
●
開
発
と
平
和
の
架
橋
概
念
と
し
て
の

「
人
間
の
安
全
保
障
」

「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い
う
考
え
方
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
安
全
保
障
の
課
題
を
「
国
家
」
間

の
課
題
か
ら
「
人
間
個
人
」
の
問
題
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
人
間
の
安
全
保
障
は
、

図
１
で
み
る
と
お
り
、「
人
間
開
発
」
と
「
積
極

的
平
和
」
と
い
う
概
念
の
重
な
る
部
分
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
の
言
う

個
人
の
「
潜
在
能
力
」
の
開
発
と
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル

ト
ゥ
ン
グ
の
い
う
貧
困
な
ど
の
「
構
造
的
暴
力
」

の
な
い
社
会
の
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
重
な
り
を

目
指
す
（
相
互
補
完
関
係
の
理
解
を
促
す
）
指
導

概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
安
全
保
障
は
、
開
発
理
論
が
国
家
の
経

済
成
長
中
心
の
経
済
開
発
か
ら
、
成
長
の
成
果
の

公
正
な
分
配
を
め
ざ
す
社
会
開
発
、
そ
し
て
人
間

の
潜
在
能
力
の
向
上
を
も
っ
て
開
発
の
目
的
と
す

る
人
間
を
中
心
と
す
る
開
発
（
人
間
開
発
）
に
パ

ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
背
景
に
、

国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
に
よ
っ
て
新
た
な

開
発
理
念
と
し
て
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
一
九
九
四
年
の
人
間
開
発
報
告
書

に
よ
る
と
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
は
、
①
雇

用
と
収
入
、
②
食
料
、
③
疾
病
、
④
環
境
、
⑤
物

理
的
暴
力
、
⑥
地
域
民
族
、
⑦
政
治
的
人
権
の
七

つ
の
領
域
が
典
型
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
領
域
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
人
間

の
生
存
や
尊
厳
を
危
う
く
す
る
と
い
う
意
味
で
人

間
の
安
全
に
直
接
に
関
わ
る
。
し
た
が
っ
て
開
発

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
領
域
を
満
た
す
こ
と
を
優
先

す
る
こ
と
が
、
具
体
的
に
示
唆
さ
れ
た
と
い
え
よ

う
。
開
発
は
紛
争
予
防
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
意

識
さ
れ
、
個
々
の
人
間
の
安
全
を
保
障
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
蔑
ろ
に
さ
れ
て

き
た
、「
開
発
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
者
へ
の
視

点
」
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
国
家
で
は
保

障
さ
れ
な
い
、
国
家
が
十
分
に
は
機
能
し
な
い
内

戦
や
民
族
紛
争
下
の
人
々
、
あ
る
い
は
国
家
か
ら

迫
害
さ
れ
る
個
人
、
さ
ら
に
一
国
家
の
管
理
を
超

え
た
環
境
破
壊
な
ど
に
怯
え
る
人
類
の
安
全
を
、

誰
が
ど
の
よ
う
に
守
る
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起

し
た
の
で
あ
る
。

●
人
間
の
安
全
保
障
概
念
を
め
ぐ
る
日

本
と
カ
ナ
ダ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違

い

日
本
政
府
は
、
ア
ジ
ア
経
済
危
機
へ
の
対
応
と

し
て
、
一
九
九
九
年
に
国
連
内
に
信
託
基
金
と
し

て
人
間
の
安
全
保
障
基
金
を
設
立
し
、
人
間
の
安

全
保
障
の
た
め
の
資
金
面
で
の
支
援
を
始
め
た
。

さ
ら
に
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
、
二
○
○
一
年

に
緒
方
貞
子
国
際
協
力
機
構
理
事
長
（
元
国
連
難

民
高
等
弁
務
官
）
と
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者

の
上
記
の
セ
ン
教
授
を
共
同
議
長
と
し
た
人
間
の

安
全
保
障
委
員
会
を
設
立
し
、
人
間
の
安
全
保
障

の
概
念
化
に
努
め
た
。
同
委
員
会
は
二
○
○
三
年

に
最
終
報
告
書
を
発
表
し
、
人
間
の
安
全
保
障
を

「
人
間
の
生
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
中
枢
部

分
を
守
り
、
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
可
能
性
を
実

現
す
る
こ
と
」と
定
義
し
て
い
る
。特
に
、「
貧
困
」

と
「
紛
争
」か
ら
免
れ
る
た
め
の
個
人
の
「
保
護
」

と
「
能
力
強
化
」
を
強
調
す
る
。
こ
の
意
味
で
、

人
間
の
安
全
保
障
の
理
念
は
、
日
本
国
憲
法
前
文

第
二
段
の
、「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、

ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う

ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
」
を
反
映
し
て
い
る
。

さ
ら
に
二
○
○
三
年
の
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
（
政
府
開
発

