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日
本
国
際
政
治
学
会
編

『国
際
政
治
』
第
1
4
9
号

「
周
縁
か
ら
の
国
際
政
治
」
(二
〇
〇
七
年

一
一
月
)

「
子
ど
も

の
権
利
」
と
新
た
な
国
際
秩
序

の
模
索

―
子
ど
も
時
代
に
暴
力
や
搾
取
に
あ

っ
た
人
び
と

の
行
為
主
体
性
―

勝

間

靖

は

じ

め

に

本
稿
は
、
途
上
国
で

「
子
ど
も
時
代

に
暴
力

や
搾
取

に
あ

っ
た
人
び
と
」

に

焦
点
を
絞
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と

は
、
国
際
政
治

に
お

い
て
最
も

「
周
縁
」

に

位
置
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
の
第

一
の
理
由
は
、
自
明

の
こ
と
だ
が
、
国
際

政
治
が
国
家
を
主

た
る
行
為
主
体
と
し
た
体
系
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
国
際
政
治

シ
ス
テ
ム
は
、
大
国
を
中
心
と
し

て
形
成
さ
れ
て

い
る
。
大

国
の

多

く
は
経
済
的

に
豊

か
な
先
進
国

で
あ
り
、
途
上
国
と

の
比
較

で
は
相
対
的

に

人
権
も
保
障

さ
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
人
権
は
国
内

問
題
と

し
て
捉
え
ら
れ

る
傾
向

が
あ

る
た

め
、
内
政
不
干
渉
と

い
う
原
則
か
ら
、
途

上
国
で

「
子
ど
も

時

代
に
暴
力

や
搾
取

に
あ

っ
た
人
び
と
」

の
人
権

問
題
は
、
国
際
政
治

に
お
け

る
主

要
な
関
心
事
と
な
り

に
く

い
。

そ
の
反
面
、
と
く

に

一
九
四
八
年

の

『世
界
人
権
宣

言
』
以
降
、
人
権
を
国

際
的

に
保
障
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
強
ま

っ
て

い
る
。

国
際
連
合

(国
連
)
を

中
心
と
し
た
国
際
機
構
に
お

い
て
、
人
権

の
国
際
的
保
障

へ
向
け
た
規
範

や
制

度

が
形
成
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
六
年

の
国
連
総
会
決
議

に
よ

っ
て

総
会

の
下
部
機
関
と
し
て
ジ

ュ
ネ

ー
ブ
に
設
置
さ
れ
た
人
権
理
事
会

で
は
、
各

国

の
人
権
状
況
に

つ
い
て
普

遍
的
で
定
期
的
な

レ
ビ

ユ
ー
も
行
う

こ
と

に
な

っ

た
。

こ
う
し
た

国
際
人
権

の
規
範

や
制
度

に
つ
い
て
は
、
国
際
機
構

の
加
盟
国

で
あ

る
国
家
だ
け
で
な
く
、
N
G
O
と

い

っ
た
非
国
家
的
な
行
為
主
体

が
大
き

な
影
響
力
を
持

つ
よ
う

に
な

っ
て
き

て
い
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず

、
こ
う

し
た
人
権

の
国
際
的
保
障

へ
の
取
組

み
に
お

い

て
も
、
「
子
ど
も
」
や

「
女
性
」
と

い

っ
た
家
族

の
な
か

で
弱

い
立
場
に
置

か
れ

た
人
び
と
は
、
こ
れ
ま

で

「周
縁
」

に
置
か
れ

て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
家
族
と

い
う
私
的
な
生
活
領
域

に

「自
律
性
」
を
認
め
、
そ

の
な
か
に
あ

る
権
力
関
係

に

つ
い
て
は
干
渉

し
な

い
と

い
う
発
想
が
あ

っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う

。
し
か
し
、

子
ど
も

へ
の
虐
待

や
配
偶
者

へ
の
暴
力
と

い

っ
た
問
題
は
先
進
国

で
も
顕
著
化

し

て
お
り
、
家
族

の
な

か
の

「
弱
者
」

の
人
権
に

つ
い
て
国
際
的

に
保
障
す
る
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よ
う

に
な

っ
て
き
た
。
例
え

ば
、

『児
童

の
権
利

に
関
す

る
条
約

(子
ど
も

の

権

利
条

約
)
』
が
八
九
年

に
国
連

総
会

で
採
択
さ
れ

て
お
り

、
児
童

の
権
利
委

員
会

が
政
府
報
告
書
を
審
査
す
る
ほ
か
、
国
連

児
童
基
金

(
ユ
ニ
セ
フ
)
が

こ

の

「子
ど
も

の
権
利
」

の
実
現

へ
向
け
て
活
動

し
て

い
る
。

こ
う

し
た
動
き
は
、
子
ど
も
を
保

護

の
客
体
と
す

る

「保
護

主
義

」
か
ら
、

子
ど
も
を
権
利

の
主
体
と
し

て
捉
え
る

「解
放
主
義
」

へ
の
転
換
だ
と
も
言
え

る

(太

田

二
〇
〇
六
)
。

つ
ま
り

、
家
族
内

に
お

い
て
は
父
母

が
自

分

の
子

ど
も
を
保

護
す
る
も

の
と
想
定

さ
れ
た
が
、
子
ど
も

へ
の
虐
待

が

「
し

つ
け
」

と

い
う
名

の
下
に
正
当
化
さ

れ
る
な

ど
、
「保

護
主
義
」

の
限
界

が
指
摘

さ
れ

て
き
た
。
同
時
に
、
虐
待
を
受

け
た
子
ど
も

は
、
自
分

の
置
か
れ

て
き
た
状
況

を
問
題
と

し
て
認
識
す
る
よ
う

に
な

る
。
「解
放

主
義
」
と

い
う
新

し

い
視
角

は
、
子
ど
も
に
自
ら
を

守
る
た
め
の
権

利
を
与
え
、
子
ど
も
を
保
護

の
客
体

か

ら
権
利

の
主
体

へ
と
捉
え
直
す

こ
と

に
繋

が

っ
た
。

こ
う
し
た
法
政
策

の
転
換

の
結
果
、
『子
ど
も

の
権
利
条
約
』
に
よ

っ
て
、
子
ど
も

は
国
際
法
上

の
権
利
主

体
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
国
家

が
履

行
義
務
を
果

た
さ
な

い
場
合

に
は
、
国
際
政
治

に
お
け
る
行
為
主
体
と
し

て
、

子
ど
も
が
自
分

の
権

利
を
行
使

し
、
国
際
的
な
規
範

の
発
展
や
そ

の
国
内
的
実

施
に
貢
献
す
る
可
能
性

が
創
り
出

さ
れ
た
と
も
言
え
る
。

社
会
や
家
族
の
な

か
で
弱

い
立
場

に
置
か
れ
た

「
子
ど
も
時
代
に
暴
力

や
搾

取
に
あ

っ
た
人
び
と
」
を
、
国
際
政
治

に
お
け
る
行
為
主
体

と
し
て
捉
え

る
こ

と
は
可
能

だ
ろ
う

か
、
と

い
う

の
が
本
稿

の
問
題
提
起
で
あ

る
。
よ
り
具
体
的

に
言
え
ば
、
第

一
の
問

い
は
、
途
上
国

に
お

い
て
貧

困
に
苦

し
み
、
子
ど
も
時

代

に
暴
力

や
搾
取

に
あ

っ
た
人
び
と
は
、
当
事
者
と

し
て

「
子
ど
も

の
権

利
」

に
関
す

る
国
際
的
規
範

の
発
展
に
貢
献

で
き

る
の
だ

ろ
う
か
、
と

い
う
こ
と
で

あ

る
。
そ
し

て
第

二
は
、
特
定

の
政
府

が

「子
ど
も

の
権
利
」

の
国
内

的
実
施

に
つ
い
て
真
摯
に
取
り
組
ま
な

い
場
合
、
当
事
者
は
、
国
際
N
G
O
や
外

国
政

府
と

い

っ
た
国
外

の
行
為
主
体
と
連
携
し

て
、
当
該
政
府
に
対
し
て
影
響
力
を

行
使

で
き
る
か
、
と

い
う
問

い
で
あ

る
。

以
下

で
は
、
「
子
ど
も
時

代
に
暴
力
や
搾
取

に
あ

っ
た
人
び
と
」

の
な
か

で

も
、
近
年
、

『子
ど
も

の
権

利
条
約
』

と

の
関
連

に
お

い
て
国
際

的
な
規
範

の

発
展
が
顕
著

で
あ

る
、
商
業
的
な
性
的
搾
取
に
遭

っ
た
子
ど
も

の
権
利

に

つ
い

て
議
論

す
る
。

ま
ず

、
第

一
の
問

い
に
答
え
る
た
め
に
、
当
事
者

が
国
際
的
規
範

へ
貢
献
し

た
事

例
を
取
り
上
げ

る
。
そ
し
て
、
「
周
縁
」
に
置
か
れ
た
当
事
者

が
、
国
際

政
治

の
舞
台

で
規
範
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
示
す
。
第

二
の
問

い
に

つ
い
て
は
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
の
事

例
を
取
り
上
げ

る
。
政
府
が
商
業
的
性
的

搾
取

に
遭

っ
た
子
ど
も
を
積
極
的
に
保
護

し
な

い
と
き
、

い
か

に
子
ど
も

の
権

利

の
実

現
を
求

め
る
こ
と
が

で
き

る
か
。
従
来

の
発
想

で
は
、

『子
ど
も

の
権

利
条
約
』
を
署
名

・
批
准
し
て

い
る
カ
ン
ボ
ジ

ア
政
府

に
対
し

て
、
そ

の
国
内

的
実
施

に
真
摯
に
取
り
組
む
よ
う

、
国
際
社
会
が
国
連
な
ど

の
国
際
機
構

を
通

し

て
働
き
か
け
る
と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
当
事
者

が

中
心
と
な

っ
た
N
G
O
が
、
欧
州
議
会

や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府

と
連
携

し
な

が
ら
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
政
府

へ
影
響
力
を
行
使
し
た
こ
と
に
注
目
し
た

い
。

こ
こ

で
、
本
稿

で
使

わ
れ
る
用
語

に
つ
い
て
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
ま

ず
、
「
当
事
者
」

の
定
義

で
あ
る
。
「
ニ
ー
ズ
を
主
張
す

る
人

々
」

(
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー

二
〇
〇
七
)

