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「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
っ
た
の
か
。

今
か
ら
二
十
年
前
、「
い
ま
こ
そ
、
国
家
の
安
全
保
障
と

い
う
狭
義
の
概
念
か
ら
『
人
間
の
安
全
保
障
』
と
い
う
包

括
的
な
概
念
に
移
行
す
べ
き
と
き
で
あ
る
」
と
国
連
開
発

計
画
は
訴
え
た
。
大
胆
な
主
張
が
注
目
さ
れ
る
一
方
で
、

内
容
が
広
範
囲
過
ぎ
て
曖
昧
で
あ
る
、
現
実
的
で
な
い
と

い
っ
た
批
判
も
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

　

そ
れ
か
ら
二
十
年
、
世
界
に
は
依
然
と
し
て
核
の
脅
威

が
存
在
し
、
各
国
は
自
国
の
軍
事
力
や
経
済
力
を
強
化
し

て
存
在
感
を
示
そ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
紛

争
が
激
化
す
る
シ
リ
ア
で
は
二
百
万
人
を
超
え
る
人
々
が

難
民
と
な
り
、
そ
の
約
半
数
が
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
何

も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
人
間
の
安
全
保
障
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
欠
乏
か

ら
の
自
由
」
と
「
恐
怖
か
ら
の
自
由
」
の
う
ち
、
後
者
に
重

き
を
お
い
た
の
は
カ
ナ
ダ
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
に
就
任

し
た
ア
ッ
ク
ス
ワ
ー
ジ
外
務
大
臣
の
下
、「
人
間
の
安
全

保
障
」
の
中
で
も
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
民
間
人
の
保
護

を
重
視
す
る
方
針
を
掲
げ
、
従
来
の
平
和
維
持
活
動
に
主

導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
経
験
を
活
か
す
施
策
を
推
し

進
め
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
介
入
と
国
家
主
権

に
関
す
る
国
際
委
員
会
を
設
立
し
、
同
委
員
会
は
「
保
護

す
る
責
任
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
本
来

国
家
主
権
に
は
国
民
を
保
護
す
る
責
任
が
あ
り
、
そ
れ
を

果
た
せ
な
い
も
し
く
は
果
た
す
意
思
の
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
責
任
を
国
際
社
会
が
担
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
「
保
護
す
る
責
任
」
は
、
紛
争
の
度
に
国
際
社
会
が
直

面
し
て
き
た
介
入
の
必
要
性
と
国
家
主
権
の
問
題
を
打
開

す
る
た
め
の
画
期
的
な
考
え
方
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
な
お
か
つ
重
要
な
点
は
、
国
家
主
権
と
い

う
国
際
社
会
の
存
立
そ
の
も
の
を
支
え
る
概
念
が
、「
人

間
」
を
守
る
と
い
う
何
よ
り
根
本
的
な
視
点
か
ら
再
検
討

さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。「
保
護
す
る
責
任
」
の
実
際
の
運

用
に
つ
い
て
課
題
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
既
存
の
概
念
を
「
人
間
」
を
中
心
に
据
え

て
問
い
直
し
た
時
、
新
た
な
変
革
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
思
い

が
、
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
存
在
し
続
け
る
「
人
間
の
安

全
保
障
」
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

（
と
よ
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