援
助
）
大
綱
に
お
い
て
、「
人
間
の
安
全
保
障
」

の
視
点
が
基
本
方
針
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、

人
間
の
安
全
保
障
の
た
め
の
「
法
と
開
発
」
研
究

特集／「法と開発」研究─途上国問題への新たな学問的貢献

佐
藤
安
信

アジ研ワールド・トレンド No.143（2007．8）─ 26



「
平
和
の
構
築
」
が
そ
の
重
点
課
題
の
一
つ
と
し

て
明
記
さ
れ
、
二
○
○
五
年
の
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
中
期
目

標
で
そ
の
中
身
が
あ
る
程
度
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
人
間
の
安
全
保
障
概
念
に

よ
っ
て
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
通
じ
た
開
発
援
助
な
ど
に
よ

る
平
和
構
築
支
援
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
カ
ナ
ダ
も
人
間
の
安
全
保
障
概
念

の
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
が
、
両
者
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
対
照
的
で
あ
る
。
日
本
が
貧
困
を
中
心
テ
ー

マ
と
し
て
能
力
強
化
に
重
心
を
置
く
反
面
、
カ
ナ

ダ
は
紛
争
に
お
け
る
人
々
の
保
護
を
重
視
し
て
き

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
相
反
す
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
貧
困
と
紛
争
が
相
互
に
連
関
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
相
互
補
完
的
な
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
日
本
は

外
交
上
一
九
九
○
年
代
末
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
に

お
け
る
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
支
援
と
し
て
こ
の
概
念

を
用
い
た
の
に
対
し
、
歴
史
的
に
ミ
ド
ル
・
パ
ワ

ー
と
し
て
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
に
お

け
る
指
導
的
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
カ
ナ
ダ
は
、

同
時
期
の
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
失
敗
を
克
服
す
る
た
め

に
こ
の
概
念
を
使
っ
て
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

試
み
て
い
る
。

●
保
護
す
る
責
任

こ
の
た
め
カ
ナ
ダ
は
、
人
間
の
安
全
保
障
を
具

体
化
す
る
も
の
と
し
て
、
国
際
社
会
の
「
保
護
す

る
責
任
」
を
唱
導
し
て
き
た
。
国
連
内
に
「
介
入

と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
を
設
置
し

て
、
い
わ
ゆ
る
「
破
綻
国
家
」
の
よ
う
な
国
家
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
人
々
に
対
し
て
は
、
二
次

的
に
国
際
機
関
や
各
国
の
共
同
体
と
し
て
の
国
際

社
会
が
彼
ら
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
、

国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な
く
と

も
、
必
要
で
あ
れ
ば
軍
事
力
を
使
っ
て
人
道
介
入

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
正
戦
論
を
展
開

す
る
こ
と
に
な
る
。
二
○
○
五
年
九
月
の
国
連
首

脳
会
合
成
果
文
書
に
は
、
人
間
の
安
全
保
障
は
総

会
で
今
後
概
念
を
精
緻
化
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

た
に
過
ぎ
な
い
が
、
保
護
の
責
任
は
具
体
的
に
、

「
大
量
殺
戮
、
戦
争
犯
罪
、
民
族
浄
化
お
よ
び
人

道
に
対
す
る
犯
罪
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
責
任
」

と
し
て
記
述
さ
れ
た
。
た
だ
し
軍
事
力
の
行
使
に

は
国
連
安
保
理
決
議
を
必
要
と
す
る
と
の
限
定
が

付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
保
護
す
る
責
任
は
あ
る
種

の
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
と
し
て
、
九
・
一
一
以
降
の
米

国
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
お
よ
び
イ
ラ
ク
戦
争
と
い

う
正
戦
論
を
け
ん
制
し
、
軍
事
力
の
行
使
に
対
す

る
新
た
な
ル
ー
ル
を
も
た
ら
す
も
の
と
期
待
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
来
、「
責
任
」
を
論
じ
る

の
で
あ
れ
ば
、
ル
ワ
ン
ダ
の
虐
殺
を
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
と
し
て
国
連
も
介
入
を
求
め
な
が
ら
国
際
社
会

