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開
発
途
上
国
の
実
情
を
分
析
す
る
上
で
統
計
資

料
を
利
用
し
な
い
で
す
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

統
計
資
料
の
利
用
は
た
だ
単
に
経
済
分
析
だ
け
で

な
く
、
社
会
や
政
治
の
領
域
に
も
及
ん
で
い
る
。

ま
た
寿
命
や
死
亡
、
出
生
と
い
っ
た
人
生
の
重
大

事
項
は
人
口
統
計
を
子
細
に
眺
め
れ
ば
か
な
り
の

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
統
計
指
標
一
般
と
は
区
別

し
て
、
開
発
研
究
と
深
い
縁
の
あ
る
統
計
指
標
を

「
開
発
指
標
」（D

evelopm
ent Indicators

）

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

●「
計
測
」と「
要
約
」の
た
め
の
開
発
指
標

開
発
指
標
の
任
務
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
重
要

な
概
念
を
客
観
的
な
も
の
、
計
測
可
能
な
も
の
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
開
発
研
究
の
分
野
に
は
「
生

活
の
質
」「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」「
社
会
関
係
資

本
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
）」「
貧
困
」「
不

平
等
」「
持
続
可
能
性
」
と
い
う
概
念
が
良
く
出

て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
現
実
の
政

策
に
反
映
さ
せ
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。ま
ず「
エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」「
持
続
可
能
性
」「
生
産
性
」

と
い
う
概
念
が
特
定
地
域
や
集
団
に
現
実
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
社
会
を
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ

タ
ル
」「
持
続
可
能
性
」
と
い
う
視
点
で
見
た
ら
、

ど
の
よ
う
に
違
っ
て
見
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で

提
案
さ
れ
た
も
の
が
開
発
研
究
の
概
念
な
の
で
、

「
も
し
◯
◯
が
社
会
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
大
き
さ
に
な
る
か
」
と
い
う
具
合
で
、

そ
の
質
や
量
を
評
価
す
る
方
法
は
特
別
に
工
夫
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
口
や
土
地
面
積
の
よ
う

に
対
象
が
物
理
的
な
「
も
の
」
と
し
て
存
在
し
、

大
き
さ
の
評
価
が
比
較
的
容
易
な
も
の
と
は
違
っ

て
、
開
発
研
究
で
重
要
な
指
標
は
何
ら
か
の
ル
ー

ル
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
農
産
物
の
生
産

額
に
し
て
も
、そ
れ
が
「
生
活
の
豊
か
さ
」
や
「
国

の
生
産
力
」
を
示
す
た
め
に
は
、
そ
の
生
産
額
を

一
人
あ
た
り
の
値
に
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
純

収
入
や
実
際
に
消
費
に
向
け
ら
れ
る
量
を
評
価
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
指
標
を
作
成
す
る
こ

と
で
「
概
念
」
の
意
味
が
よ
り
正
確
に
な
る
こ
と

も
多
い
。
た
と
え
ば
「
貧
困
」
の
指
標
と
し
て
、

か
つ
て
は
支
出
に
占
め
る
食
費
の
割
合
（
エ
ン
ゲ

ル
係
数
）
や
カ
ロ
リ
ー
摂
取
量
な
ど
が
利
用
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
活
費
に
占
め
る

衣
服
や
暖
房
、
住
居
費
用
は
日
本
国
憲
法
第

二
十
五
条
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
」に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。カ
ロ
リ
ー

の
な
い
お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
も
貧
困
層
の
食
生
活
に

と
っ
て
重
要
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
疑
問
か
ら
「
貧
困
指
標
」
も
進
化
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

開
発
指
標
の
も
う
ひ
と
つ
の
任
務
は
情
報
の
要

約
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
景
気
回
復
」
や
「
環

境
の
質
」、あ
る
い
は
「
生
活
の
質
」
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
に
関
わ
る
要
因
は
非
常
に
多
い
。
景
気
判
断