に
加
え

て
、
「
代
わ
り
に

ニ
ー
ズ
を
主
張
す

る
人
た
ち
」



158

(中
西

・
上
野

二
〇
〇
三
)
と

い

っ
た
定
義
も
見
ら

れ
る
。
そ
う

し
た
定
義

を
参
照
し
な

が
ら
、
こ
こ
で

の
当
事
者

の
定
義
と

し
て
、
ま
ず

、
「
侵
害

さ
れ

た
子
ど
も

の
権

利

の
実

現
を
主
張
す
る
人
び
と
」
を
採
用
す

る
。

こ
の
第

一
の

定
義

で
は

、
「
子
ど
も

時
代
に
暴
力

や
搾
取

に
あ

っ
た
人
び
と
」
や
、
そ

の
集

合
体
が
、
侵
害

さ
れ
た
権

利
の
実
現
を
主
張
す
る
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
し
か

し
、
子
ど
も

の
発
達
段

階
に
よ

っ
て
、
あ
る

い
は
子
ど
も
が
困
難
な
状
況

に
置

か
れ

て
い
る
と
き
、
自

ら
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
が
難
し

い
場
合
も
あ

る
。
そ

こ
で
、

『子

ど
も

の
権

利
条
約
』

の
第
三
条

に
あ

る

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益

」
の
原
則

に
鑑
み
て
、
当
事
者
の
第

二
の

定
義
と
し

て
「
権
利
を

侵
害

さ
れ
た
子
ど
も

の
最
善

の
利
益

の
た
め
に
主
張
す

る
保
護
者
や
組
織
」
を
採

用
し
て
お
き
た

い
。
子
ど
も
が
権
利
を
行
使

し
よ
う

と
す

る
際

に
、
通
常
は
、
父
母
や
法
定
保
護
者
な
ど
が
、
子
ど
も
の
発
達

し

つ

つ
あ

る
能
力

に
合
わ
せ
て
指
導

す
る
こ
と

に
な

る
。
し
か
し
、
例
え
ば

、
父
母

が
子
ど
も
を
虐
待
す
る
場
合
、
N
G
O
と

い
っ
た
第
三
者
が

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」

の
原
則
に
基
づ

い
て
主
張
す

る
こ
と
も
想
定

で
き
る
。

文
頭

で
述

べ
た
よ
う
に
、
暴
力
や
搾
取

に
よ

っ
て

「
子
ど
も

の
権

利
」

の
侵

害

に
遭

っ
た
当
事
者
が
単
に
犠
牲
者
と

し
て
終
わ
ら
ず
、
新
し

い
問
題
意
識
と

主
体
性
を
獲
得
し

て
、
現
状
に
挑
戦
し
社
会
を
変
革
す

る
人
び
と
と
し
て
登
場

す

る
こ
と
は
、
決
し

て
珍
し

い
現
象

で
は
な
く
な

っ
て
き

て
い
る
。
な
か
で
も

事
態

の
告
発

や
現
状
変
革
に

つ
い
て
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
執
る

こ
と

の
で
き

る

者
を

、
従
来

に
は
な
か

っ
た
形
で

の
国
際
政
治

に
お
け

る
行
為
主
体
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
あ
る

い
は
そ
の
よ
う

に
捉
え
な
け
れ
ば
現
代

国
際
政
治

に
お
け

る
新
た
な
主
体
を
認
識
し
損

な
う

の
で
は
な

い
か
と
さ
え

考

え

て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
の
多
く

が
、
当
事
者

の
視
点
に

立

っ
た

N
G
O
を
設
立
す

る
な
ど
し

て
、
「
子
ど
も

の
権

利
」
と

い
う
規
範

に

基
づ

い
て
影
響
力
を
行
使
す

る
た
め

の
組
織
化
を
進

め
る
現
象
が
観
察
さ
れ

て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
子
ど
も

の
権
利
」
を

侵
害

さ
れ
た
当
事
者
と
、

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益

」
を

代
表
し
た

N
G
O
を
、
新
た
な

国
際
秩

序
を
形

成
す
る
担

い
手
と

し
て
積
極
的

に
評
価
す
る
こ
と
が
、
国
際
政
治

の
理
論
的
な

再
構
築
に
と

っ
て
非
常

に
重
要
な
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ

て
、
こ
の
新
た
な
主

体

の
形
成

に
と

っ
て
重

要
な
役
割

を
果
た

し
て

い

る
N
G
O
で
あ
る
が
、
こ

の
用
語
は
、
非

政
府
組
織

の
略

称
と

し
て

一
般

的
に
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
非
政
府
と

い
う
だ
け

で
な

く
、
民
間
非
営

利
組
織

ま
た
は
民
間
公
益
団
体
と
も

い
う

べ
き
も

の
で
あ
る
。

『国
際
政
治
』

の
特
集
号
と
し

て

『非
国
家
的
行
為
体
と
国
際
関
係
』

(五
九
号

、

一
九
七
八
年
)
や

『
国
際
的
行
為
主
体

の
再
検
討
』
(
一
一
九
号
、

一
九
九
八
年

)

が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
日
本

国
際
政
治
学
会

に
お

い
て
も
国
際
政
治

や
国
際
関

係

に
お
け
る
比
較
的
新
し

い
行
為
主
体
と

し
て
N
G
O
が
論
じ
ら
れ

て
き
た
。

国
際
的
な

レ
ベ
ル
に
お

い
て
顕
著
な
影
響
力
を
持

つ
N
G
O
に

つ
い
て
は
、
国

際

N
G
O

(
I
N
G
O

:

と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

ま

た
、
「
子
ど
も
」
と

い
う
概
念
自
体
も
改

め
て
検

討
し
直
さ
な
く

て
は
な

ら
な

い
が
、
国
際
的
な
規
範
を
参
照
す

る
と
、

『子
ど
も

の
権
利
条
約
』

一
条

が

一
八
歳
未
満
と
定
義
し

て
お
り
、
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
採
用
す
る
。
こ

の
条
約

は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

ソ
マ
リ
ア
を

除

い
た
世
界

の
す

べ
て
の
国
が
締
約
国

と
な

っ
て
お
り
、
国
際
人
権
条
約

の
な
か
で
も
最
も
普
遍
性

の
高

い
も

の
で
あ
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る
。
そ
の
三
四
条
と

三
五
条
は
、
子
ど
も

の
性
的
搾
取
と
人
身
売
買
を
禁
止
し

て
い
る
。
の
ち

に
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
子
ど
も

の
権
利
」
と

い
う
国
際
的

規
範
は

、
そ
の
後

の
選
択
議

定
書

や
法

的
拘
束
力
を

持
た
な

い
宣
言
な

ど
に

よ

っ
て
、
さ
ら
に
発
展
し

て
き
た
。

国
際
社
会

に
お
け

る
伝
統
的
な
行
為
主
体

で
あ

る
国
家
が
圧
倒
的

に
支
持
し

て

い
る

「子
ど
も

の
権
利
」
を
例
に
と

っ
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
規
範
が
形
成
さ

れ
、
国
際
人
権

保
障

の
実

践
的
な
場
面

で
力
を
発
揮

し

て
き

て

い
る
。
し

か

し
、

そ
れ
が
途
上
国

に
お
け
る

「
子
ど
も

の
権
利
」
を
ど

こ
ま

で
実
現
で
き
て

い
る
か
を
考
え

る
と
、
人
権
が
十
分
に
保
障

さ
れ
た
世
界
を
築
く
ま
で

の
道

の

り
は
ま
だ
ま
だ
遠

い
と
言
え
る
。
そ
の

一
つ
の
理
由
は
、
国
際
法

の
分
野
で
は

よ
く
指
摘

さ
れ
る
点
だ
が
、
条
約
が
国
際
法
上

の
拘
束

力
を
持

つ
と
し

て
も

、

そ
の
国
内

に
お
け
る
具
体
的
な
実
施
は
非
常

に
限
ら
れ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
国
際
社
会
は
、
義
務
を
履
行
し
な

い
国

に
対
し

て
、
国
際
機
構
を

通
し

て
監
視
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
強
制
執
行
す
る

メ
カ

ニ
ズ

ム
を
持

た
な

い
。

そ
の
た
め
、
生
命

の
安
全
を
確
保
す

る
と

い

っ
た
緊
急
性
を
伴
う

人
道

や

人
権

の
分
野

に
お

い
て
は
、
致
命
的
な
限
界
性
を
示
し
て

い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
限
界
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
主
権
国
家

の
下
に
あ

る
国

内
社
会

で

「
子
ど
も

の
権

利
」

の
実
施
を

促
進
さ

せ
る
た
め

に
、
国
際
社
会

の
さ
ま
ざ

ま
な
行
為
主
体
が
働
き
か
け
、
国
際
政
治
を
構
成
す

る
大
国
を
含
め
た
諸
国
家

や
、
そ
れ
ら

の
集
ま
る
国
際
組
織

が
重
要
な
役
割
を

果
た
す
場
合
も
少
な
く
な

い
。
も
ち

ろ
ん
、
国
際
政
治

に
お

い
て
国
家

が
最
も

重
要
な
行
為
主
体
で
あ

る
こ
と

に
変
わ
り
は
な

い
。
し
か
し
同
時

に
、
国
家

の

み
を
中
心
と
し
た
従
来

か
ら
の
国
際
秩
序
形
成

の
限
界
が
繰
り
返

し
指
摘
さ
れ

て
い
る

の
も
事
実

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
行
為
主
体

の
多
様

化
が
進
む

な
か
、

N
G
O
を
含
め
た
非
国
家
的
な
行
為
主
体

に
よ
る
国
際
秩
序

の
模
索

に
注

目
が
集
ま
り

つ
つ
あ
り
、
大
国
を
含
む
諸

国
家
も

N
G
O
な
ど
が

動
か
す

国
際
世
論

の
動
向

に
は
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
敏
感

に
対
応
す

る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
国
際
政
治

に
関
す
る
こ
れ
ま

で
の
研
究

で
は
、

新

た
な
国
際
秩
序
を
模
索
す

る
過
程

の
な
か

で
、
国
際
政
治

の
最
も

「
周
縁
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
社
会
的
に
弱

い
立
場
に
あ

る
人
び
と

の
役
割
が
十
分
に
検

討

さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な

い
。
こ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
、
「
子
ど
も
時
代

に

暴
力

や
搾

取
に
あ

っ
た
人
び
と
」

に
焦
点
を

絞
り
、
「
子
ど
も

の
権
利

」
と

い

う
国
際
的
規
範

の
発
展
と
そ
の
国
内
的
実
施
を
進
め

る
に
あ
た

っ
て
、
当
事

者

が
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
え

る
か
を
論

じ
る
こ
と
は
、
国
際
政
治
の
議
論
に

お

い
て
重
要
な
意
義

が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
稿

の
構
成
は
以
下
の
通
り

で
あ

る
。
ま
ず
、
第

一
節

で
は
、
子
ど
も

の
商

業
的
な
性
的
搾
取

の
グ

ロ
ー

バ
ル
化

の
現
状
を

分
析

し
た
上

で
、
「
子
ど
も

の

最
善

の
利
益
」
を
代
表

し
た
国
際

N
G
O
の
、
国
際
政
治
に
お
け
る
行
為
主
体

性
を
論
じ
る
。
N
G
O
が
国
際
的
な
影
響
力
を
行
使
し
よ
う

と
す

る
と
き

、
大

き
く
分
け
て
二

つ
の
活
動
領
域

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(勝
間

一
九
九

八
)
。

一
つ
は
、
国
際
会
議
な
ど

に
お
け

る
国
際
的
規
範

の
発
展
の
過
程

に
対

し
て
影

響
力
を
行
使
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
二

つ
目
の
領
域

は
、
特
定

の
国
を

対
象
と
し
た
活
動

で
あ

る
。
国
際
的
な
連
携
を
模
索

し
な
が
ら
、
特
定

の
国

に

対
す
る
影
響
力
を
行
使
し

て
い
こ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
。

第
二
節

で
は
、
第

一
の
領
域
を
取
り
上
げ
、
国
際

N
G
O
と
国
連
と

の
連
携

を
み
る
。
次

に
、
第
三
節

で
は
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
事
例

か
ら
、
政
府
が

「
子
ど
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も

の
権

利
」

の
国
内
的
実
施

に
つ
い
て
真
摯
に
取
り
組
ま
な

い
場
合
、
当
事
者

は
、
国
際

N
G
O
や
外
国
政
府
と

い
っ
た
国
外

の
行
為
主
体
と
連
携
し
て
、
当

該

政
府

に
対

し

て
影
響
力

を
行
使
す

る
こ
と
が

で
き
る

こ
と

を
示
す
。
最
後

に
、
第

四
節

で
は
、
こ
う

い
っ
た
動
き

が
、
東
南

ア
ジ

ア
に
お
け
る
新

た
な
国

際
秩
序

の
模
索
に
繋
が

っ
て

い
る
こ
と
を
論
じ
た

い
。

一

子
ど
も
の
商
業
的
な
性
的
搾
取
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

『世
界
人
権
宣
言
』
以
降
、
国
連
を
中
心
と
し
た
国
際
機
構

に
お

い
て
、
人

権

の
国
際
的
保
障

へ
向
け

た
規
範

や
制
度
が
形
成
さ
れ

て
き

た
。
そ
こ
で
は
、

国
家
だ
け

で
な
く
、

N
G
O
と

い
っ
た
非
国
家
的
行
為
主
体
も
影
響
力
を
持

つ

よ
う

に
な

っ
て
き

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
、
国
際
政
治

の

「
周
縁
」

に

置

か
れ
た

「
子
ど
も
時
代
に
暴
力

や
搾
取

に
あ

っ
た
人
び
と
」

の
役

割
は
あ
ま

り
注
目
さ
れ

て
こ
な
か

っ
た
。
本
節

で
は
、
商
業
的
な
性
的
搾
取
に
遭

っ
た
子

ど
も
と

い
う
当
事

者
が
、
「
子
ど
も

の
権
利
」

に
関
す

る
国
際
的
な
規
範

の
発

展

に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
論
じ

る
。

(1)