は
こ
れ
を
等
閑
視
し
た
と
い
う
、
不
作
為
責
任
こ

そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
保
護
の
責
任
を

濫
用
し
て
他
国
に
介
入
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ

と
に
議
論
が
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
感

も
否
め
な
い
。
ま
し
て
や
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
当

の
人
々
、
つ
ま
り
は
難
民
・
避
難
民
を
国
際
的
に

保
護
す
る
法
的
枠
組
み
と
し
て
の
、
難
民
条
約
の

改
正
な
ど
の
議
論
に
は
結
晶
し
て
い
な
い
こ
と
も

問
題
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

●
包
括
的
平
和
構
築

二
○
○
五
年
の
国
連
首
脳
会
議
の
決
議
に
基
づ

き
、
同
年
一
二
月
に
は
国
連
平
和
構
築
委
員
会
が

設
置
さ
れ
た
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
が
重
要
課
題

の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
の
「
平
和
構
築
」

は
、
も
と
も
と
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
試
行
錯
誤
に
よ
る

発
展
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
。
当
時
の
国
連
事
務
総

長
の
ガ
リ
氏
が
、
一
九
九
二
年
に
「
平
和
へ
の
課

題
」
と
い
う
小
冊
子
に
お
い
て
、
冷
戦
後
の
国
連

強
化
の
た
め
の
提
言
と
し
て
、
予
防
外
交
、
平
和

創
造
、
平
和
維
持
、
紛
争
後
の
平
和
構
築
、
地
域

機
関
と
の
協
力
な
ど
を
挙
げ
た
。
こ
こ
で
は
、
平

和
構
築
は
停
戦
を
実
現
す
る
平
和
創
造
、
停
戦
を

維
持
す
る
平
和
維
持
に
対
し
て
、
紛
争
後
（
あ
る

い
は
平
和
維
持
活
動
の
後
）
の
復
興
か
ら
平
和
の

定
着
に
至
る
段
階
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、

紛
争
後
の
平
和
構
築
は
、
紛
争
の
再
発
防
止
と
い

う
紛
争
予
防
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
紛
争
が
再
燃

す
れ
ば
こ
れ
を
調
停
し
て
武
力
衝
突
を
収
め
、
停

戦
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
実
質
上
含
む
こ

と
に
な
る
。

国
連
カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構
（
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ

Ｃ
）
以
降
冷
戦
後
の
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
発
展
と
挫
折

の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開

発
機
構
）
の
Ｄ
Ａ
Ｃ
（
開
発
援
助
委
員
会
）
は
、

ガ
リ
氏
が
指
摘
し
た
こ
れ
ら
一
連
の
活
動
を
包
括

す
る
平
和
構
築
概
念
を
採
用
し
、
開
発
援
助
の
目

的
は
、「
法
の
支
配
の
強
化
」
と
「
民
主
化
プ
ロ

セ
ス
へ
の
一
般
市
民
の
参
加
」
の
促
進
で
あ
る
と

し
て
、
平
和
構
築
を
「
人
間
の
安
全
保
障
の
た
め

人間の安全保障

人
間
開
発

積
極
的
平
和

図 1
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の
持
続
可
能
な
環
境
を
作
る
手
段
で
あ
る
」
と
定

義
し
て
い
る
。
二
○
○
三
年
に
こ
れ
ら
の
議
論
を

総
括
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
紛
争
予
防
を
中

心
的
な
課
題
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
ビ
ジ
ネ
ス

な
ど
の
新
た
な
観
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
国

連
も
二
○
○
○
年
に
発
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ

ヒ
ミ
・
レ
ポ
ー
ト
に
よ
り
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
役
割
強
化

の
た
め
、
紛
争
予
防
の
強
化
、
平
和
維
持
と
平
和

構
築
の
不
可
分
性
の
認
識
、「
法
の
支
配
」
の
強

化
な
ど
を
提
唱
し
、
平
和
構
築
を
包
括
的
に
捉
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
、
平
和
構
築
の

概
念
は
、
開
発
援
助
と
の
連
携
を
一
層
図
っ
て
武

力
紛
争
の
予
防
を
射
程
に
入
れ
た
包
括
的
な
も
の

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
平
和
構
築
は
人
間
の

安
全
保
障
の
た
め
の
手
段
だ
と
し
て
も
、
平
和
構

築
を
優
先
す
る
あ
ま
り
人
間
の
安
全
保
障
を
犠
牲

に
す
る
こ
と
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
人
間
の
安
全
保
障
を
通
じ
た
平
和
構
築
を
目

