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と
な
り
ま
し
た
。
屋
台
で
野
菜
を
売
ろ

う
と
し
た
失
業
中
の
20
代
の
若
者
が
、

警
察
官
に
屋
台
を
没
収
さ
れ
て
し
ま
い
、

絶
望
感
か
ら
焼
身
自
殺
を
図
っ
た
の
で

す
。
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
わ
が
身
を
焼

く
の
は
魂
が
復
活
し
た
と
き
の
体
が
失

わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
コ
ー

ラ
ン
に
出
て
く
る
地
獄
の
描
写
に
近
い

た
め
ご
法は

っ

度と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
重

の
意
味
で
衝
撃
的
だ
っ
た
そ
の
映
像
が

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
等
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス（
S
N
S
）

で
拡
散
さ
れ
、
こ
れ
が
引
き
金
と
な
り
、

失
業
率
の
高
さ
に
不
満
を
持
つ
若
者
を

中
心
に
、
当
時
の
政
権
に
対
し
て
抗
議

行
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。

│
民
主
化
運
動
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
か
ら

他
国
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
よ

ね
。

池
上
：
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
事
件
を
発
端

チ
ュニ
ジ
ア
か
ら
波
及
し
た

民
主
化
運
動
の
機
運

│
今
か
ら
10
年
前
と
い
え
ば
、
日

本
で
は

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震

災
に
関
す
る
報
道
が
連
日
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
当
時
、
中

東
地
域
で
起
き
た
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と

は
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

池
上
彰
（
以
下
、
池
上
）：「
ア
ラ
ブ
の

春
」
は
、
2
0
1
1
年
か
ら
中
東
地

域
に
広
が
っ
た
一
連
の
民
主
化
運
動
の

こ
と
で
す
。
民
主
化
運
動
と
は
一
般
に
、

独
裁
的
な
政
治
等
に
対
し
て
民
主
的
に

物
事
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
に
対

し
て
体
制
を
変
え
る
よ
う
求
め
る
動
き

の
こ
と
で
す
ね
。
2
0
1
0
年
12
月

に
、
北
ア
フ
リ
カ
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
起

き
た
事
件
が
一
連
の
運
動
の
き
っ
か
け

今からおよそ10年前に中東地域で起きた「アラブの春」。
若者を中心とした民主化運動で掲げられた課題に対し、

現地の人々は、そしてJICAはどのように向き合ってきたのか、その変遷をたどる。
「アラブの春」はどのような気づきを世界に投げかけているのだろうか。

特集 中東のいま

「アラブの春」から
10年

文●久保田 真理　写真●高岡 弘

10年前といえば、入構１～２年目の若手職員は、勉強や部活動にいそがしい日々を過ごす中学生や高校生だった。
思い返すと、当時は遠い世界の出来事だった国際情勢。「アラブの春」の中心にいた若者たちと同世代となった今、
彼らが置かれていた状況や民主化運動のその後をあらためて考える。

JICA若手職員が聞く

池上さん、「アラブの春」について
教えてください！

＊写真撮影時は会話をせず、一時的にマスクを外しています。インタビューは新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで実施しました。
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「アラブの春」とは？
　チュニジアで発生した民主化運動に端を発し、
2011年初頭から中東地域の各国で本格化した一
連の民主化運動のこと。チュニジアやエジプト、リビ
アでは政権が交代し、その他の国でも民主化運動で
要求されたことを政府が受け入れる結果になった。
　それまではきわめて限定的にしか政治参加できな
かった一般の民衆が変革の原動力となった点が大
きな特色。民主化運動に参加した民衆はツイッター
やフェイスブックなどのSNSや衛星放送等のメディ
アによって連帯と情報共有を図り、かつてないスピー
ドで国境を超えて民主化運動が拡大していった。