国
境
を
超
え
た
子
ど
も

の
性
的
搾
取

グ

ロ
ー

バ
ル
化
が
進
む

な
か
、
現
代

の
奴
隷
制

(
ベ
イ

ル
ズ

二
〇
〇
二
)

と
も
呼

ぶ
べ
き
現
象
が
引
き
起
こ
さ
れ
て

い
る
。
子
ど
も

の
商
業
的
な
性
的
搾

取
も
そ

の

一
つ
の
形
態
だ
と
言
え

る
。
そ
の
具
体

的
な
内
容
と
し

て
、
買
春

、

ポ
ル
ノ
、
性
的
搾
取
な
ど
を
目
的
と

し
た
人
身
売
買
が
含
ま
れ
る
。
子
ど
も
を

対
象
と
し
た
性
的
搾
取

の
大
半

は
依
然
と
し

て
国
内
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の

一

方

、
買
春

ツ
ア
ー
に
象

徴
さ

れ
る
国
際
的
な
搾

取
形
態
も

増
え

る
傾
向

に
あ

る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化

の
潮

流

の
な
か

で
性
産
業

の
特
徴
も
変

わ
り

つ
つ
あ
り
、

そ
れ
に
伴

っ
て
、
国
境
を
超
え
た
子
ど
も

の
商
業
的
な
性
的
搾
取
が
進
ん

で
い

る

(勝
間

二
〇
〇
〇
)
。
こ
の
よ
う

な
現
状
に
お

い
て
、
国
際
政
治

に
お
け

る
対
応
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

第

一
に
、
「
サ
ー
ビ

ス
」

に

つ
い
て
は
、
買
春

す
る
側
だ
け

で
な
く

、
性

的

サ

ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
側
も

国
境
を
超
え

て
活
動
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
先
進

国
か
ら
途
上
国

へ
の
買
春

ツ
ア
ー
に

つ
い
て
は
、
近
年
に
対

策
が
進

ん
で
き

た

も

の
の
、
加
害
者
側

の
計
画
も
ま
す
ま
す
巧
妙
に
な

っ
て
お
り
、
相
変
わ
ら
ず

深
刻
な
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
逆

に
、
途
上
国

の
貧

し

い
女
性

や
子
ど
も
が
半

強
制
的

に
先
進
国

へ
連

れ
て
行
か
れ
る
と

い
う
事
例
も
増
え

て
い
る

。

こ
れ
が
、
後
述
す

る
人
身
売
買

の
顕
著
化
を
も

た
ら
し
た
大
き
な
要

因
と
な

っ
て
い
る
。

第

二
に
、
「
モ
ノ
」
に

つ
い
て
は
、
技
術
進
歩

と
規
制
欠
如

に
よ
り

、
子
ど

も
ポ

ル
ノ
が
急
速
に
広
が

っ
て

い
る
。
初
期

の
段
階

で
は
、
規
制

の
緩

い
途
上

国

で
生
産
さ
れ
た
ビ

デ
オ
が
先
進

国
の
個
人
宅

へ
配
送
さ
れ
る
と

い
う

国
際
問

題
が
摘
発
さ
れ

た

(勝

間

一
九
九
九
)
。
そ

れ
と

同
時
に
、
ビ
デ
オ
機
器

や

デ
ジ
タ
ル

・
カ
メ
ラ
の
普
及

に
よ
り
、
加
害
者
が
自
ら
子
ど
も

ポ
ル
ノ
を
撮
影

す
る
例

が
増
え

て
き
た
。
そ

の
後
、
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
普

及
に
よ

っ
て
、
物

理
的
な
距
離

に
制
約
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
匿
名
性

に
隠

れ
て
、
子
ど
も

の
ポ

ル

ノ
画
像

の
国
際
的
な
取
引
が
拡
大
し
続
け
て

い
る
。

性
産
業
に
お
け
る

「
サ
ー
ビ

ス
」
と

「
モ
ノ
」

が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
背
景

に
、
子
ど
も

の
性

の

「
需
要
」
と

「供
給
」
を
め
ぐ

る
国
際
的
な
取
引
が
求
め

ら
れ

て
い
る
現
状
が
あ

る
。
ま
ず

、
子
ど
も
を
性

の
対
象
と
す
る
顧
客
が
先
進

国
を
中
心
と
し
て
増
え

る
と

い
う

「需
要
」
側

の
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
、
搾
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取
さ
れ
や
す

い
脆
弱
な
立
場

に
あ

る
子
ど
も

が
、
途
上
国

で
増
加
す
る
と

い
う

「
供
給
」
側

の
事
情

が
あ

る

。

グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
潮

流

の
な
か

で
、
こ

の
新

し

い

「
需
要
」
と

「
供
給
」
と

の
間

の
国
境
を
超
え
た

取
引

の
斡
旋
を
通
し
て
、
子
ど
も

の
性

の
商
品
化
が
急
速

に
進
ん
で
き
た
。
そ

こ
に
は
、
国
際
的
な
犯
罪
組
織

の
広
範
な
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
が
介
在

し
て
い
る
。

(2)

ア
ジ

ア
に
お
け
る
子
ど
も
の
人
身
売
買

『国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約

の
人
身
取
引
議
定
書
』

(二
〇
〇
〇
年
)
は
、
人

身
売
買

を
以
下
の
よ
う

に
定
義
し

て
い
る
。

「搾

取
を
目
的
と
し
て
、
脅
迫
、
暴
力
そ

の
他

の
強
要
、
誘
拐

、
詐
欺

、
偽
装
、
権

力
濫
用
、
脆
弱

な
立
場

の
悪
用
、
他
人
を
支
配
で
き
る
人
物

の
合
意
を
得

る
た

め

の
金
銭

や
便
宜

の
授
受
と

い

っ
た
手
段
を
用

い
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
人
を
募

集
、
移
送

・
移
動
し
た
り

、
か
く

ま

っ
た
り
、
受
け
取

る
こ
と

。
搾

取
に
は
、

少
な
く
と
も

、
買
春

に
よ

る
搾
取
や
そ

の
他

の
形
態

の
性
的
搾
取
、
強
制
的
な

労
働

や
奉
仕

、
奴
隷
ま
た
は
奴
隷
と
同
様

の
行
為

、
隷
属
、
ま
た
は
臓
器

の
摘

出
が
含
ま

れ
る
。
」

子
ど
も

の
人
身
売
買

の
多
く
は
国
内
問
題
で
あ

る
。
し

か
し
、
グ

ロ
ー
バ

ル

化
の
な
か
で
、
国
境
を
超
え
る
人
身
売

買
も
増
加

し
て
い
る

(勝
間

二
〇
〇

四
)
。
正
確
な
情
報
は
な

い
が
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省

の
推
定

に
よ
る
と

、

一
年

当
た
り

二
〇
万
人
以
上

の
女
性
や
子
ど
も

が
東
南

ア
ジ

ア
か
ら
連
れ
出
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
は
、
世
界
に
お
け
る
女
性
と

子
ど
も

の
人
身
売
買

の
三
分

の

一
に

当
た

る
と
見
ら
れ

て
い
る

。

ア
ジ

ア
で
は
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
や
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
な
ど
が

「
輸
出
」
国
、
タ
イ

が
通
過
国
、
日
本
な
ど
が

「輸

入
」
国
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。

例
え
ば
、
「輸
出
」
国

の
都
市
部

で
あ

る
プ

ノ
ン
ペ
ン
、
ジ

ャ
カ
ル
タ
、
マ
ニ
ラ

な
ど

に
お

い
て
は
、
稼
ぎ

の

い
い
仕
事
を
求
め
る
子
ど
も
た
ち
が
村
落
部
か
ら

集
め
ら
れ
、
人
身
売
買

の
対
象
と
な

る
場
合
が
多

い
。
カ

ン
ボ
ジ
ア
か
ら

「輸

出
」
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
タ
イ
、

マ
レ
ー
シ

ア
、
台
湾
、
欧
州

、
シ
ン
ガ
ポ

ー

ル
、
香
港
、
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
、
南

ア
フ
リ
カ

へ
人
身
売
買

さ
れ
て
い
る
と
報

告
さ
れ

て
い
る
。
と
く

に
、

メ
コ
ン
河
流
域
に
あ
る
国
に
と

っ
て
は
、
比
較
的

に
経
済
が
成
長
し
た
タ
イ

が
、
売
買
さ
れ
た
子
ど
も

の

「輸

入
」

国
と
し

て
位

置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
し

か
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
タ
イ
に

「輸
入
」
さ
れ

た
あ
と
、
日
本

へ

「輸
出
」
さ
れ
る
と

い
う

よ
う

に
、
売
買

さ
れ
た
子
ど
も
が

タ
イ
を
通
過
す

る
こ
と
も
あ
る
。

人
身
売

買
の
目
的
は
、
性
的
搾
取
だ
け
で
な
く
、
児
童
労
働
も
上
位
を
占
め

る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
場
合
、
性
的
搾
取
の
ほ
か
、
児
童
労
働

や
物
乞

い
を
目
的

と
し
て
、
子
ど
も

が

「
輸
出
」

の
対
象
と

な

っ
て

い
る
。

こ
の
他
、

ラ
オ

ス
や

タ
イ
に
お

い
て
は
麻
薬

の
密
輸
が
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
養
子
が
、
主
た
る
目
的
と

し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る

。

こ

の
地
球
規
模

の
課
題
に
対
し
て
、
各
国

に
お
け

る
対
策
だ
け
で
な
く
、
国

際
的
な
取
組
み
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
同
時

に
、
「
子
ど
も

の
権
利
」
を

侵
害

さ
れ
た
当
事
者

の
な
か
に
は
、
子
ど
も

の
商
業
的
搾
取
に
反
対
す
る
運
動

に
参
加
す

る
者
も
多

い
。

つ
ま
り
、
保
護
さ
れ

る
客
体

で
は
な
く
、
権

利
を
行

使
す

る
主
体
と
し

て
、
自
ら
の
体
験

に
基
づ
き
な
が
ら
、
新
た
な
国
際
秩
序

の

模
索

に
参
加
し

て
い
く

の
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
当
事
者
が
国
際
的
に
活
動
す

る
に
あ
た
り
、
「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
す
る
N
G
O
の
役
割
が
重
要