指
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
人
間
の
安
全
保
障
に
よ
る
人
間
の
安
全
保

障
の
た
め
の
平
和
構
築
支
援
を
論
ず
る
に
は
、
こ

れ
ま
で
の
開
発
研
究
を
土
台
に
、
当
面
以
下
の
四

つ
の
研
究
分
野
が
想
定
で
き
よ
う
。
①
社
会
に
は

当
然
存
在
す
べ
き
紛
争
を
暴
力
に
よ
ら
ず
に
処
理

す
る
た
め
の
民
主
的
政
治
プ
ロ
セ
ス
と
、
正
義
の

実
現
の
た
め
の
法
の
支
配
と
し
て
の
紛
争
管
理
ガ

バ
ナ
ン
ス
、
②
貧
富
の
格
差
や
社
会
的
差
別
な
ど

の
紛
争
の
要
因
を
探
求
し
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
た

め
の
経
済
・
社
会
開
発
、
③
紛
争
中
の
避
難
民
へ

の
医
療
、
食
料
、
テ
ン
ト
な
ど
の
救
命
援
助
、
お

よ
び
紛
争
直
後
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
人
道
・

復
興
援
助
、
さ
ら
に
④
長
期
的
な
視
点
か
ら
平
和

の
定
着
、
永
続
化
の
た
め
の
和
解
や
相
互
理
解
を

醸
成
し
、
暴
力
的
紛
争
を
予
防
す
る
人
文
・
教
育

分
野
に
焦
点
を
当
て
た
予
防
開
発
で
あ
る
人
間
開

発
。
こ
れ
ら
四
分
野
は
、
現
実
に
は
連
続
し
、
相

互
に
重
な
り
あ
い
、
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
総
合

し
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
（
図
２
参
照
）。

た
と
え
ば
、「
民
主
主
義
」
と
「
法
の
支
配
」

は
紛
争
を
非
暴
力
で
処
理
す
る
制
度
だ
が
、
同
時

に
紛
争
の
要
因
で
あ
る
差
別
や
抑
圧
と
い
う
人
権

侵
害
を
是
正
し
、
人
権
を
伸
長
す
る
た
め
の
制
度

的
保
障
で
も
あ
る
。
暴
力
的
紛
争
で
こ
れ
ら
の
制

度
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
、
正
義
は
復
讐
に
読
み

替
え
ら
れ
、
復
讐
の
応
酬
と
い
う
「
暴
力
の
悪
循

環
」
を
生
む
。
こ
れ
を
断
ち
切
っ
て
「
平
和
の
好

循
環
」
に
転
じ
る
た
め
に
は
、
責
任
者
を
処
罰
す

る
裁
判
と
い
う
応
報
的
正
義
と
、
同
時
に
許
し
合

う
こ
と
を
通
じ
た
和
解
に
よ
る
回
復
的
正
義
と
い

う
両
輪
を
駆
使
し
た
紛
争
の
非
暴
力
的
処
理
制
度

復
興
た
め
の
展
望
、
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
（
移
行
期
正
義
）
の
課
題

が
あ
る
。
こ
れ
は
暴
力
的
で
抑
圧
的
な
紛
争
社
会

の
構
造
を
非
暴
力
的
に
解
体
し
、
新
た
な
制
度
構

築
と
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
自
律
と
協
力
を
促
進
す

る
と
い
う
人
間
開
発
に
連
な
る
総
合
的
な
課
題
で

あ
る
。

●
「
法
と
開
発
」
研
究
の
新
た
な
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
し
て
の
人
間
の
安
全
保

障こ
れ
ら
の
四
つ
の
研
究
分
野
は
、
従
来
の
開
発

研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
と
拡
大
を
迫
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
開
発
パ
ラ

ダ
イ
ム
は
平
時
を
前
提
と
し
て
お
り
、
紛
争
へ
の

十
分
な
配
慮
を
欠
い
て
い
た
。
社
会
あ
る
と
こ
ろ

紛
争
あ
り
。
紛
争
が
暴
力
化
し
て
武
力
紛
争
と
し

て
顕
在
化
し
て
い
な
く
と
も
社
会
に
は
潜
在
的
な

紛
争
が
存
在
し
て
い
る
。
ケ
ネ
ス
・
ボ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
は
「
紛
争
の
一
般
理
論
」
で
、
あ
ら
ゆ
る
社

会
科
学
は
紛
争
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
。
開
発
が

反
面
破
壊
を
伴
う
動
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
紛
争
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
い