に
関
わ
る
も
の
は
生
産
や
販
売
・
消
費
だ
け
で
な

く
、
所
得
や
雇
用
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
ひ
と
つ
の

指
標
だ
け
に
注
目
し
す
ぎ
れ
ば
大
局
的
な
景
気
判

断
を
誤
る
可
能
性
も
大
き
い
。
そ
こ
で
生
産
、
消

費
、
販
売
、
雇
用
、
所
得
と
い
っ
た
経
済
の
全
分

野
を
網
羅
し
、
そ
れ
ら
の
指
標
の
持
つ
情
報
を
偏

り
な
く
要
約
し
て
統
計
指
標
の
意
味
を
明
確
に
表

現
で
き
る
要
約
の
指
標
（
景
気
動
向
指
数
）
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
開
発
指

標
は
「
要
約
」
と
い
う
任
務
も
担
う
必
要
が
あ
る

わ
け
で
あ
る
。

●「
理
論
な
き
計
測
」と「
デ
ー
タ
な
き

計
測
」

開
発
指
標
を
上
手
に
利
用
す
れ
ば
開
発
途
上
国

の
問
題
が
非
常
に
鮮
明
に
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
統
計
指
標
を
上
手
に
利
用
す
る
の
は
な

開
発
指
標
と
は
何
か

野
上
裕
生
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か
な
か
難
し
い
。
開
発
途
上
国
の
場
合
に
は
統
計

デ
ー
タ
の
正
確
さ
が
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
根
本

的
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
統

計
指
標
が
あ
ま
り
意
味
を
考
え
る
こ
と
な
く
作

成
・
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
弊
害
も
無
視
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
重
要
な
研
究
成
果
を
遺
し

て
き
た
人
に
も
無
縁
で
は
な
い
。

す
で
に
広
く
利
用
さ
れ
て
定
着
し
た
統
計
指
標

と
し
て
景
気
動
向
指
数
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
景
気
動
向
指
数
の
基
礎
を
作
っ
た
経
済
学
者

ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
一
九

二
四
年
一
二
月
二
九

日
、
ア
メ
リ
カ
経
済

学
会
会
長
講
演
（
シ

カ
ゴ
大
学
）
の
な
か

で
経
済
理
論
を
客
観

的
に
検
証
す
る
た
め

の
統
計
的
・
数
量
的

分
析
の
重
要
性
を
訴

え
て
い
る
。
経
済
理

論
は
快
楽
、
効
用
と

い
っ
た
概
念
を
使
っ

て
き
た
が
、
現
実
の

政
策
を
分
析
す
る
た

め
に
は
、
政
策
や
社

会
改
革
の
効
用
や
代

価
を
客
観
的
に
評
価

し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
は
統
計

的
方
法
が
不
可
欠

な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
述
べ
た
ミ
ッ
チ
ェ
ル
で
は
あ
っ
た
が
、
理

論
と
統
計
的
分
析
の
間
の
架
け
橋
を
実
際
に
作
る

の
に
は
苦
労
し
た
。
実
際
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
た
ち
が

作
っ
た
景
気
指
標
に
対
し
て
ク
ー
プ
マ
ン
ス
は
変

動
パ
タ
ー
ン
の
単
な
る
観
察
と
い
う
「
理
論
な
き

計
測
」
で
あ
る
、
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
行
い
有

名
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ク
ー
プ
マ
ン
ス
の
批

判
を
読
ん
で
み
る
と
統
計
指
標
の
変
動
パ
タ
ー
ン

に
関
す
る
観
察
を
積
み
上
げ
て
い
く
ミ
ッ
チ
ェ
ル

た
ち
の
作
業
自
体
を
全
く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
た
だ
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
推
論
が
経

済
学
理
論
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
な
い
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