と
な

っ
て
く
る
。
こ

の
当
事
者
と

N
G
O
と

の
関
係
に

つ
い
て
、
少

な
く
と
も
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二
つ
の
形
態
が
み
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
非
当
事
者
を
中
心
と
し
た
既
存

の
N
G

O
に
当
事
者
が
参
加

す
る
形
態

で
あ

る
。

こ
の
場
合
、
そ

の
N
G
O
は
、
性
的

搾
取
に
遭

っ
た
当
事
者
を
支
援
す

る
組
織
と
し

て
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ

に
対
し

て
、
も
う

一
つ
の
形
態

は
、
性
的
搾
取
に
遭

っ
た
当
事
者

が
、
自
ら

N
G
O
を

創
設

し
、
当
事
者
を
中
心
と
し
た
行
為
主
体
を
通

し
て
活
動
を
展
開
す
る
も

の

で
あ

る
。

の
ち
に
取
り
上
げ
る

ア
フ
ェ
シ

ッ
プ

(A
F
E
S
I
P

:

は
こ

の
形
態
を
と
る
。

(3)

国
際
的
な
影
響
力
行
使

の
二

つ
の
領
域

子
ど
も

の
権

利
を
侵
害
さ
れ
た
当
事
者
と
N
G
O
が
国
際
的
な
影
響
力
を
行

使
し
よ
う

と
す

る
と

き
、
前
述

の
と

お
り
、
大
き

く
分
け

て
二

つ
の
活
動

領

域
が
あ

る
。

一
つ
は
、
国
際
会

議
な
ど

に
お
け

る
国
際
的
規
範

の
形
成

の
過

程

に
対
し

て
影
響

力
を
行

使
し
よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。
本

稿

で
取
り

上

げ

る
E

C
P
A
T
は
、
子
ど

も
買
春

、
子
ど
も
ポ

ル
ノ
、
性
的
搾

取
を
目

的

と
し
た
子
ど
も

の
人
身

売
買
を
な
く
す

運

動
を
国
際
的
に
展
開
し

て
い
る

N
G
O

で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
、

二
つ
目

の
領
域
は
、
特
定

の
国
を
対
象
と
し
た
活
動

で
あ

る
。
国
際
的
な
連
携
を
模
索
し
な
が
ら
、
特
定

の
国

に
対
し

て
影
響
力
を
行
使

す

る
も

の
で
あ
る
。
右
記

の
場
合
、
当
事
者

で
あ

る
ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
と
、
当

事
者

に
よ

っ
て
創

設
さ
れ

た
N

G
O
で
あ
る

ア

フ
ェ
シ

ッ
プ

は
、
他

の
N
G

O
、
国
際
機
構
、

い
わ
ゆ
る
先
進
国
政
府
と

の
連
携
を
強
化
し
な
が
ら
、
主

に

カ

ン
ボ
ジ
ア
国
内

に
お
け

る
影
響
力
を
高
め

て
い

っ
た
。

第

二
節

で
は
、
ま
ず
、
第

一
の
領
域
を
取
り
上
げ
、
国
際
N
G
O
と

国
連
と

の
連
携
を
論

じ
る
。
そ
し
て
、
「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代

表
す
る
国
際

N
G
O

の
国
際
政
治

に
お
け

る
行
為
主
体
性
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。

二

国
際
N
G
O
と
国
連
と
の
連
携

E
C
P
A
T
は
、
子
ど
も

の
商
業

的
な
性
的
搾
取
を
な
く
す
た
め
に
行
動
す

る
個
人

や
組
織

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で
あ
り
、
国
連

の
経

済
社
会

理
事
会

に
お

い
て
特

殊
諮
問
資
格
を
持

つ
N
G

O
で
あ

る
。
国
際
E
C

P
A
T

の
事

務
局
は
バ
ン

コ
ク
に
置
か
れ
て

い
る
。
そ
し

て
、
六
七

カ
国
に
お

い
て
、
E
C
P
A
T
カ
ン
ボ
ジ

ア
支
部
を
含
め
て
、
七
三
の

ロ
ー
カ

ル

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
E
C
P
A
T
が
活
動
し
て

い
る
。

国
際
社
会

に
お
け

る
E
C
P
A
T
の
影
響

力

の
拡
大

は
急
速

に
進

ん
だ
。

一

九
九
〇
年

に
タ
イ

の
チ

ェ
ン

マ
イ
に
お

い
て

「第

三
世
界
観

光
に
関
す

る

エ

キ

ュ
メ

ニ
カ
ル
連
合
」
会
議
が
開
催

さ
れ
る
と

、
翌
年

に
は

E
C
P
A
T
が
設

立

さ
れ
た
。
当
初
、

ア
ジ

ア
に
お
け
る
買
春

ツ
ア
ー
問
題

の
深
刻
さ
か
ら
生
ま

れ
た
超
国
境
的
な
運
動

で
あ

っ
た

(勝
間

一
九
九
九
)
。
そ
の
後
、
こ
の
ア
ジ

ア
に
お
け

る
運
動
を
、
他
地
域
に
お
け

る
同
様

の
運
動
と
連
携
さ
せ
な

が
ら
、

世
界
規
模

の
運
動

へ
と
拡
大

し
て
い
き
、
各
国
に
E
C
P
A
T
の
支
部

が
設
立

さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

そ
し
て
、

バ
ン
コ
ク

の
事
務
所

は
、
国
際
E
C
P
A

T
と
し
て
知

ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
九

四
年

、
国
際

E
C

P
A
T
は
、

子
ど
も

の
性
的
搾
取
に
反
対
す
る
世
界
会
議
を
開
催
す

る
こ
と
を

各
国
政
府

や
国
際
機
構
に
呼
び
か
け
始
め
、
国
際
政
治

に
お
け

る
行
為
主
体
性

を
顕
著

に
示
し
た
。
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(1)

国
際
E
C
P
A
T
と

ユ
ニ
セ
フ

国
際
機
構

の
な
か
で
も
、
子
ど
も

の
保
護
を
活
動

の
柱

の

一
つ
と
す

る

ユ
ニ

セ

フ
は
、
従

来
か
ら
子
ど
も

の
商
業
的
な
性
的
搾
取

の
問
題
に
関
心
を
払

っ
て

き
た
。
し
か
し
、
設
立

さ
れ
て
僅
か

三
年

の
、

い
わ
ば
新
興
N
G
O
で
あ

る
国

際

E
C
P
A

T
か
ら

の
呼
び

か
け

に
、
す
ぐ

に
明
確

な
態
度
を
示

せ
な
か

っ

た
。
N
G
O
と
国
連
機

関
が
対
等

の
立
場

で
世
界
会
議
を
共
催
す
る
と

い
う
発

想
も
非
常
に
新
し
か

っ
た
し
、
各
国
政
府
が
そ

の
よ
う
な
会
議

へ
公
式
代
表
を

送
る
か
も
不
明
だ

っ
た
。

躊
躇
す
る

ユ
ニ
セ

フ
が
組
織
と

し
て
意
思
決
定
す

る
に
あ
た

っ
て
、
国
際
E

C
P
A

T
の
活
動

の
よ
き
理
解
者

で
あ

る
二
人

の
個
人

の
影
響
力
は
無
視

で
き

な
か

っ
た
と
言
え

る
。

一
人
は
、
国
連
人
権
委
員
会

の
初
代

「子
ど
も

の
売
買
、

買
春
、
ポ

ル
ノ
に
関
す
る
特

別
報
告
者
」

に
任
命
さ
れ
た
ウ

ィ
テ
ィ
ッ
ト

・
ム

ン
タ
ボ

ー
ン
教
授
で
あ
る
。
タ
イ
の
チ

ュ
プ
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学

の
ム
ン
タ
ボ
ー

ン
教
授
は
、

E
C
P
A
T
設
立
と
同
年

の
九

一
年
か
ら
九
四
年
ま
で
特
別
報
告

者
を
務
め
た
が
、
子
ど
も

の
商
業
的
性
的
搾
取

に
関
連
し

て
ユ
ニ
セ

フ
に
対
し

て
ア
ド

バ
イ

ス
す
る
立
場
に
あ

っ
た
。
も
う

一
人
は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
シ
ル

ビ

ア
王
妃

で
あ

る
。
子
ど
も

の
権

利
に
強

い
関
心
を
持
ち
、
子
ど
も

の
商
業
的

な
性
的
搾
取

の
問
題
に

つ
い
て
は
、
国
際
会
議
な
ど

で
強

い
懸
念
を
繰
り
返
し

表
明
し

て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
国
際

E
C
P
A
T
が
呼
び
か
け
る
世
界
会

議

に

つ
い
て
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
が
主
催

国
と

し
て
名
乗
り
を
上
げ
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン
王
室
が
後
援
す
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
う

し
た
展
開

の
な
か
、

ユ
ニ
セ

フ
に
と

っ
て
、

こ
の
世
界
会
議
に
積
極
的

に
関
与

し
な

い
こ
と

に
よ
る
リ

ス
ク
は
高
ま

っ
て

い
っ
た
。

つ
ま
り
、
E
C
P

A
T
な
ど

の
N
G
O
、
国
連
人
権
委
員
会
と
そ

の
特
別
報
告
者

、
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
政
府
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
王
室

に
よ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
が
形
成

さ
れ
て
い

く
過
程

に
お

い
て
、

『子
ど
も

の
権
利
条
約
』

の
実

現
を
使
命

と
し

て
掲
げ

る

ユ
ニ
セ
フ
が
取
り
残
さ
れ
る
訳
に
は
い
か
な
か

っ
た
。
結
局
、
国
際

E
C
P
A

T
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、

ユ
ニ
セ

フ
は

「子
ど
も

の
商
業
的
性

的
搾
取

に
反
対

す

る
世
界
会
議
」
を
共
催
す
る
こ
と

に
な

っ
た
。

(2)