え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
①
、
③
お
よ
び
④
の
各
分

野
は
、
開
発
の
対
象
と
な
る
社
会
に
紛
争
の
観
点

を
盛
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
②
の
分
野

の
武
力
紛
争
中
お
よ
び
そ
の
直
後
の
人
道
・
復
興

支
援
は
、
従
来
難
民
の
保
護
の
課
題
と
は
さ
れ
て

も
、
開
発
の
課
題
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
武
力
紛
争
は
平
時
の
社
会
に
潜
在
し
て
い

た
紛
争
が
暴
力
化
し
て
噴
出
し
た
も
の
で
あ
り
、

紛
争
時
と
平
時
は
連
続
し
た
社
会
の
一
面
で
あ
り
、

開
発
が
社
会
変
容
の
動
因
と
な
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
紛
争
時
の
社
会
を
度
外
視
し
て
開
発
を
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
紛
争
と
難
民
を
開
発
の
課
題
か
ら
除
外
す
る
こ

と
は
、
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
法
と
開
発
」
研
究
は
開
発
に
お
け
る
法
の
役

割
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
開
発
の
手

段
と
し
て
近
代
法
の
移
植
の
観
点
か
ら
発
展
途
上

国
に
お
け
る
「
法
」
と
「
開
発
」
の
関
係
を
中
心

に
行
わ
れ
て
き
た
。
上
述
の
と
お
り
、
開
発
研
究

と
紛
争
・
平
和
研
究
の
発
展
が
、
両
分
野
を
横
断

①紛争管理
ガバナンス

②経済・社会開発

④人間開発

③人道・復興支援
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す
る
人
間
の
安
全
保
障
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
生

み
出
し
た
の
に
応
じ
て
、「
法
と
開
発
」
研
究
も

変
化
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
民
国
家
を
前
提
と

す
る
国
内
法
と
国
際
法
の
二
分
法
的
な
思
考
に
対

し
て
、
新
た
な
法
分
野
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ー
と
い
う
分
野
の
生
成
が

促
進
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
難
民
の
保

護
と
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
能
力
強
化
）
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
現
在
の
難
民
条
約
の
見
直
し

が
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
法
上
保

護
す
べ
き
「
難
民
」
を
、
冷
戦
期
の
政
治
的
難
民

か
ら
、
紛
争
か
ら
逃
れ
る
避
難
民
、
経
済
的
な
困

窮
・
貧
困
か
ら
逃
れ
る
移
動
民
・
移
民
、
環
境
破

壊
か
ら
逃
れ
る
避
難
民
な
ど
、
人
間
の
安
全
保
障

概
念
で
保
護
す
べ
き
人
々
を
ど
こ
ま
で
拡
大
す
る

か
、
ま
た
保
護
の
担
い
手
と
し
て
国
家
や
国
際
機

関
ば
か
り
で
な
く
、
国
際
社
会
の
新
た
な
ア
ク
タ

ー
と
し
て
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
市
民
社
会
や
多
国
籍

企
業
な
ど
が
「
保
護
の
責
任
」
を
担
う
に
は
ど
の

よ
う
な
規
範
を
形
成
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い

る
。
一
九
九
九
年
に
ア
ナ
ン
前
国
連
事
務
総
長
に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ

ク
ト
」
に
よ
る
企
業
行
動
規
範
と
し
て
の
い
わ
ゆ

る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
が
生
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
途
上
国
の
国
内
法
制
度
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
ま
で
の
市
場
経
済
法
の
移
植
と
い
う
こ
と
か
ら
、

平
和
構
築
に
必
要
な
法
の
支
配
の
確
立
と
い
う
課

題
と
し
て
、
法
制
度
を
ど
の
よ
う
に
作
っ
て
い
く

か
も
問
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
暴
力
に
よ
る
支

配
」
か
ら
「
法
の
支
配
」
へ
ど
の
よ
う
に
移
行
し

て
い
く
か
と
い
う
上
述
の
移
行
期
正
義
の
課
題
で

あ
る
。
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
反
す
る
罪
、
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
罪
な
ど
を
裁
く
、
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁

判
所
や
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
の
よ
う
な
臨

時
の
国
際
裁
判
所
か
ら
、
常
設
の
国
際
刑
事
裁
判

所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
設
置
が
実
現
し
た
。
こ
れ
ら
の

国
際
犯
罪
に
対
し
て
普
遍
的
な
管
轄
権
を
も
つ
Ｉ

Ｃ
Ｃ
の
出
現
は
、
国
家
主
権
が
相
対
化
さ
れ
て
き

た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
普
遍
的

管
轄
権
は
、
国
内
裁
判
所
が
機
能
し
な
い
場
合
に

管
轄
を
も
つ
と
い
う
補
完
的
な
管
轄
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
、
各
国
の
刑
事
法
制
度
と
そ
の
運
用

に
対
す
る
影
響
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
判
例
ば
か
り
で
な
く
、
国
内
裁
判
所
の
判
例
が
、

国
境
を
越
え
て
規
範
化
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
、

こ
こ
に
最
も
国
家
主
権
を
体
現
す
る
と
考
え
ら
れ

た
刑
事
法
制
度
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
が
始

ま
っ
た
と
い
え
る
。

他
方
、
紛
争
の
構
造
要
因
の
一
つ
と
も
な
る
貧

富
の
格
差
と
の
関
係
で
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目

標
（
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
が
二
○
一
五
年
ま
で
に
絶
対
的

貧
困
の
半
減
を
目
指
す
目
標
を
設
定
し
て
い
る
。

絶
対
的
貧
困
そ
れ
自
体
、
生
存
に
関
わ
る
脅
威
と

し
て
人
間
の
安
全
保
障
の
課
題
で
あ
る
と
同
時
に

構
造
的
な
暴
力
の
結
果
と
い
う
観
点
か
ら
は
平
和

構
築
の
課
題
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
法

的
観
点
か
ら
は
、
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
人

権
の
問
題
と
し
て
「
法
と
開
発
」
の
研
究
対
象
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
開
発
に
お
け
る
権
利
の
問
題

は
、
一
九
八
○
年
代
に
連
帯
の
権
利
と
い
う
第
三

世
代
の
人
権
と
し
て
議
論
さ
れ
た
「
発
展
の
権

利
」
の
宣
言
を
想
起
さ
せ
る
。
当
時
先
進
国
に
よ

っ
て
一
蹴
さ
れ
た
こ
の
権
利
の
主
張
は
、
最
近
、

権
利
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
再
評
価
さ
れ

て
き
て
い
る
よ
う
で
、
人
間
の
安
全
保
障
、
保
護

す
る
責
任
に
対
応
す
る
規
範
の
発
展
、
す
な
わ
ち

貧
困
層
の
人
権
の
伸
長
と
い
う
観
点
と
し
て
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
開
発
援
助
に
関
す

る
個
人
の
権
利
と
し
て
発
展
の
権
利
を
再
定
義
で

き
れ
ば
、
こ
れ
も
国
境
を
越
え
た
法
規
範
の
問
題

と
し
て
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
法
分
野
の
生
成

と
い
え
る
。

人
間
の
安
全
保
障
の
た
め
の
「
法
と
開
発
」
研

究
は
、
こ
の
よ
う
に
法
と
開
発
に
跨
る
研
究
に
新

た
な
領
域
を
提
示
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
実
は
、
そ

の
質
的
な
面
、
す
な
わ
ち
比
較
法
学
、
法
社
会
学
、

法
人
類
学
な
ど
の
方
法
論
的
な
理
論
枠
組
み
に
も

影
響
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
法
と
開
発
」

研
究
は
、
国
家
法
と
い
う
一
元
論
的
な
法
認
識
か

ら
、
地
域
固
有
の
慣
習
法
を
視
野
に
入
れ
た
、
法

多
元
主
義
へ
の
転
換
を
迫
っ
た
が
、
こ
の
認
識
を

さ
ら
に
深
め
る
た
め
の
「
人
間
」
と
、
そ
の
生
活

の
場
と
し
て
の
「
地
域
」
へ
の
よ
り
深
い
研
究
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
心
理
学
や
歴
史
学
、

地
理
学
な
ど
の
基
礎
的
な
学
問
領
域
も
動
員
し
た

新
た
な
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
よ
る
途
上
国
や
先
進
国
と
い
う
枠
組
み
、
さ

ら
に
は
国
家
と
い
う
近
代
の
認
識
枠
組
み
を
超
え

た
、
人
々
の
法
意
識
、
規
範
意
識
と
「
安
全
」
感

の
解
明
の
た
め
の
地
域
研
究
と
の
よ
り
密
接
な
連

携
が
重
要
と
な
ろ
う
。

（ 

さ
と
う　

や
す
の
ぶ
／
東
京
大
学
大
学
院
総

合
文
化
研
究
科
教
授
）
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