2010年 12月
● チュニジアで青年が焼身自殺。

2011年 1月
● チュニジアで民主化運動が拡大してベン・アリ政権が

崩壊（「ジャスミン革命」）。

2011年 2月
● エジプトのムバラク政権が崩壊し、国軍が暫定的に国

家運営を掌握。
● イエメン各地でサーレハ大統領退陣を求めるデモが

頻発。
● リビアで東部を拠点とする反体制派とカダフィ政権が

武力衝突。そのほかバーレーン、モロッコなどでも大
規模なデモが発生。

2011年 3月
● リビアで米英仏を中心としたNATO軍が国連安保理決

議に基づく軍事行動を開始。
● シリア各地で民主化運動が発生し、政府は運動を厳し

く取り締まる。

2011年 4月
● 湾岸協力理事会（GCC）がイエメン政府と反政府勢力

の仲介案を提示。

2011年 5月
● G８が中東・北アフリカ諸国の民主化を支援する「ドー

ヴィル・パートナーシップ」の立ち上げを決定。

2011年 8月
● リビアで反体制派が首都トリポリを制圧。

2011年 10月
● リビアのカダフィ指導者が死亡し、反体制派がリビア

全土の解放を宣言。

2011年 11月
● イエメンのサーレハ大統領がGCCによる仲介案に署名。
● リビア、移行政府内閣を組閣。

2011年 12月
● イエメンで挙国一致内閣が発足。
● チュニジアで新内閣発足。
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に
、
翌
11
年
の
1
月
に
首
都
で
暴
動
が

発
生
し
、
大
統
領
は
辞
任
に
追
い
込
ま

れ
ま
し
た
。
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
民
主
化
運

動
は
各
国
に
波
及
し
、
エ
ジ
プ
ト
で
は

同
年
2
月
に
30
年
間
続
い
た
ム
バ
ラ
ク

政
権
が
崩
壊
し
、
12
年
5
月
に
は
大
統

領
選
挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
リ
ビ
ア
で

は
11
年
2
月
以
降
に
、
反
体
制
派
と
政

権
の
衝
突
が
発
生
し
ま
し
た
。
多
く
の

犠
牲
者
が
出
た
こ
と
で
国
際
社
会
か
ら

非
難
が
あ
り
、
N
A
T
O
（
北
大
西
洋

条
約
機
構
）
軍
に
よ
る
反
体
制
派
へ
の

支
援
の
軍
事
行
動
が
開
始
さ
れ
て
、
8

月
に
は
42
年
間
に
及
ん
だ
カ
ダ
フ
ィ
政

権
が
崩
壊
、
リ
ビ
ア
全
土
の
解
放
が
宣

言
さ
れ
ま
し
た
。
イ
エ
メ
ン
で
も
同
年

11
月
に
サ
ー
レ
ハ
大
統
領
が
退
陣
を
求

め
ら
れ
、
翌
12
年
2
月
に
は
新
大
統
領

が
誕
生
し
て
い
ま
す
。
長
年
に
わ
た
り

強
固
な
政
権
を
維
持
し
て
き
た
こ
れ
ら

の
国
で
、
一
般
市
民
の
行
動
が
き
っ
か

け
と
な
り
次
々
と
政
権
が
崩
壊
し
た
の

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
中
東
諸
国

に
も
影
響
を
与
え
、
各
地
で
民
主
化
運

動
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

│
ひ
と
つ
の
国
だ
け
で
な
く
、
同
時

期
に
複
数
の
国
で
次
々
に
変
化
が
起

こ
っ
た
の
は
驚
き
で
す
。
こ
う
し
た
運

動
の
広
が
り
に
は
、
S
N
S
の
力
が

大
き
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
。

池
上
：
実
は
当
時
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
持
っ
て
S
N
S
を
駆
使
で
き
る
の