経
験
法
則
だ
け
に
よ
り
か
か
っ
た
予
測
で
は
大

き
な
経
済
変
動
に
直
面
し
た
時
の
判
断
を
間
違
う

可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ク
ー
プ
マ
ン
ス

の
「
理
論
枠
組
み
」
の
重
視
の
姿
勢
は
重
要
な
の

で
あ
る
が
、
理
論
的
に
も
っ
と
も
ら
し
く
て
も
、

そ
の
前
提
が
デ
ー
タ
か
ら
の
観
察
に
適
合
し
て
い

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
理
論
的
に
は
整
合
的

な
議
論
で
も
、
現
実
と
の
接
点
を
全
く
も
た
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
未
来
予

測
に
し
て
も
、
理
論
モ
デ
ル
の
現
実
へ
の
適
合
度

が
吟
味
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ク
ー
プ
マ
ン

ス
の
「
理
論
な
き
計
測
」
と
い
う
書
評
か
ら
三
〇

年
近
く
経
っ
た
一
九
七
三
年
に
、
経
済
学
者
の

ノ
ー
ド
ハ
ウ
ス
が
、今
度
は
「
デ
ー
タ
な
き
計
測
」

と
い
う
書
評
論
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
環
境

問
題
で
有
名
な
『
成
長
の
限
界
』
の
基
礎
に
な
っ

た
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ

ル
に
は
実
証
的
妥
当
性
が
乏
し
い
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

設
定
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。「
理
論
な
き
計
測
」
に
し
て
も
「
デ
ー

タ
な
き
計
測
」
に
し
て
も
、
筆
者
自
身
、
人
ご
と

で
は
な
い
問
題
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
統
計

資
料
に
向
き
合
う
こ
と
な
く
し
て
開
発
途
上
国
の

問
題
は
理
解
で
き
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ

で
開
発
問
題
で
利
用
さ
れ
る
開
発
指
標
の
解
説
を

し
て
い
き
た
い
。

●
む
す
び

「
計
測
」
と
「
要
約
」
と
い
う
使
命
に
応
え
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
開
発
指
標
が
提

案
さ
れ
て
き
た
。
表
は
開
発
指
標
の
お
お
ま
か
な

流
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
あ
る

よ
う
に
、
開
発
指
標
の
展
開
に
は
必
ず
画
期
的
な

開
発
研
究
の
新
し
い
展
開
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
た
と
え
ば
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
に
代
表

さ
れ
る
国
民
経
済
計
算
に
は
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
、

貧
困
や
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
指
標
に
は
ア
マ
ル

テ
ィ
ア
・
セ
ン
た
ち
の
「
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
理

論
の
展
開
が
関
わ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
統
計

指
標
の
解
説
は
随
所
の
散
ら
ば
っ
て
い
て
、
利
用

者
が
必
要
に
応
じ
て
調
べ
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

ま
た
統
計
指
標
の
な
か
に
は
景
気
動
向
指
数
の
よ

う
に
、
そ
の
経
済
学
的
根
拠
が
今
で
も
議
論
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
毎
回

読
み
切
り
形
式
で
開
発
指
標
の
意
味
と
背
景
、
利

用
方
法
や
論
争
な
ど
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

（
の
が
み　

ひ
ろ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）

表　開発指標の変遷
福利厚生の意味 重 点 領 域 重要な理論など

1940年代 経済的福利厚生 国民経済計算の形成 ケインズ経済学
1950-60年代 経済的福利厚生 一人当たりGDP 経済成長理論
1970年代 ベイシックニーズ 一人当たりGDP＋基礎的財・サー

ビスの指標
所得分配や貧困、インフォー
マル部門に関する研究

1980年代 経済的福利厚生 一人当たりGDP＋非貨幣的指標
への注目

新経済成長理論、ケイパビ
リティ

1990年代 人間開発 人間開発と持続可能性に関する
指標

環境、ジェンダー、制度派
経済学

2000年代 普遍的な人権、生活
(Livelihood)、

ミレニアム開発目標(MDGs)指標
+新領域（ガバナンスや人権など）

リスクやエンパワーメン
ト、制度構築

（出所）Andrew Sumner の2006年論文のTable 3.1に加筆した。
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