子
ど
も

の
商
業
的
性
的
搾
取
に
反
対
す

る
世
界
会
議

九
六
年

八
月
、
「
世
界
会
議
」
は
、

ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た

。
国

際

E
C
P
A
T
が
呼
び
か
け
て
か
ら
僅

か
二
年
後

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
国
際

E

C
P
A
T
、

ユ

ニ
セ

フ
、
そ
し
て
五
〇
以
上

の
国
際

N
G
O
か
ら
構
成

さ
れ
る

『子
ど
も

の
権
利
条
約
』

N
G
O
グ
ル
ー
プ

の
三
者

に
よ

っ
て
共
催

さ
れ
た
。

「世
界
会
議
」
に
先
立

っ
て
は
、
六
回
の
地
域
協
議
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ

で
、
採
択
さ
れ

る
べ
き

『宣
言
』

と

『行
動
計
画
』

の
草
案
が
練
ら
れ
た

の
だ

が
、
そ

の
起
草
委

員
会

の
議

長
を
務

め
た

の
が

ム
ン
タ
ボ

ー
ン
教

授

で
あ

っ

た
。

そ
し

て
、
「世
界
会
議
」
が
始
ま
る
と
、
開
会
式
と
閉
会
式
に
お

い
て
、
シ

ル
ビ

ア
主
妃

の
姿
が
見
ら
れ
た
。

「世
界
会
議
」

に
は
、
当
初

の
心
配
を

よ
そ
に
、
一
三

〇
カ
国
か
ら
千
三
百

人
以
上

の
参
加
者
が
集
ま

っ
た
。
そ

の
内

訳
は
、
政
府
代
表
が

一
二
二
カ
国
か

ら
七

一
八
人
、
国
連
な
ど

の
国
際
機
構

の
代
表

が

一
〇
五
人
、
N
G
O
代
表
が

四
七

一
人
、
そ
し

て
若
者
が
四
七
人
で
あ

っ
た
。
当
事
者
を
含
め
た
若

者

の
参

加

は
、

E
C
P
A
T
が
強
く
主
張
し
た
こ
と
で
あ
り
、
性
的
搾
取

の
現
実
を
会

議

に
反
映

さ
せ
る
う
え

で
不
可
欠
と

さ
れ
た
。
政
府

代
表

や
国
際
機
構
代

表

と

、
N
G
O
代
表

や
若
者
代
表
が
対
等

な
参
加
者
と
し

て
意
見
を
交
換
し
た
こ
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と
は
、
非
常

に
画
期
的

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
成
果
と
し

て
、
『宣
言
』
と

『行

動
計
画
』
が
全
会

一
致
で
採

択
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
国
際
E
C
P
A
T
が

国
際
政

治

に
お
け
る
行
為
主
体

性
を
十
分

に
発
揮
し

た
結
果
と
し

て
評
価

で

き
る
。

こ

の
よ
う
な

関
心

の
高

ま
り
を
背
景
と
し

て
、
二
〇
〇
〇
年
、

『子
ど
も

の

売
買
、
子
ど
も
買
春

、
子
ど
も
ポ

ル
ノ
に
関
す
る
子
ど
も

の
権

利
条
約

の
選
択

議
定
書
』

が
国
連
総
会

で
採
択
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
で

の

「
世
界
会
議
」

の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し

て
、
五
年
後

の
二
〇
〇

一
年

一
二

月
、
「
第

二
回
子
ど
も

の
商
業

的
性

的
搾
取
に
反
対
す

る
世
界
会

議
」
が
横
浜

で
開
催

さ
れ
た
。

日
本
が
開
催
国
と
な
り
、
日
本

の
外
務
省

、
国
際

E
C
P
A

T
、

ユ
ニ
セ

フ
、

『子
ど
も

の
権

利
条

約
』

N
G
〇
グ

ル
ー
プ

の
四
者

に
よ

つ

て
共
催

さ
れ
た

こ
と
は
、
国
際
E
C
P
A
T

の
国
際
政
治
上

の
行
為
主
体
と
し

て
の
影
響
力

が
急
速

に
高
ま

っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
基
調
講
演

で
は
、
政
府
代
表

、
国
際
機
構
代
表
、

N
G
O
代
表
に

加
え

て
、
三
人

の
若
者
代
表
が
発
言
し
た
こ
と
は
特

筆
に
価
す
る
。
ま
た
、
こ

の
横
浜
世
界
会
議
に
は
、
百
人
近

く
の
子
ど
も

や
若
者
が
参
加
し
、
当
事
者

の

子
ど
も

が
発
言
す
る
場
面
も
あ

っ
た
。
『横

浜
グ

ロ
ー

バ
ル

・
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン

ト

二
〇
〇

一
』
が
採
択
さ
れ
た
ほ
か
、
閉
会
式

で
は

『子
ど
も
と
若
者

の
最
終

ア
ピ
ー

ル
』
も
出
さ
れ
、
当
事
者
を
含
め
た
子
ど
も

の
行
為
主
体
性
が
際
立

っ

た
会
議

で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、

二
〇
〇

二
年
五
月

の

「
国
連

子
ど
も

特
別
総
会
」

へ
寄
与
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

子
ど
も

の
権

利
を
侵
害

さ
れ
た
当
事
者
と

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代

表
す
る
N
G
O
が
国
際
的
な
影
響
力
を
行
使
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
二

つ
の
活

動
領
域
が
あ
る
訳
だ
が
、
そ
の
第

一
の
領
域
は
、
国
際
会
議

な
ど
に
お
け
る
国

際
的
規
範

の
形
成

の
過
程
に
対
す

る
影
響
力

の
行
使

で
あ

っ
た
。
「
子
ど
も

の

最
善

の
利
益
」
を
代
表

す
る
国
際

E
C

P
A
T
は
、
国
連
と
連
携

し
な
が
ら
、

国
際
政
治
に
お
け
る
行
為

主
体
と
し

て
、
子
ど
も

の
商
業

的
な
性
的
搾
取

に
関

す
る
国
際
的
な
規
範

の
形
成

に
対
し

て
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
と
評
価

で
き

る

で
あ
ろ
う

。

三

行

為

主

体

と

し

て

の
当

事

者

ソ

マ
リ

ー

・
マ
ム

第
三
節

で
は
、
子
ど
も

の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
当
事
者
と

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
す

る
N
G
O
が
国
際
的
な
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
と

き

の
二

つ
目
の
領
域

で
あ

る
、
特
定

の
国
を
対
象
と

し
た
活
動

に

つ
い
て
議
論

す
る
。
そ
し
て
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
の
事
例
か
ら
、
政
府

が

「
子
ど
も

の
権
利
」

の

国
内
的
実
施
に

つ
い
て
真
摯

に
取
り
組
ま
な
い
場
合
、
当
事
者

は
、
「子
ど
も

の

最
善

の
利
益
」
を
代
表
す
る
国
際
N
G
O
や
外

国
政
府
と

い

っ
た
国
外

の
行
為

主
体
と
連
携
し

て
、
当
該
政
府
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使

で
き
る
こ
と
を
示
そ

う
と
す

る
。
具
体
的

に
は
、
当
事

者
で
あ
る
ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
と
、
当
事
者
に

よ

っ
て
創

設
さ
れ
た

N
G
O
で
あ

る
ア

フ
ェ
シ

ッ
プ
が
、
そ

の
他

の
N
G
O
、

国
際
機
構
、
先
進
国
政
府
と

の
連
携
を

強
化

し
な
が
ら
、
主
に
カ

ン
ボ
ジ
ア
国

内

に
お
け

る
影
響
力
を
高
め
て

い
っ
た
過
程

に
注
目
す
る
。

も

っ
と
も

、
第

二
の
活
動

領
域

は
第

一
の
活
動

領
域

に
繋

が

っ
て

い
る
O

従

っ
て
、
「
子
ど
も

の
権
利
」
を
侵
害
さ

れ
た
当
事
者
を

国
際
政
治

に
お
け

る

行
為
主
体
と
し

て
分
析

す
る
う
え

で
、
い
く

つ
か

の
レ
ベ
ル
を
想
定

す
る
こ
と

は
有
益

で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
性
的
搾
取

に
遭

っ
た
当
事
者
と
、
そ

の
当
事
者
を
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中
心
と
し
た

ロ
ー
カ

ル
N
G
O
で
あ
る
。
次

に
、
複
数

の
ロ
ー
カ

ル
N
G
O
に

よ

っ
て
構
成

さ
れ
る

ロ
ー
カ
ル

・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
N
G
O
が
あ

る
。

そ
し
て
、

各
国
に
あ
る

ロ
ー
カ

ル
N
G
O
や

ロ
ー
カ
ル

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
N
G
O
を
、
地

域
ご
と
、
さ
ら
に
は
世
界
規
模
で
調
整

し
よ
う
と
す

る
国
際

N
G
O
が
存

在
す

る
場
合
も
あ
る
。
こ

の
よ
う

な
国
際

N
G
O
は
、
国
連
な
ど

の
国
際
機
構
と
も

連
携
し
な
が
ら
、
政
策
提
言
を
行
う

こ
と
を
通
し

て
、
国
際
会
議

で
の
議
論
や

国
際
的
な
規
範

の
進
展
に
お

い
て
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
。

カ
ン
ボ
ジ

ア
の
例
に
お

い
て
も

、
子
ど
も

の
商
業
的
な
性
的
搾
取
や
人
身
売

買

の
問

題

に
取

り
組

ん
で

い
る

ロ
ー
カ

ル
N
G
O
は
、

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
以
外

に
幾

つ
も
あ

る

(甲
斐
田

二
〇

〇
六
)
。
ア

フ
ェ
シ

ッ
プ
を
含
め

て
二
六
の

ロ
ー
カ

ル
N
G
O
が
、

ロ
ー
カ
ル

・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
N
G
O

で
あ
る
E
C
P
A

T
カ

ン
ボ
ジ

ア
支
部
を
構
成

し
て

い
る
。

そ
し
て
、

E
C
P
A
T
カ

ン
ボ
ジ
ア

支
部

の
意
思
決
定
に
は
、
五
人
か
ら
成

る
執
行
委
員
会
が
重
要
な
役
割
を

果
た

す

が
、
そ

の
議
長

が

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
創

設
者

で
あ

る

ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
は
、
自
ら
が
創
設
し
た

ア
フ
ェ
シ

ッ
プ

の
代

表

で
あ
る
と
同
時
に
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
お
い
て
共
通

の
問
題
に
取
り
組
む

二
六

の
ロ
ー
カ

ル
N
G
O
の
連
携
を
促
進

し
な
が
ら
、

E
C
P
A
T
の
国
際

レ
ベ
ル

で
の
運
動
に
協
働
す
る
E
C
P
A
T
カ
ン
ボ
ジ

ア
支
部

の
中
心
的
な
人
物

で
も

あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
国
際
E
C
P
A
T
を
通
し

て
も
、
子
ど
も

の
商
業
的

な
性
的
搾
取
や
人
身
売
買

に
反
対
す

る
国
際
的
な
運
動
に
参
加

し
て

い
る
。

(1)