は
あ
る
程
度
裕
福
な
若
者
に
限
ら
れ
ま

し
た
。
読
み
書
き
が
で
き
な
い
人
た
ち

や
ス
マ
ホ
を
持
っ
て
い
な
い
人
た
ち
も

多
い
な
か
、
運
動
が
拡
大
し
た
の
は
、

カ
タ
ー
ル
に
本
拠
地
を
置
く
衛
星
テ
レ

ビ
局
「
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
」
が
果
た
し

た
役
割
も
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
放
送

言
語
は
、
ア
ラ
ブ
社
会
の
人
た
ち
が
理

解
で
き
る
共
通
言
語
の
ア
ラ
ビ
ア
語
。

そ
し
て
、
国
境
を
超
え
て
24
時
間
い
つ

で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
。
そ

れ
以
前
は
国
家
ご
と
に
情
報
統
制
が
敷

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
時
代
が
変
わ
り
、

衛
星
か
ら
の
電
波
を
阻
止
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
運
動
の

た
め
に
人
を
集
め
る
の
は
大
変
な
こ
と

で
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
く
は
毎

週
金
曜
日
に
集
団
礼
拝
で
モ
ス
ク
に
集

ま
り
ま
す
。
そ
の
礼
拝
後
に
運
動
が
展

開
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
力
を
生
み

出
せ
た
要
因
で
し
ょ
う
ね
。
S
N
S
、

ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
、
集
団
礼
拝
と
い
っ

た
い
ろ
ん
な
要
素
が
合
わ
さ
っ
て
、
民

主
化
を
求
め
る
動
き
は
非
常
に
大
き
な

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

「
ア
ラ
ブ
の
春
」の
そ
の
後

│
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
、
そ
の
後
ど

う
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
上
：「
ア
ラ
ブ
の
春
」の
発
端
と
な
っ

た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
新
し
い
憲
法
の
制

定
や
議
会
選
挙
、
大
統
領
選
挙
と
、
他

の
国
に
比
べ
て
民
主
化
の
動
き
が
着
実

に
進
み
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、
チ
ュ
ニ

ジ
ア
国
内
に
穏
健
な
イ
ス
ラ
ム
政
党
が

残
っ
た
こ
と
が
大
い
に
関
係
し
て
い
ま

す
。
民
主
化
運
動
が
他
国
に
波
及
し
て

シ
リ
ア
、
リ
ビ
ア
や
イ
エ
メ
ン
が
内
戦

状
態
に
な
り
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
イ
ス
ラ

ム
過
激
派
が
こ
れ
ら
の
国
へ
移
り
ま
し

た
。
国
内
に
残
っ
た
穏
健
な
イ
ス
ラ
ム

政
党
が
、
近
代
的
な
政
治
制
度
の
下
で

イ
ス
ラ
ム
教
以
外
の
政
党
と
協
力
し
な

が
ら
国
を
統
治
し
て
い
こ
う
と
い
う
考

え
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
民
主
化

の
動
き
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。
ヨ
ル
ダ
ン
や
モ
ロ
ッ
コ
で
も
民
主

化
運
動
が
起
き
ま
し
た
が
、
国
民
か
ら

敬
愛
さ
れ
て
い
る
国
王
下
で
の
王
政
の

場
合
、
決
定
的
な
対
立
は
起
き
ず
に
混

乱
は
収
束
し
、
両
国
で
は
憲
法
改
正
が

実
現
し
て
い
ま
す
。

　
冬
が
厳
し
い
地
域
で
は
「
春
」
と
聞

く
と
雪
解
け
な
ど
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
つ
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、

中
東
地
域
で
は
「
春
の
後
に
は
耐
え
難

い
夏
が
く
る
」
と
表
現
す
る
人
が
い
る

よ
う
に
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
か
な
ら

ず
し
も
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
民
主
化
運
動

後
、
民
主
的
に
大
統
領
が
選
ば
れ
て
も
、

そ
の
後
す
ぐ
に
政
権
が
交
代
し
た
国
も

A  モロッコ
B  ヨルダン

憲法を改正した国々 中東地域やアラブ地域の定義は機関等によって異なる
ため、一致しないことがある。JICAではトルコを欧州地
域とし、アフガニスタンを南アジア地域と分類している。

イスラム教徒が多い地域

アラブ地域

中東地域

「アラブの春」で
政権が変わった国々

❶ チュニジア*

❷ リビア
❸ エジプト
❹ イエメン
＊2014年に新憲法を制定。

中東のいま
「アラブの春」から10年

特集
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私たちがききました！

　人口構成で若者の割合が高い場合に、活発な社会運動
が起きるといわれています。第２次世界大戦後にベビーブー
ムが到来し、その子どもが20歳前後になった1970年代にア
メリカや日本においても学生運動が盛んになりましたね。「ア
ラブの春」が起きた頃は中東地域の若者の人口比率が高
く、高等教育が充実してきて自分たちで社会を変えるという
考えを持ち始めたことも追い風になったと思われます。

