
し
た
反
政
府
勢

力
を
取
り
込
ん
で
い
く
。
ま
さ
に
、「
反
政
府
活
動
の
激
し
い
と

こ
ろ
の
部
族
を
登
用
す
る
」
と
い
う
や
り
方
で
す
。
閣
僚
ポ
ス
ト

に
、
ゾ
ウ
バ
部
族
の
副
首
相
と
か
、
ド
レ
イ
ミ
ー
部
族
の
外
務

担
当
国
務
相
な
ど
を
登
用
す
る
。
こ
れ
は
、
武
力
抵
抗
運
動
が

最
も
激
し
か
っ
た
フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ
ャ（
バ
グ
ダ
ー
ド
の
約
70
キ
ロ
西
、

ラ
マ
ー
デ
ィ
の
東
）
と
い
う
町
の
部
族
的
背
景
を
も
つ
人
た
ち
で

す
。
反
政
府
活
動
の
激
し
い
と
こ
ろ
へ
の
配
慮
と
し
て
の
部
族

対
策
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

ス
ン
ナ
派
だ
け
で
な
く
シ
ー
ア
派
や
ク
ル
ド
民
族
の
間
で
も
、
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部
族
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
、
イ
ラ
ク
の
各
地
に
、

い
ろ
い
ろ
な
形
で
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
マ

ー
リ
キ
ー
政
権
と
い
う
の
は
、
部
族
を
取
り
込
ん
で
い
く
際
に
、

フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ
ャ
と
か
ラ
マ
ー
デ
ィ
と
い
う
よ
う
な
中
西
部
の

エ
リ
ア
の
部
族
を
、
と
く
に
強
く
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
ひ
と
つ
は
、
反
政
府
活
動
の
非
常
に
強
か
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
特
段
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
い
う

側
面
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、

同
じ
よ
う
に
非
常
に
反
政
府
勢
力
の
強
い
北
の
方
の
モ
ス
ル
と

い
う
町
が
あ
り
、
２
０
０
６
年
ぐ
ら
い
か
ら
フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ
ャ

以
上
に
激
し
い
武
装
反
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
、
一

時
期
、
死
の
町
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
も
非
常
に

部
族
色
の
強
い
エ
リ
ア
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
モ
ス
ル
か
ら

の
登
用
と
い
う
の
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
反
政
府
活
動

の
激
し
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
も
う
少
し
東
に
サ
マ
ッ
ラ
ー
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
も
う
少
し
西
の
バ
ク
バ
と
い
う
町
は
、

ザ
ル
カ
ウ
ィ
（
イ
ラ
ク
・
ア
ル
カ
イ
ダ
の
幹
部
）
が
か
つ
て
い
た
と

こ
ろ
で
す
。
そ
の
よ
う
な
エ
リ
ア
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
の
部
族

も
登
用
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ
ャ
の
あ
た
り
を

中
心
に
テ
コ
入
れ
さ
れ
て
い
る
の
か
。

「
両
宗
派
の
接
点
」の
エ
リ
ア
出
身

　

こ
の
こ
と
の
意
味
と
し
て
、
地
理
的
な
要
因
を
挙
げ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
首
都
バ
ク
ダ
ー
ド
か
ら
近

く
、騒そ
う

擾じ
ょ
うが
連
鎖
さ
れ
る
と
困
る
の
が
、フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ
ャ
で
す
。

　

実
は
マ
ー
リ
キ
ー
首
相
と
、
そ
の
前
の
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ジ
ャ

ア
フ
ァ
リ
首
相
、
こ
の
人
も
ダ
ア
ワ
党
の
当
時
の
党
首
で
２
０

０
５
年
か
ら
２
０
０
６
年
に
か
け
て
首
相
を
務
め
た
の
で
す
が
、

こ
の
２
人
は
カ
ル
バ
ラ
と
い
う
町
の
出
身
で
す
。
こ
の
町
は
シ

ー
ア
派
の
四
大
聖
地
の
う
ち
の
二
大
聖
地
の
ひ
と
つ
で
、
ユ
ー

フ
ラ
テ
ス
川
沿
い
の
町
で
ラ
マ
ー
デ
ィ
の
少
し
南
、
ナ
ジ
ャ
フ

の
少
し
北
と
い
う
エ
リ
ア
に
あ
り
ま
す
。
シ
ー
ア
派
の
聖
地
で

は
、
ナ
ジ
ャ
フ
が
一
番
大
き
く
、
宗
教
界
の
中
心
で
あ
る
「
ハ
ウ

ザ
」
と
呼
ば
れ
る
宗
教
指
導
者
た
ち
の
ア
カ
デ
ミ
ア
の
中
心
な
の

で
す
け
れ
ど
も
、
カ
ル
バ
ラ
は
そ
れ
よ
り
も
若
干
小
さ
い
の
で

す
が
、
や
は
り
聖
地
と
し
て
巡
礼
の
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
た
ま

