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市
民
社
会

の
創
生
に
向
け
て

一

N
P
O
の
限
界
と
可
能
性
」

亀
山

俊
朗

〈
要
旨

〉

国
家

が
行
う
事

業
や
サ

ー
ヴ

ィ
ス
の
民
営

化

の
必
要

性
が
叫
ば
れ

て
久

し

い
。

し
か

し

、
公
共

サ
ー
ヴ

ィ

ス
を
市

場
化

し
、
民

間
企
業

が
行
う

こ
と

に
よ
る
矛
盾
も

ま
た
、

賜

ら
か

に
な
り

つ

つ
あ

る
。

そ
う

し
た
状

況

の
も
と

、
公

共
サ

ー
ヴ

ィ

ス
を

N
P

O

(非
営
利

民
間
組
織
)
な
ど

の
ア

ソ
シ

エ
ー
シ

ョ
ン
が
担
う

こ
と

へ
の
期
待
が
高
ま

っ
て

い
る
。
・そ
れ
ら
.の
活
動

に
よ
り

、
新

し

い
市

民
社
会

が
形
成
さ
れ

る
、
と

い
っ
た
議
論

も
盛

ん
だ

。

そ

の
代

表

的
な

も

の
之
し

て
、

ア

メ
リ
カ

の
経

済
学

者
を

中
心
と

し
た

「非
営
利

弛
ク
タ
ー
」

論

や
、

ヨ
…

ロ
ッ
パ

の
政
治
学

・
社
会
哲
学

に
お
け

る

「市
民
社

会
」

、論

が
あ
る
。

し
か
し

、
両
者
は

い
ず

れ
も
国
家

や
社
会

と
は
別

個
の
領

域
と
し

て

市
民
社
会

を
概
念
化

し

て

い
る
た
め
、
進
行

す

る
社
会

再
編

の
方
向
性
を

つ
か
み
切
れ

な

い
。

こ
れ
に
対
し

て
本
稿

で
は
、
・N
P
O
を
含
む

様

々
な

ア

ソ
シ

エ
ー

シ
ョ
ン
に
よ

る
水

平
的

な
ガ
ヴ

ァ
ナ

ン
ス

(自

己
統
治
的

な
組

織
間
諸
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
)

に
人

々
が
参
加

す

る
場

で
あ
る
と

、
市

民
社
会

を
捉
え

る
。

そ
し

て
、

そ
う

し
た
観
点

に
基
づ
く
議
論

と
し

て
ポ
ー

ル

・
バ
ー

ス
ト
の

「
ア
ソ
シ

エ
ー

テ
ィ
ヴ

・
デ

モ
ク

ラ
シ
…
」

論
を
検
討

す
る
。
加
え

て
、
そ
う
し
た
議
論
を

日
本

に
導
入
す
る
際
の
問
題
点
を
指
摘
す

る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

N

P

O

非

営

利

セ
ク

ダ

i

、
市

民

社

会

・

.ア

ソ

シ
、エ
ー

シ

ョ
ン

ガ
ヴ

ァ
ナ

ン

ス
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は
じ
め
に

平
成
十
二
年
版

『国
民
生
活
白
書
』
は
、
「ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
深
め
る
好
縁
」
.

と
副
題
し
、
白
書
の
主
要
な
部
分
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
N
P
O

(Z
o
口
七
「o津

○
「αq
拶
巳
N
9
二
〇
⇒
)
に
関
す
る
記
述
に
充
て
て
い
る
。
白
書
に
よ
れ
ば
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
注
目
さ
れ
る
理
由
は
三
点
あ
る
。
第

一
に
、
旧
来
の
日
本
的
な

雇
用
慣
行
の
変
容
に
よ
り
、
職
場
で
の
人
間
関
係
が
薄
れ
、
そ
れ
に
替
わ
る
も

の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
第

二
に
、
企
業
も
政
府
も
提
供
で
き
な
い
サ
ー

ヴ
ィ
ス
の
有
用
性
が
認
め
ら
れ
始
め
た
こ
と
。
第
三
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

は
人
々
の
自
己
実
現
の
欲
求
を
満

た
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
地
域
生
活
の
豊
か

さ
を
高
め
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
期
待
さ
れ
て
は

い
る
が
、

日
本
で
は
欧
米
に
比
べ
活
動

へ
の
参
加
が
ま
だ
低
い
、
と
白
書
は
言
う
。
そ
の

現
状
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
人
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加
を
促
す
た
め

の
課
題
を
、
白
書
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
中
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
N
P
O
の

「先
進
国
」
と
し
て
最
も
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は

「慈
善
団
体
に
参
加
し
て
い
る
」
人
の
割
合
が

高
く
馬
同
時
に

「国
民
の
暮
ら
し
に
国
が
責
任
を
持

つ
べ
き
」
と
思
う
人
の
割

合
は
二
割
台
で
あ
る
。
日
本
は
そ

の
逆
で
、
「慈
善
団
体

へ
の
参
加
」
は
ほ
と
ん

ど
な

い

一
方
、
.七
割
の
人
々
が

「
国
民
の
暮
ら
し
に
国
が
責
任
を
持
つ
べ
き
」

と
考
え

て
い
る
、̂}。
そ
う
し
た
デ
ー
タ
を
い
く

つ
も
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
白

書
は
ア
メ
リ
カ
的
モ
デ
ル
ー
国
に
頼
ら
ず
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
で
社
会
サ