 「アラブの春」はどうして
若者によって引き起こされた？Q

　私がまだ学生だった頃は、中東地域に対して砂漠とラクダの穏やかな国とい
うのんびりとした印象を抱いていました。しかし、アラブ諸国とイスラエルとの間
で中東戦争が勃発し、１９７３年の第４次中東戦争でオイルショックが引き起こ
されてトイレットペーパーなどの買い占めが問題になったことで、私たち日本人に
とっても中東地域がグッと身近になりました。その後は湾岸戦争やイラク戦争、
テロ事件などにより、中東地域に紛争のイメージが付いたのかもしれません。

中東はいつから
紛争が多いイメージになったのでしょう？Q

　中東地域でいろいろな場所を訪問しましたが、都市部と難民キャン
プとでは異なる印象を受けました。たとえば、エジプトの都市部に貧しい
人々はたくさんいますが、なんとかやっていける─そんな印象でした。一
方、難民キャンプもキャンプが位置する地域によって違いを感じました。た
とえばパレスチナ西岸地区にあるパレスチナ難民キャンプでは、そこから
出られない絶望感があり、若者たちが体力を持て余している雰囲気があ
りましたが、ヨルダンのシリア難民キャンプでは「シャンゼリゼ通り」と呼ば
れる商店街が作られ、活発に商売が行われるなど、シリア人の商売気質
やたくましさを感じましたね。

これまで中東地域を取材された中で
印象的なことはありますか？Q

　モロッコの“青い街”と呼ばれる、あらゆるものが青くペイントされているシェフシャ
ウエンという町に行きたいです。旧市街は美しく、タジン鍋やクスクスなどおいしい
ものもあって、ゆっくりできるいいところですね。あとヨルダンも同様にのんびりでき
ますね。もう一度と言わず、二度でも三度でも中東地域のあらゆる国に行ってみた
い。ケバブが懐かしいですし（笑）、イスラムの礼拝への呼びかけ“アザーン”の声で
早朝に起こされると、「ああ、中東に来たなあ」という気分になりますね。

もう一度行ってみたい国や場所は？Q

　ケバブです。羊の肉が好きなんですよ。イランで
JICAの方にケバブ専門店に連れて行ってもらった
ことがあり、あれはほんとうにおいしかった。中東地
域の場合、イスラム教徒が食べてよいものとされる
「ハラール」のルールに従って血抜きがされた羊な
ので、臭みがありません。私はお酒も飲まないし、羊
の肉が好き。中東にぴったりな人間なんです（笑）。

池上さんが
現地で好きな食べ物は？Q

中東の国々
もっと知りたい！

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
シ
リ
ア
で
は
、
民

主
化
運
動
に
対
し
政
府
が
厳
し
い
態
度

で
臨
み
、
現
在
で
も
政
府
と
反
体
制
派

の
間
で
内
戦
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

死
者
は
約
50
万
人
、
周
辺
諸
外
国
に
約

5
5
0
万
人
以
上
の
難
民
が
流
出
し
、

今
世
紀
最
大
の
人
道
危
機
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
の
混
乱
を
招
き
ま
し
た
。
国
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
は
ほ
ん
と

う
に
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

│
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
国
に
よ
っ
て
異

な
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
上
：
民
主
主
義
の
基
礎
が
あ
る
か

ど
う
か
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
の
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
元
国

務
長
官
の
回
想
録
に
、
印
象
的
な
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ム
バ
ラ
ク
政

権
が
崩
壊
し
た
後
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
学

生
た
ち
と
座
談
会
を
開
催
し
た
際
、「
あ

な
た
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
政
権
を
つ

く
っ
て
い
く
の
で
す
よ
」
と
伝
え
た
ら
、

学
生
た
ち
は
き
ょ
と
ん
と
し
て
い
た
と
。

長
期
政
権
を
倒
し
た
も
の
の
、
誰
か
が

新
し
い
国
づ
く
り
を
し
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
他
人
頼
み
だ
っ
た
の
で
す

ね
。
そ
の
よ
う
に
民
主
主
義
の
伝
統
や

基
礎
が
な
い
ま
ま
に
民
主
化
を
進
め
た

結
果
、
結
局
は
新
政
権
に
対
す
る
不
満

が
噴
出
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
そ
の
と
き
、
日
本
を
含
む
世
界
は