当
事
者

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
の
闘

い

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
の
創

設
者

で
あ

る
ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
は
、

一
九

七

一
年
頃

に

北
カ

ン
ボ
ジ
ア
で
少
数

民
族
と

し
て
生
ま
れ
た
女
性
だ
が
、
父
母

の
消
息
を
知

ら
な

い
。

一
〇
歳

の
頃
、
見
知
ら
ぬ
老
人

に
引
き
取
ら
れ
た
が
、

一
二
歳

の
と

き

に
は
買

春
を
強

い
ら
れ
、

一
四
～

一
五
歳

の
頃

に

一
二
歳
年
上

の
兵
士
と

結
婚

さ
せ
ら
れ
た

。
し
か
し
、
プ

ノ

ン
ペ
ン
に
あ
る
買
春

宿

へ
売

ら
れ
た

の

ち
、
八
年
近

く
の
問
、
性
的

サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
強

い
ら
れ
た

(
マ
ム

二
〇

〇
六
)
。

そ
の
後

、
フ
ラ
ン
ス
人
と
結
婚
し

て
暫
く

フ
ラ
ン
ス
で
生
活

し
た
あ
と
、
夫

と
と

も
に
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
帰
国
し
、
九
六
年
に
、
困
窮

し
た
状
況

に
置
か
れ
た

女
性

の
た
め
に
行
動
す

る
N
G
O
、

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
を
創
設

し
、
性
的
搾
取
に

遭

っ
た
少
女
た
ち
を
救
出
す

る
活
動
を
始
め
た
。
そ

の
活
動

は
、

カ
ン
ボ
ジ

ア

国
内
だ
け

で
な
く
、
国
際
的

に
も
注
目
を
集
め
る
よ
う

に
な
り
、
九
八
年
、

ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
は
、

ス
ペ
イ

ン
で

ア
ス
ト

ゥ
リ
ァ
ス
皇
太
子
賞
を
受
け
た
。
同

じ
年

の
受
賞
者

に
は
、

ア
フ
リ
カ
で
人
権

問
題
に
取
り
組
む

グ
ラ
サ

・
マ
シ

ェ

ル
の
ほ
か
、

グ
ア
テ
マ
ラ
の
出
身
で
先
住

民
族

の
権

利
を
推
進
す

る
リ
ゴ

ベ
ル

タ

・
メ
ン
チ

ュ
や
、
元
欧
州
議
会
議
員
で
現
イ
タ
リ
ア
政
府

の
欧
州
政
策
相
兼

外
国
貿
易
相

で
あ
る

エ
ン
マ

・
ボ

ニ
ー
ノ
も
含
ま

れ
て
い
た

(
マ
ム

二
〇

〇

六
)
。
ま

た
、
二
〇
〇
六
年

の
ト

リ
ノ

・
オ
リ

ン
ピ

ッ
ク
の
開
会
式

で
は
、
世

界

の
各
地
域
か
ら
八
人

の
女
性

が
代
表
と

し
て
選
ば
れ
た
が
、
女
優

の
ソ
フ
ィ

ア

・
ロ
ー
レ
ン
な
ど
に
続
き
、

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
が

ア
ジ

ア
地
域
を
代
表
し
て

オ

リ

ン
ピ

ッ
ク
旗
を
持

っ
て
入
場
し

た
こ
と
は

記
憶

に
新

し

い
。
こ

の
よ
う

に
、
子
ど
も
時
代

に
性
的
搾
取
に
遭

っ
た
当
事
者
で
あ
る

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
は
、

世
界

の
各

地
で
人
権
問
題
に
取
り
組
む

リ
ー
ダ

ー
と
親
交
を
深
め
な
が
ら
、
子

ど
も

の
商
業
的
な
性
的
搾
取

に
反
対
す

る
グ

ロ
ー
バ

ル
な
運
動
の
な
か
で
影
響

力
を
持

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
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(2)

カ
ン
ボ
ジ

ア
に
お
け
る
性
産
業
と

ア
フ

エ
シ

ッ
プ

カ
ン
ボ
ジ

ア
に
お
け
る
性

産
業

の
歴
史
的
な
発
展

に
つ
い
て
は
十
分
な
資
料

が
な

い
が
、
七

五
～
七
九
年

の
ポ

ル
ポ
ト
時
代

に
買
春

は
禁
止
さ
れ

て
い
た
。

そ
の
後
、
九

一
年

の
パ
リ
平
和
協
定
以
前

の
社
会
主
義
政
権

の
時

代
に
は
、
買

春
が
存
在
し

て
い
た
も

の
の
、
性
産
業
従
事
者
は
逮
捕
さ
れ
、
再
教
育
さ
れ

て

い
た
。
し
か
し
、
九

〇
年
代

の
国
連

カ
ン
ボ
ジ

ア
暫
定
統
治
機
構

(
U
N
T
A

C
)

の
時
代
に
な

っ
て
か
ら
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
の
性
産
業

は
急
成
長

し
た
と
指
摘

さ
れ

て

い
る
。
と
く

に
、
子
ど
も
を
性

的
搾
取

の
対
象
と
す

る
小
児
性
愛

者

の
国
際
的
な
グ

ル
ー
プ
が
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
入

っ
て
く
る
よ
う

に

な

っ
た

(甲
斐

田

二
〇
〇
六
)
。

こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
に
お

い
て
、
当
事
者

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
を
中
心
と
し

た
N
G
O
で
あ

る
ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
は
、
少
女

や
女
性

の
性
的
搾
取

の
根
絶
、
被

害

に
遭

っ
た
彼
女
ら

の
社
会
復
帰
や
経
済

的
自
立
、
人
身
売
買

の
加
害

者
の
処

罰
化
を
進
め

て
い
る
。

ア
フ
ェ
シ

ッ
プ

は
、
創
設
さ
れ
た
翌
年

の
九
七
年

、
プ

ノ
ン
ペ
ン
に
保
護
セ

ン
タ
ー
と
社
会
復
帰
支
援

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
、
こ
れ

ま

で
、
性
的
搾
取
や
人
身
売
買

に
遭

っ
た
子
ど
も
八
百
人
以
上
を
保
護

し
、
社

会
復
帰

の
た
め

の
識
字
教
育

や
経
済
的
自
立

へ
向
け
た
職
業

訓
練
を
行

っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
九

八
年
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
東
部

の
コ
ン
ポ
ン
チ

ャ
ム
に
、

一
六
歳

未
満

の
少
女
を
対
象
と
し
た
農
業
訓
練
セ

ン
タ
ー
を
設
置
し
た
。
農
村
出
身

の

子
ど
も

が
プ

ノ
ン
ペ
ン
な
ど

で
性
的
搾
取
に
遭

っ
た
場
合
、
ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
は
、

保
護
し
た
あ
と
、
生
ま
れ
育

っ
た
環
境
に
近

い
と
こ
ろ
で
学
校

へ
通
わ
せ
な
が

ら
農
業
技
術
を
教
え

て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇

一
年
、

シ

ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
に
適

応
促
進

セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
国
内

で
性
的
搾
取

に
遭

っ
た
少

女

や
女
性
だ
け

で
な
く
、
外
国

へ
の
人
身
売
買

に
よ

っ
て
性
的
搾
取
に
遭

っ
た

カ
ン
ボ
ジ

ア
の
少
女
を
迎
え

る
こ
と
も
進
め
ら
れ

て
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
加
害

者
が
処
罰
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
れ
ま

で
二
千
件
以
上

の
訴
訟
を
起

こ
し
て

い
る

が
、
勝
訴

し
た

の
は
そ

の
う
ち

の
五

%
く

ら

い
で
し
か
な

い

(
マ
ム

二
〇

〇
六
)
。

プ

ノ
ン
ペ
ン
で
保
護
さ
れ

る
少
女
が
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
以
外

の
近
隣
諸
国

の
出

身
で
あ
る
こ
と
も
多

い
た
め
、

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と

ラ
オ

ス
に
お

い
て
も
同
様

の
プ

ロ
グ

ラ
ム
を
始
め

て
い
る
が
、
と
く

に
ベ
ト
ナ
ム
で
の
活
動

は
順
調
に
進

ん
で
い
る
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
タ
イ

に
お

い
て
は
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
、

ラ
オ

ス
か
ら
連

れ
て
こ
ら
れ
て
性
的
搾
取
に
遭

っ
て

い
る
少
女
を
自
国

へ
帰
還
で
き
る
よ
う

に
す

る
支
援
し

て
い
る
〇
さ
ら
に
、
国

際
事
務
所
を

フ
ラ
ン
ス
に
設
置
し
、
欧
州

に
お
い
て
カ
ン
ボ
ジ

ア
を
中
心
と
し

た

ア
ジ

ア
に
お
け
る
商

業
的
な
性
的
搾
取

の
現
状
を
知
ら
せ
、
そ

の
対
策

の
た

め

の
政
策
提
言
を
行

っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う

に
、

ア
フ

ェ
シ
ッ
プ
は
、
カ
ン
ボ

ジ

ア
で
ロ
ー
カ
ル
N
G
O
と

し
て
創
設
さ
れ
た
が
、
近
隣
諸
国
に
活
動
を
広
げ

る
ほ
か
、
政
策
提
言
の
た
め
に
欧
州

の
市
民
社
会
と
政
府

へ
働
き

か
け
る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
の
欧
州

で
の
活
動
は
、
以
下
で
説
明
す
る
二
〇
〇
四
年

の
事
件

の
際
に
、
ア

フ
ェ
シ

ッ
プ
が
行
為
主

体
性
を
発
揮
す
る
う
え

で
大
き
な
助
け
と

な

っ
た
。

(3)

チ

ャ
イ
フ

ァ

・
ホ
テ
ル
事
件
と
欧
州
議
会
決

議

二
〇
〇
四
年

一
二
月
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
警
察

の
人
身
売
買

・
未
成
年
保
護
対
策

部

門
と

、
プ

ノ
ン
ペ
ン
市
当
局
は
、
チ

ャ
イ

フ
ァ

・
ホ
テ
ル
で
買
春

の
相
手
を

さ
せ
ら
れ

て

い
た
百
人
近

く

の
女
性

を
救
出

し
、
七
人

の
容
疑

者
を
逮
捕

し
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た
。

シ

ョ
ー
ケ

ー
ス
の
な
か

に
番

号
を
付

け
ら
れ
た
少
女

や
女
性

が
並

べ
ら

れ
、
顧
客
は
ガ

ラ
ス
越
し
に
番
号

で
選
び
、
買
春

で
き
る
よ
う

に
し
て

い
た

の

で
あ

る
。
救
出
さ
れ
た
女
性

の
半
数

が

一
八
歳
未
満
と
見
ら
れ
た
が
、
八
三
人

が
ア
フ

ェ
シ
ッ
プ
に
よ

っ
て
保
護

さ
れ
た
。

し
か
し
、
翌
朝
、
政
治

的
な
圧
力

に
よ
り
、
容
疑
者
全
員
が
釈
放
さ
れ
て
し

ま
う
。
そ
し

て
、
そ

の
数
時
間
後

に
、
こ
の
容
疑
者

の

一
人
を
含
む
三
〇
人
の

男
女

が
ア
フ

ェ
シ
ッ
プ

の
保
護
セ
ン
タ
ー
に
押
し
入
り
、
以
前
か
ら
保
護

さ
れ

て

い
た
少
女
も

含
め
た
九

一
人

の
女
性

を
連
れ
去

っ
た
。
さ

ら
に
驚
く

こ
と

に
、
こ
の
摘
発
を
指
揮
し
た
カ

ン
ボ
ジ
ア
警
察

の
女
性
幹
部
が
解
任
さ
れ
て
し

ま

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
事
件
と
そ
れ

へ
の
カ

ン
ボ
ジ
ア
政
府
内

の
動
き

に
対
し

て
、
国
際
社
会

は
敏
感

に
反
応
し
た
。
最
初
に
非
難
し
た
の
は
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
駐
在

の
欧
州
連

合
代
表

で
あ

っ
た
。
そ

の
後
、

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
な
ど

の
国

々
の
大
使
館
と

、

ユ
ニ
セ

フ
、
国
際
労
働
機
関
、
世
界
銀
行

と

い
っ
た
国
際
機
構
は
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
政
府

へ
共

同
声
明
を
出
し
、
連
れ
去
ら
れ
た
少
女

た
ち

の
安
全
確
保
、
チ

ャ

イ

フ
ァ

・
ホ
テ
ル
で
の
買
春

に
関
す
る
捜

査

の
継
続

、
容
疑
者
が
釈
放
さ
れ
た

経
緯

や
ア

フ
ェ
シ

ッ
プ

の
保
護
セ

ン
タ
ー
襲
撃
に
関
す

る
捜
査

の
開
始
を
求
め

た
。
こ
れ
ら
の
国
際
的
な
圧
力
を
受
け

て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
、

こ
の
事
件

を
調
査
す
る
省
庁
間
連
絡
委
員
会
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
解
任
さ
れ