た
ま
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ジ
ャ
ア
フ
ァ
リ
政
権
そ
し
て

マ
ー
リ
キ
ー
政
権
と
、
カ
ル
バ
ラ
出
身
の
首
相
が
続
い
て
い
る
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わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
ス
ン
ナ
派
の
武
装
勢
力
の
反
政
府

活
動
が
激
し
か
っ
た
と
き
に
、
ラ
マ
ー
デ
ィ
、
フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ

ャ
の
あ
た
り
か
ら
シ
ー
ア
派
地
域
に
侵
入
す
る
際
、
カ
ル
バ
ラ

と
か
ナ
ジ
ャ
フ
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
攻
撃
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

の
前
線
に
当
た
る
わ
け
で
す
。
カ
ル
バ
ラ
と
ラ
マ
ー
デ
ィ
の
間

で
多
く
の
宗
派
対
立
が
起
こ
っ
て
い
て
、
部
族
同
士
の
衝
突
も

ひ
ん
ぱ
ん
に
あ
る
。
同
時
に
フ
ァ
ッ
ル
ー
ジ
ャ
の
あ
た
り
と
い

う
の
は
シ
ー
ア
派
の
運
動
と
も
連
動
し
や
す
い
。
つ
ま
り
宗
派

的
に
は
違
う
の
だ
け
れ
ど
も「
両
宗
派
の
接
点
」に
あ
る
こ
と
で
、

似
た
よ
う
な
環
境
を
共
有
し
て
い
る
地
域
だ
、
と
い
う
こ
と
が
、

非
常
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
点
な
の
で
す
。

　

要
す
る
に
、
戦
後
の
ジ
ャ
ア
フ
ァ
リ
政
権
、
マ
ー
リ
キ
ー
政

権
は
、
確
か
に
シ
ー
ア
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
政
権
と
し
て

成
立
し
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
人
事
上
の
内
実
を
み
て

い
く
と
、
宗
派
間
の
接
点
に
あ
り
、
激
し
い
宗
派
対
立
か
ら
流

血
の
事
態
を
起
こ
し
て
き
た
エ
リ
ア
と
し
て
、
一
種
の
〝
衝
突
の

前
線
に
あ
る
地
域
の
出
身
者
に
よ
る
政
権
〞
と
い
う
よ
う
な
意
味

あ
い
を
強
く
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
パ
タ
ー
ン
に
な
ぜ
注
目
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
こ

に
イ
ラ
ク
戦
争
前
の
フ
セ
イ
ン
政
権
と
の
共
通
性
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
す
。
フ
セ
イ
ン
は
テ
ィ
ク
リ
ー
ト
（
バ
グ
ダ
ー

ド
の
北
西
１
２
０
㎞
）
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
テ
ィ
ク
リ

ー
ト
出
身
者
の
独
占
的
な
権
力
掌
握
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
フ
セ
イ
ン
は
同
郷

の
出
身
者
だ
け
に
依
存
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の

周
辺
、
と
く
に
ラ
イ
バ
ル
に
な
り
そ
う
な
地
域
の
同
郷
集
団
と

い
う
の
を
う
ま
く
使
い
な
が
ら
、
そ
こ
で
連
立
を
組
み
な
が
ら

一
定
の
す
そ
野
を
も
つ
支
持
基
盤
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
て

き
た
。
さ
ら
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
な
ど
政
治
性
の
薄
い
人
た
ち

を
使
い
な
が
ら
政
権
運
営
を
行
い
、
そ
れ
は
一
定
程
度
成
功
し

て
い
た
と
い
う
事
例
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
か
な
り
強
引
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
が
興

味
を
も
っ
て
今
の
政
権
を
見
て
い
る
の
は
、
同
じ
よ
う
な
パ
タ

ー
ン
が
こ
の
カ
ル
バ
ラ
と
ラ
マ
ー
デ
ィ
の
あ
た
り
を
中
心
と
し

た
地
域
集
団
に
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
に
し



292

て
も
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
っ
た
あ
る
特
定
の
地
域
集
団
と
そ

の
近
隣
の
地
域
集
団
と
の
連
立
、「
地
縁
集
団
の
連
立
体
制
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
を
軸
に
置
き
な
が
ら
、
政
権
の
基
盤
を
固
め

て
い
く
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
マ
ー
リ
キ
ー
政
権
に
も
見
え
る

の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
は
ま
っ
た
く
ま
だ
仮
説
の
段
階
で
し
て
、
証
明
で
き
る

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
派
に
限
定
し
た

政
治
ブ
ロ
ッ
ク
を
前
提
に
す
る
と
見
え
て
こ
な
い
状
況
が
、
別

の
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
場
合
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

（
さ
か
い　

け
い
こ
／
東
京
外
国
語
大
学
教
授
）