ど
う
反
応
し
た
の
か
と
い
う
点
も
調
べ

て
み
る
と
、
さ
ら
な
る
気
づ
き
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
民
主
主
義
を
担
っ
て
い
る
の
が

私
た
ち
自
身
だ
と
い
う
考
え
は
、
ふ
だ

ん
あ
ま
り
意
識
し
な
い
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
民
主
化
運
動
が
求
め
て
い
た

も
の
や
民
主
主
義
の
基
礎

│
日
本

で
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。

〝
中
東
〞か
ら

〝
ア
ジ
ア
〞の
イ
メ
ー
ジ
へ

多
様
な
魅
力
を

と
ら
え
な
お
す

│
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
広
が
っ
た
中

東
地
域
は
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
に

と
っ
て
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
と
思
い

ま
す
。
ア
ラ
ブ
の
石
油
王
や
砂
漠
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
が
、
紛

争
や
テ
ロ
を
連
想
す
る
人
も
多
い
で
す
。

池
上
さ
ん
は
中
東
地
域
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
な
印
象
や
思
い
が
あ
り
ま
す
か
。

池
上
：
中
東
＝
紛
争
地
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
な
ん
と
か
払
拭
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
中
東

地
域
、
ア
ラ
ブ
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
同
一

の
も
の
と
見
な
し
が
ち
で
す
よ
ね
。
ア

ラ
ブ
と
は
何
か
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な

定
義
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
を

話
す
人
々
の
こ
と
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ

い
て
は
中
東
地
域
に
限
っ
た
宗
教
で
は

な
く
、
南
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
に
も

広
が
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
中

東
地
域
と
は
西
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
北

東
部
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

地
域
、
言
語
、
宗
教
の
面
か
ら
は
異
な

る
も
の
を
指
し
て
い
る
の
に
、〝
中
東

は
怖
い
〞
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を

持
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
非
常
に
残
念
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

│
池
上
さ
ん
が
中
東
地
域
を
訪
れ
た

と
き
の
、
印
象
的
な
経
験
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

池
上
：「
お
茶
を
飲
ん
で
い
き
ま
せ
ん

か
」
と
言
っ
て
客
人
を
も
て
な
す
習
慣

が
あ
り
、
取
材
に
行
く
と
ど
こ
で
も
優

し
い
対
応
で
し
た
。
ヨ
ル
ダ
ン
で
は
私

が
日
本
か
ら
来
た
と
伝
え
た
ら
、「
日

本
と
中
東
は
同
じ
ア
ジ
ア
で
す
ね
」
と

言
わ
れ
、
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
た

し
か
に
、
ア
ジ
ア
と
い
う
く
く
り
で
は

サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
も
日

本
と
ヨ
ル
ダ
ン
は
同
じ
予
選
を
戦
う
こ

と
に
な
る

│
そ
う
考
え
る
と
親
近

感
が
湧
き
ま
し
た
。

　
私
は
中
東
地
域
を
訪
れ
る
と
、
必
ず

町
の
本
屋
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
コ
ー
ラ
ン
が
売
ら
れ
て
い

る
の
を
見
る
の
も
楽
し
い
で
す
し
、
ま

た
、
コ
ー
ラ
ン
以
外
の
本
が
ど
れ
だ
け

読
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
確
認
し

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
イ
ラ
ン
は
現
在

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
経
済
制
裁
を
受
け
て

い
ま
す
が
、
イ
ラ
ン
の
人
々
は
い
ろ
い

ろ
な
本
を
読
ん
で
い
て
、
経
済
制
裁
を

解
か
れ
た
暁
に
は
大
き
な
力
を
発
揮
す

る
の
で
は
と
、
自
分
な
り
に
中
東
地
域

の
今
後
を
予
測
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
中
東
地
域
は
食
事
が
お
い
し
い
で
す

し
、
優
し
い
人
が
多
い
。
事
件
や
出
来

事
か
ら
〝
怖
い
と
こ
ろ
〞
と
決
め
つ
け
て

し
ま
う
の
は
と
て
も
残
念
で
す
。
多
様
な

地
域
で
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
て
く
れ

る
方
々
が
増
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。
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