て
い
た

カ

ン
ボ
ジ
ア
警
察

の
女
性
幹
部
は
、
復
職
で
き
る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

な
か

で
も

、
欧
州
連
合

の
と

っ
た
行
動
は
際

立

っ
て

い
た
。
翌
月

の
二
〇

〇

五
年

一
月

に
は
、
欧

州
議
会

に
お

い
て
、

こ
の

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ

の
保
護

セ

ン
タ

ー

へ
の
襲
撃

に

つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た

(甲
斐

田

二
〇
〇
五
)
。
そ

し

て
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
に
お
け

る
子
ど
も
を

使

っ
た
性

産
業
を
非

難
し
、
脅
迫

を
受

け

て
命
を
脅

か
さ

れ
て

い
る

ソ

マ
リ

ー

・
マ
ム
の
安
全
を
保

障
す

る
よ

う

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府

に
要
求
す

る
決

議
を
採
択
し
た

の
で
あ
る

。

つ
ま
り
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
政
府

が

「
子
ど
も

の
権
利
」

の
国
内
的
実
施
に
真

摯

に
取
り
組
ま
な
か

っ
た
と
き
、
当
事
者

ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
と

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
す
る

ア
フ
ェ
シ

ッ
プ

は
、
欧
州
議
会
と
連
携
し

て
、
カ

ン
ボ

ジ

ア
政
府

の
行
動
に
変
更
を
促

し
た
の
で
あ

る
。

そ
の
際
、

フ
ラ
ン
ス
に
置
か

れ
た

ア
フ

ェ
シ
ッ
プ

の
国
際
事

務
所

の
役
割

が
大
き
か

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な

い
。
さ
ら
に
、

ア
ス
ト

ゥ
リ
ア
ス
皇
太
子
賞
を

一
緒

に
受
賞
し
た
、
前
述

の

エ
ン

マ

・
ボ

ニ
ー

ノ
が
当
時
は
欧
州
議
会
議
員
と
な

っ
て
い
た
こ
と
も
重
要

な
要
因

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(4)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の

『人
身
売
買
報
告
書
』

ま
た
、

ア
メ
リ

カ
合
衆
国
も
、
こ

の
チ

ャ
イ
フ

ァ

・
ホ
テ
ル
事
件
に
関
連
し

て
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
政
府
を
繰
り
返
し
批
判
し
て
き

た
。
国
務
省
が

二
〇
〇

一
年

か
ら
毎
年
発

行
し

て

い
る

『人
身
売

買
報
告
書
』

に
お

い
て
、
カ

ン
ボ

ジ

ア

は
、
二
〇
〇
四
年
版

で

「
第

二
階
層
」
に
分
類
さ
れ
、
最
低
基
準
を
十
分

に
は

満

た
し
て
い
な

い
が
、
満
た
す

べ
く
相
当
な
努
力
を

し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た

。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
版
は
、
こ
の
保
護
セ
ン
タ
ー
襲
撃
を
引

用
し
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
は
最
低
基
準
を
十
分
に
は
満
た
し
て
い
な

い
し
、
満
た
す

べ
く
相
当
な
努
力
も

し
て

い
な

い
と
さ
れ
、
「
第
三
階
層
」

へ
と
転
落

さ
せ
ら

れ
た
。

ま
た
同
じ
報
告
書

の
別

の
章

に
お

い
て
、

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
を
写
真
入
り

で



168

「
現
代

の
奴
隷
を

な
く
す
た
め
に
行
動
す

る
ヒ
ー

ロ
ー
」

の

一
人
と
し

て
紹
介

し
た

。
こ
の
こ
と

は
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省

の
カ
ン
ボ
ジ

ア
政
府

へ
の
強

い
メ

ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
受
け
と
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

「第

三
階

層
」
に
あ
る
国
に

つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
直
接

的
制
裁

の
対
象
と
す

る
と
同
時

に
、
国
際
通
貨
基
金
や
世
界
銀
行
に
よ
る
支
援
を
反
対
す

る
可
能
性

を
明
記
し
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
実
際
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
対

し
て
、

二
〇
〇
五

年

一
〇
月
を
期
限
と
し
た
目
標
を
課
し
た

(平
野

・
甲
斐

田

二
〇
〇
六
)
。

こ
れ
に
慌

て
た

カ
ン
ボ
ジ

ア
政
府
は
、
子
ど
も

の
性
的
搾
取

の
問
題

に
取
り

組

ん
で

い
く
姿
勢
を
示
し
、
国
連
機
関
や
N
G
O
と

の
協
力
を
約
束
し
た
。

つ

ま
り
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
政
府
が

「
子
ど
も

の
権

利
」

の
国
内
的
実
施
に

つ
い
て
真

摯

に
取
り
組
ま
な
か

っ
た
と
き
、

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
と

ア
フ

ェ
シ
ッ
プ
は
、
ア

メ
リ
カ
国
務
省
と
連
携
し

て
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
政
府

の
行
動

に
転
換
を
迫

っ
た
の

で
あ

る
。

右
記

の
よ
う
に
、
当
事
者

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
と

ア
フ

ェ
シ
ッ
プ
は
、
国
際
政

治
上

の
行
為
主
体
と
し
て
、
国
際
機
構

、
欧
州
議
会
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府

な
ど
と
連
携
を
深
め
た
結
果
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
国
内

に
お

い
て
カ

ン
ボ
ジ
ア
政
府

に
対
す
る
影
響
力
を
高

め
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ

の
後
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
政
府

は

「
子
ど
も

の
権

利
」
を
国
内
的
に
実
施
す

る
姿
勢
を

示
し
、
よ
う

や
く

二
〇
〇

六
年
版

で
、
相
当
な
努
力

は
し
て
い
る
が
引
き
続
き
監
視
す
べ
き

「第

二
階
層

監
視
リ

ス
ト
」

へ
引
き

上
げ
ら
れ

て
い
る

。

四

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
模
索
と
カ
ン
ボ
ジ
ア

最
後
に
第

四
節

で
は
、
前
述

の
よ
う
な
動
き
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け

る
新

た
な
国
際
秩
序

の
模
索

に
繋
が

っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た

い
。
国
際

E
C
P
A

T
が
主
導
す

る
世
界
規
模

の
運
動

の
な
か

で
、
子
ど
も

の
権

利
を
侵
害

さ
れ
た

当
事
者

と

「子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
し
た
N
G
O
は
、
子
ど
も

の
商

業

的
性

的
搾
取

の
現
実
を
声

に
出
し

て
国
際
社
会
に
伝
え

る
空
間
を
創
り
出
し

て
き

た
。
と
く

に
、

ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
世
界
会
議
や
横
浜
世
界
会
議

に
お

い
て

は
、
政
府
代
表

や
国
際
機
構
代
表
に
対
し

て
、
現
場

の
声
を
直
接
的

に
伝
え

る

こ
と
が
で
き
た

の
は
画
期

的
で
あ

っ
た
。
そ

の
こ
と

が
、
『宣

言
』
と

『行
動

計
画
』

の
全
会

一
致

で
の
採
択
に
貢
献
し
た
と
言
え

る
し
、

そ
の
実
行

へ
向
け

た

フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
に
も
繋
が

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
子
ど
も

の
権
利
を

侵
害

さ
れ
た
当
事
者
、

「子

ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
し
た

ロ
ー
カ

ル
N
G
O
、
そ
し
て
国
際

N
G
O
は
、
子
ど
も

の
商
業
的
な
性
的
搾
取
を
国
際
的
な
ア
ジ

ェ
ン
ダ

へ
と
押
し
上
げ

て
き
た
。
こ

れ
は
、
新
た
な
国
際
秩
序
を

模
索

し
よ
う

と
す

る
動
き

で
あ

る
。
そ
う
し
た
な

か
、
横
浜
世
界
会
議

の
前
後

、
と
く

に
二
〇
〇
〇
年

に
な

っ
て
か
ら
、
前
述

の

『子
ど
も

の
権

利
条

約

の
選
択
議
定
書
』

を
含

め
、
子
ど
も
と
女
性

の
売
買

に

焦
点
を
絞

っ
た
国
際
的
規
範

の
進
展

が
み
ら
れ

て
き
た
。
具
体
的

に
は
、
『
国

際
組
織
犯
罪
防
止
条
約

の
人
身
取
引
議
定
書
』
が

二
〇
〇
〇
年
に
国
連
総
会
で

採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年

に
は
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事

務
所
が

「
人
権
と
人
身
売
買

に
関
す

る
原
則

お
よ
び
指
針

の
勧
告
」
を
出
し
た
。

こ
う

い
っ
た
国
際
的
規
範

の
発
展

は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の

『人
身
売

買
報
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告
書
』

の
政
治
的
な
影
響
力
と
絡
み
合

い
な
が
ら
、
東
南

ア
ジ

ア
の
政
治
的
指

導

者
に
地
域

的
な
対
応

を
迫

る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

の
結

果
、
東

南

ア
ジ

ア

諸

国
連
合

(
ア
セ

ア
ン
)

閣
僚
会
議

で
は
、
子
ど
も

と
女
性

の
人
身
売
買

に

取

り
組
む

こ
と

を
優
先

課
題
と
し

て
議
論
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。

二
〇
〇
三

年

に
は
、
人
身

取
引

に
反
対

す
る

メ

コ
ン
閣
僚

イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

(
C
O
M

M
I

T

:

が
、
中
国
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
タ
イ
、
ラ
オ

ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ミ
ャ

ン

マ
ー

の
六

カ
国

の
間

で
始

ま

っ
た

。
そ
し

て
、
翌
年

の
二

〇
〇

四
年

一

〇
月

に
は
、

い
わ

ゆ
る
大

メ

コ
ン
川
流
域
圏

(
G
M
S

:

六
カ
国

の
政
府
高
官

に
よ

っ
て
、
人
身
取
引
問
題

に
共

同
で
取

り
組

む
た
め

の
枠
組

み
と

な
る
覚
書

が
ヤ

ン
ゴ

ン
で
署
名
さ

れ
た

の
で
あ

る

。
こ
れ
は
、
人
身
売

買
に
包
括
的

に
取
り
組
む
た

め
の
地

域
協
定
と
し

て
、
世
界

で
最
初

の
も
の
と
評
価

さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
月

一
一
月
に
ビ

エ
ン
チ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た

ア
セ

ア
ン
首
脳
会
議

で
は
、
『と
く
に

女
性
と
子
ど
も

の
人
身
取
引
に
反
対
す

る
ア
セ
ア
ン
宣
言
』

が
採
択
さ
れ
た
。

特
筆
す

べ
き
は
、
こ

の

『
ア
セ
ア
ン
宣

言
』

が
採
択
さ
れ
た
翌
月
に
、
カ

ン

ボ
ジ

ア
で
チ

ャ
イ

フ
ァ

・
ホ

テ
ル
事
件

が
発
生
し

て
い
る
点

で
あ
る
。
カ

ン
ボ

ジ

ア
政
府

が
、
実
際
に
自
国
内

に
お
け

る
問
題
に

メ
ス
を
入
れ
、
「
子
ど
も

の

権
利
」

の
国
内
的
実
施
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き

る
か
ど
う
か
と

い
う
試
金
石

だ

っ
た
訳

で
あ

る
。

お

わ

り

に

本
稿

で
は
、
ま
ず
第

一
節
に
お

い
て
、
商
業
的
な
性
的
搾
取

に
遭

っ
た
子
ど

も
と

い
う

「
周
縁
」
に
置
か
れ
て
き
た
当
事
者

が
、
国
際
政
治

に
お
け
る
行
為

主
体
と

し
て
、
新
た
な
国
際
的
規
範

の
発
展

に
貢
献
し

て
い
く
可
能
性
を
示
し

た
。
そ
し

て
、
そ

の
現
象

の
グ

ロ
ー

バ
ル
化

に

つ
い
て
状
況
を

分
析

し
た

の

ち

、
当
事
者
と

「
子
ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
し
た

N
G
O
の
、
国
際
政

治

に
お
け

る
行
為
主
体
性
を
論

じ
た
。

第

二
節

で
は
、

N
G
O

の
国
際
政
治

に
お
け

る
行
為
主
体
性
に
関
す
る
第

一

の
領
域
と
し

て
、
国
際
E
C
P
A
T
を
通

し
た

、
国
際
会
議
な
ど
に
お
け
る
国

際
的
規
範

の
形
成
過
程
に
対

す
る
影
響
力
行
使
を
論
じ
た
。
実
際
、
国
際
社
会

に
お

い
て
は
、
「世
界
会
議
」
の
開
催
や

『議
定
書
』
の
採
択
な
ど
、
重
要
な
進

展

が
あ

っ
た
。
ま
た
、
地
域

レ
ベ
ル
で
は
、

『C
O

M
M
I
T
覚
書
』

や

『
ア

セ
ア
ン
宣
言
』
と

い

っ
た
画
期

的
な
地
域
協
力

の
枠
組

み
が
形
成
さ
れ
た
。

し
か
し
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
政
府

が
そ
れ
を

国
内

で
直
ち

に
積
極
的
に
実
施

し
よ

う

と
し
た
形

跡
は
な

い
。
そ
こ

で
、
筆
者

は
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
政
府

が
チ

ャ
イ

フ
ァ

・
ホ
テ
ル
事
件

の
捜
査
に
取
り
組
ま
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
理
由
を
、
当
事

者

ソ

マ
リ
ー

・
マ
ム
お
よ
び
ア

フ
ェ
シ

ッ
プ
と
、
国
際
機
構

・
欧
州
議
会

・
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と

の
国
際
的

な
連
携

に
求

め
た
。

つ
ま
り
、
第
二

の
領

域

で
あ

る
、

N
G
O
に
よ
る
国
際
的

な
連
携
を
と

お
し
た
特
定

の
国
に
対
す
る
影

響
力
行
使

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第

三
節

で
は
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
の
事
例
か
ら
、
政

府

が

「子
ど
も

の
権
利
」

の
国
内

的
実
施

に

つ
い
て
真
摯

に
取
り
組
ま
な

い
場

合

、
当
事
者
と

「
子
ど
も
の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
す
る

ロ
ー
カ
ル
N
G
O
は
、
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国
際
N
G
O
や
外
国
政
府
と

い

っ
た
国
外

の
行
為
主

体
と
連
携
し

て
、
当
該
政

府

に
対

し
て
影
響
力
を
行
使

で
き
る
こ
と
を
論
じ
た
。

も
ち

ろ
ん
、
捜
査
が
再
開
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
既
得
権
益
を
持

つ
カ

ン
ボ

ジ
ア
国
内

の
有
力
者
た
ち
か
ら

の
反
対
が
当
然
あ

っ
た

こ
と
は
容
易
に
推
測
で

き

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
、

『議
定
書
』

批
准

、

『
C
O
M
M
I
T
覚
書
』
署
名
と

『
ア
セ
ア
ン
宣
言
』
採
択
と

い
っ
た
近
年

の
国

際
的
な
合
意
を
、
捜
査

の
再
開
を

正
当
化
す

る
た
め

の
根
拠
と
し
て
用

い
た
と

考
え
ら

れ
る
。
そ
の
点
で
、
第

一
の
領
域

に
お
け

る
国
際
的
規
範

の
進
展
は
、

第

二
の
領
域
に
お
け
る
特
定

の
国

へ
の
影
響
力
を
行
使
す
る
う
え

で
、
有
利
な

国
際
的
な
政
策
環
境
を
提
供
し
た
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り

、
「子
ど
も

の
権
利
」
に
関
す

る
国
際
的
な
規
範

の
発
展
を
背

景
と
し

て
、
そ
れ
ま
で

「周
縁
」

に
置
か
れ

て
き
た
当
事

者

ソ
マ
リ
ー

・
マ
ム
と

「
子

ど
も

の
最
善

の
利
益
」
を
代
表
す
る

ア
フ

ェ
シ

ッ
プ
は
、
国
際

E
C
P
A
T
が

主
導
す

る
世
界
的
な
運
動

の
な
か

で
、
国
際
政
治

に
お
け

る
行
為
主
体
性
を
強

化

で
き
た
。
そ
し

て
、
国
際
機
構
、
欧
州
議
会

、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と

の

国
際
的
な
連
携
を
基
盤
と
し

て
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
政
府

に
対
し

て

「
子
ど
も

の
権

利
」

の
国
内
的
実
施
に
真
摯
に
取
り
組

む
よ
う

、
効
果
的

に
影
響
力
を
行
使
す

る
こ
と
が

で
き
た

の
で
あ
る
。

引
用
文
献

ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
、

ロ
ニ
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「
グ
ロ
ー
バ
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な
課
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と
平
和
学
―
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事

者
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を
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」
高
柳
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ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
、

ロ
ニ
ー
編
著
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た
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平
和
を
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発
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権
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編
著
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人
権
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概
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、
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年
、
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子
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搾
取
と
人
身
売

買

―

グ
ロ
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バ
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際
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学
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編
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田
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版
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、

二
〇
〇
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年

、
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-
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一
頁
。

甲
斐
田
万
智
子
「

国
際
連
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―

子
ど
も

の
人
身
売

買
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に
闘
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ア
フ
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シ

ッ
プ
を
支
援
す
る
意
味
」
国
際
子
ど
も
権

利
セ
ン

タ
ー
編

『子
夢
子
明
』

五
〇
号
、

二
〇
〇
五
年
。

勝
間
靖

「
ア
ジ

ア
に
お
け
る
子
ど
も

の
人
身
売
買
―

性
的
搾
取

の
グ

ロ
ー

バ

ル
化
と

の
関
連

に
お

い
て
」
日
本
婦
人
団
体
連
合
会

編

『婦
人
通
信
』

五
五
五
号
、
二
〇
〇
四
年
、
八
-

一
〇
頁
。

勝
間
靖

「
国
境
を
超
え

る
子
ど
も

の
商
業
的
性
的
搾

取
―

ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
の
視
点

か
ら
」

ア
ジ

ア
女
性
交
流

・
研
究

フ
ォ
ー
ラ
ム
編

『
ア
ジ

ア
女

性

研
究
』
九
号
、

二
〇
〇
〇
年
、
五
五
-

六
〇
頁
。

勝
間
靖

「
メ
キ
シ

コ
に
お
け
る
子
ど
も

の
性
的
搾

取
―

子
ど
も

の
権
利
条

約
批
准
後

の
法
、
政
策
、
実
践
」
日
本
平
和
学
会
編

『平
和
研
究
』

二
四

号

、
早
稲

田
大
学
出
版
部
、

一
九
九
九
年

、
七

二
-

八
〇
頁
。

勝
間
靖

「開
発
援
助
を
通
し
た
N
G
O

の
途
上

国
政
府

へ
の
影
響
力
―

ボ

リ
ヴ

ィ
ア
の
金
融

シ
ス
テ
ム
改
革
を
事

例
と

し
て
」

日
本
国
際
政
治
学
会

編

『国
際
政
治
』
―

九
号

(国
際
的
行
為
主
体

の
再
検
討
)
、

一
九
九

八

年

、

一
四

二
-

一
五

五

頁

。
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中
西
正
司

・
上
野
千
鶴
子

『当
事
者
・王
権
』
岩
波
書
店

、
二
〇
〇
三
年
。

平
野
将
人

・
甲
斐
田
万
智
子

『カ

ン
ボ
ジ

ア
に
お
け
る
子
ど
も

の
人
身
売
買

と
性
的
搾
取

へ
の
取
り
組
み
―

子
ど
も

の
権

利
ベ
ー
ス
ア
プ

ロ
ー
チ
と

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
』
国
際
子
ど
も
権

利
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
六
年
。

ベ
イ

ル
ズ

、
ケ
ビ

ン

(大

和
田

英
子

訳
)

『
グ

ロ
ー
バ

ル
経

済
と

現
代

奴

隷
制
』
凱
風
社
、
二
〇
〇
二
年
。

マ
ム
、

ソ

マ
リ
ー

(高
梨

ゆ
う

り
訳

)

『幼

い
娼
婦

だ

っ
た
私

へ
』
文

藝

春
秋

、
二
〇
〇
六
年
。

〔付
記
〕

本
稿

の
草
稿
段
階

に
お
い
て
、
甲
斐

田
万
智

子
氏

(国
際
子
ど
も

権

利
セ
ン
タ
ー
)
と
長
島
美
紀
氏

(早
稲
田
大
学
、

F
G
M
廃
絶
を
支
援

す

る
女

た
ち

の
会
)

か
ら
情
報
を
頂

い
た
。

こ
の
場
を
借
り

て
お
礼
申
し

上
げ

る
。

(か

つ
ま

や
す

し

早
稲
田
大
学
)



"The Rights of the Child" 
and the Search for a 

New International Order: Children Affected by 

 Violence and Exploitation as International 

 Actors 

KATSUMA Yasushi 

 The focus of this paper is those who faced violence and exploitation during 
their childhood in developing countries. They are the most marginalized in 
international relations. First, in the international system, the states, partic-
ularly the powerful ones, are the major actors. Most of them are industrial-
ized countries where human rights are relatively well respected. Therefore, 
with the principle of non-intervention in internal affairs, human rights viola-
tions in developing countries are less likely to be on the international agenda. 
On the other hand, since the 1948 Universal Declaration of Human Rights, 
the international framework of human rights has been strengthened. In this 
context, the UN Human Rights Council was established in 2006 to periodi-
cally review the human rights status in all countries. 
 Second, the vulnerable within the family, such as children and women, 

tend to be marginalized, as the household is usually perceived as private 
space, not to be intervened by the public. However, as the problems of 
child abuse and domestic violence become prominent even in industrialized 
countries, the international rights of the vulnerable groups have been estab-
lished, including the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC). It is 
a shift from protection to liberation, treating children as rights-holders. 
 When the state, as duty-bearer, is not willing to implement the CRC do-
mestically, there is now a possibility for the aggrieved party, the child or 
NGOs representing the best interest of the child, to claim the rights as an 
international actor. 
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First, the aggrieved party can help develop international norms at world 

conferences. Ms. Somaly Mam who faced sexual exploitation in her child-

hood established an NGO "AFESIP" in Cambodia, forming an alliance with 

an international NGO "ECPAT" that was instrumental in organizing a series 

of the World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children 

(CSEC), bringing the 2000 Optional Protocol to the CRC on CSEC into effect. 
 Second, the aggrieved party is capable of mobilizing international support 

to influence the behavior of a specific country. For the Government of Cam-

bodia to become more proactive in implementing the CRC in the country, 
"AFESIP" mobilized support from the European Parliament and the U .S. De-

partment of State. It shows that the aggrieved party can play a significant 
role as an actor in search for a new international order, both strengthening 

human rights norms and influencing a specific country to implement them.
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