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ア
シ
ュ
ラ
フ
・
フ
ァ
イ

ヤ
ー
ド
（A

shraf Fayadh

）

は
一
九
八
〇
年
、
パ
レ
ス

チ
ナ
難
民
二
世
と
し
て
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
生
ま
れ

た
。
ガ
ザ
地
区
の
ア
ズ
ハ

ル
大
学
で
学
び
、
詩
人
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ま
た
現

代
美
術
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、

二
〇
一
三
年
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
勧
善
懲
悪
委
員

会
（
い
わ
ゆ
る
宗
教
警
察
）
に
告
発
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ

た
。
い
っ
た
ん
保
釈
さ
れ
た
も
の
の
二
〇
一
四
年
に
再

逮
捕
さ
れ
、
禁
固
四
年
と
鞭
打
ち
八
〇
〇
回
を
宣
告
さ

れ
た
。
上
告
し
た
と
こ
ろ
、
む
し
ろ
量
刑
が
重
く
な
る

結
果
と
な
り
、
二
〇
一
五
年
に
背
教
の
罪
で
死
刑
宣
告

を
受
け
た
。

裁
判
で
は
神
や
預
言
者
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
王
な

ど
を
冒
涜
す
る
の
を
聞
い
た
と
い
っ
た
証
言
に
加
え
、

二
〇
〇
八
年
に
発
表
し
た
第
一
詩
集
『
内
部
の
指
示

（al-taʻlīm
āt bil-dāḵil

）』
が
背
教
の
証
拠
と
し
て
法
廷

に
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
人
権
団
体
の
み
な
ら
ず
、

世
界
各
地
の
作
家
や
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
に
よ
る
抗
議
の

声
が
高
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
抗
議
を
受
け
て
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
当
局
は
禁
固
八
年
、
鞭
打
ち
八
〇
〇
回
に
減
刑

し
た
も
の
の
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ド
は
い
ま
だ
獄
中
に
囚
わ

れ
て
い
る
。

『
内
部
の
指
示
』
は
二
〇
〇
八
年
に
レ
バ
ノ
ン
の

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
今
回
は

二
〇
一
六
年
に
ア
メ
リ
カ
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
シ

ス
テ
ム
社
が
英
訳
と
ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
を
併
記
す
る
形

で
出
版
し
た
版
を
底
本
と
し
、
英
訳
も
参
考
に
し
な
が

ら
ア
ラ
ビ
ア
語
原
典
か
ら
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。
こ
の

版
は
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ド
の
釈
放
を
求
め
る
運
動
の
一
環
と

し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
彼
を
支
援
す
る
世
界
各
地

の
作
家
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
に
は
た
と
え
ば
、
モ
ロ
ッ
コ
で
反
体
制
派
と
し
て

一
九
七
〇
年
代
に
八
年
間
投
獄
さ
れ
、
そ
の
後
フ
ラ
ン

ス
に
亡
命
し
た
詩
人
の
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
テ
ィ
ー
フ
・
ラ

ア
ビ
ー
の
名
も
見
受
け
ら
れ
る
。

政
権
に
批
判
的
な
言
論
人
が
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
る
事

態
は
ア
ラ
ブ
諸
国
で
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
。
近
年
で
は
歌
手
や
ブ
ロ
ガ
ー
な
ど
、
若
い
世
代
に

影
響
力
を
持
つ
人
た
ち
へ
の
政
治
的
圧
力
も
目
に
つ

く
。
一
方
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
エ
ジ
プ
ト
で
リ
ベ
ラ

ル
な
コ
ー
ラ
ン
研
究
を
提
唱
し
た
ナ
ス
ル
・
ア
ブ
ー
ザ

イ
ド
が
背
教
者
と
告
発
さ
れ
た
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
宗
教
保
守
勢
力
か
ら
の
告
発
や
、
大
衆
の
宗
教
感
情

を
政
治
利
用
す
る
た
め
に
不
道
徳
と
見
な
さ
れ
る
行
為

を
政
権
が
取
り
締
ま
る
例
も
後
を
絶
た
な
い
。
最
近
、

TikTok

で
ダ
ン
ス
姿
を
配
信
し
た
若
い
女
性
た
ち
が

エ
ジ
プ
ト
で
相
次
い
で
逮
捕
さ
れ
た
の
は
そ
の
一
例
で

あ
る
。

ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
の
厳
格
な
適
用
を
統
治
の
正
統
性

の
基
礎
と
す
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
は
、
宗
教
に
関
す

る
自
由
な
言
論
は
体
制
批
判
に
直
結
し
う
る
。
だ
と
し

て
も
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
詩
を
書
け
ば
死
刑
を
宣
告
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
。
当
初
は
こ
ん
な
好
奇
心
か
ら
彼
の
作

品
を
読
み
は
じ
め
た
の
だ
が
、
実
際
に
読
ん
で
み
れ
ば

「
背
教
」
な
ど
と
い
う
恐
ろ
し
げ
な
言
葉
か
ら
連
想
さ

れ
る
よ
う
な
作
風
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
、
飄
々
と
し
た
シ

ニ
カ
ル
な
感
覚
に
、
ア
ラ
ブ
現
代
詩
の
あ
ら
た
な
可
能

性
を
感
じ
、
大
い
に
魅
了
さ
れ
た
。
確
か
に
神
や
イ
ス

ラ
ー
ム
の
信
仰
へ
の
皮
肉
な
言
及
が
随
所
に
散
り
ば
め

ら
れ
て
は
い
る
が
、
神
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
と
い

う
よ
り
も
、
神
を
中
心
に
戴
く
社
会
に
居
場
所
を
見
い

だ
せ
な
い
、
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
の
よ
う
な
疎
外
感
や

虚
無
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
感
覚
の
根
っ
こ
に

は
、
世
俗
主
義
の
リ
ベ
ラ
ル
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
暮
ら
す
こ
と
の
息
苦
し
さ
と
並
ん

で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
と
い
う
出
自
が
あ
る
こ
と
は
、

彼
の
詩
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、

第
一
詩
集
『
内
部
の
指
示
』
の
中
か
ら
、
難
民
と
し
て

ワ
タ
ン
（
故
国
）
へ
の
思
い
を
う
た
っ
た
詩
を
二
編
選

ぶ
こ
と
と
し
た
。

ア
シ
ュ
ラ
フ
・
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ド
は
二
〇
一
九
年

解

説

山 

本 

薫



310パレスチナ /サウジアラビア●アラビア語

に
、
獄
中
か
ら
第
二
詩
集
『
病
的
な
伝
記
（sīra 

m
araḍīya

）』
を
発
表
し
て
い
る
。
刊
行
後
に
は
同
じ

く
獄
中
か
ら
モ
ロ
ッ
コ
の
ウ
ェ
ブ
新
聞
と
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
応
じ
、
獄
中
経
験
か
ら
人
間
的
に
も
知
的
に

も
学
ぶ
こ
と
が
多
い
と
前
向
き
に
語
る
一
方
で
、
故
国

パ
レ
ス
チ
ナ
に
つ
い
て
は
「
知
識
人
や
政
治
家
や
民
衆

の
多
く
に
見
捨
て
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
パ
レ
ス
チ
ナ

の
大
地
や
空
気
、
そ
し
て
地
中
海
を
懐
か
し
ま
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
」と
複
雑
な
心
境
を
吐
露
し
て
い
る（
※
）。

※
　H

espress, 2019/5/19   https://w
w

w
.
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