ー
ヴ
ィ
ス
を
支
え
る
よ
う
な
ー
を
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
、
暗
に
、
し
か
し
繰

り
返
し
示
す
。

新
自
由
主
義
的
な
政
策
を
取
り
小
さ
な
政
府
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
社

会
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
劣
化
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
は
、
八
十
年
代
の
サ
ッ
チ

ャ
ー

・
レ
ー
ガ
ン
路
線
の
結
果
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
公
共
サ
ー
ヴ
イ
ス

の

「民
営
化
」
を
す
べ
て
営
利
企
業
に
よ

っ
て
ま
か
な
う
の
は
困
難
な
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
基
本
的
に
は
主
流
派
経
済
学

(新
古
典
派
経
済
学
)
の
立
場
に

立

つ
で
あ
ろ
う
人
々
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
N
P
O
に
よ
る
社
会
サ
ー
ヴ
ィ
ス

の
必
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
中
で
は
明
言
さ
れ
て
は

い
な
い
も
の
の
、
『国
民
生
活
白
書
』
に
お
い
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
N
P
O
が
重

要
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
軸
に
社
会
を
再
編
し
よ
う
と
い
う
主
張
を
、

新
た
な
管
理
社
会
化
を
目
指
す
目
論
見
で
あ
る
と
批
判
す
る
議
論
も
》
当
然
あ

ら
わ
れ
る
。
例
え
ば
中
野
敏
男
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
称
揚
す
る
よ
う
な

「市

民
社
会
」
論
を

「ボ
ラ
ツ
テ
ィ
ア
動
員
型
市
民
社
会
論
」
と
各
づ
け
、
そ
こ
で

想
定
さ
れ
て
い
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
こ
な
す

「多
様
な
差
異
を
組
織
」
す
る

「自
己
同

一
性
」
を
持
つ
主
体
像
を
批
判
し
、
ム
フ
を
援
用
し
て
、
「多
様
な
差

異
を
組
織
し
て
自
己
伺

一
性
を
う
ち
た
て
」
よ
う
と
す
る
営
み
そ
の
も
の
が
、

必
ず
選
別
と
排
除
を
含
む
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
と
の
抗
争
が
不
可
避
だ
と
述
べ
る
。
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の

「奉
仕
」
が

「弱
者
」
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
だ
と
し
た
ら
、
ム
フ

の
言
う
よ
う
に
そ
う
し
た

「強
者
ー
弱
者
」
と

い
う

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、

ま
ず
は
じ
め
に
脱
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
㌧
、)。
中
野
は
、
「ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
動
員
型
市
民
社
会
論
」
が

「ポ
ス
ト
福
祉
国
家
」

へ
の
国
家
機
能
の
再
編

108



に
適
合
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
、
と
批
判
す
る
。

そ
う
し
た
中
野
の
結
論
は

亠
面

で
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
モ
チ
ー

フ
は
、
市
民
社
会

の
外
部

(労
働
者
階
級
、
被
差
別
者
、
第
三
世
界
…
)
を
想

定
し
、
そ
こ
か
ら
閉
じ
ら
れ
た
市
民
社
会
の
欺
瞞
性
を
指
摘
す
る
、
と
い
っ
た

従
来
の
市
民
社
会
批
判
を
今
日
的

に
洗
練
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
批
判
の

根
拠
が
市
民
社
会

の
外
部
で
は
な
ぐ
主
体
そ
の
も
の
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が

「洗
練
」

の
所
以
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
、
社
会
の
セ
イ
フ
テ
ィ

・

ネ

ッ
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
弱
体
化
と
・い
う
条
件
の
下
、

い
ま
は
む
し
ろ
市
民
社
会
の

「批
判
」
よ
り
も

「建
設
」
が
課
題
で
あ
る
、
と

考
え
る
人
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
N
P
O
に
参
加
し
て
い
る

(彼
等
の
多

く
は

「批
判
す
る
だ
け
の
市
民
運
動
」
と
自
己
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
)
。
そ
う

し
た
状
況
に
、
明
確
な
代
案
を
出
さ
ず

一
見

「解
体
」
を
称
揚
す
る
か
の
よ
う

な
中
野

(ー
ム
フ
)
の
議
論
は
有

効
性
を
持
ち
に
く
い
だ
ろ
う
。
必
要
と
さ
れ

る
の
は
、
中
野
の
言
う

「ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
動
員
型
市
民
社
会
論
」
が
内
在
的
に

抱
え
る
矛
盾
を
摘
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
題
に
す
る
、

と

い
っ
た
点
で
は
中
野
の
議
論
は
内
在
的
だ
ろ
う
が
、
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
結
局

国
家
を
利
す
る
の
で
非
、
と
い
う

論
点
で
は
や
は
り
外
在
的
な
批
判
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
福
祉
国
家
の
オ
ー
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
自
称
す
る

「ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
動
員
型
市
民
社
会
論
」
に
さ
ら
に
オ
ー
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
出
し
う
る
か
、

と
い
う
課
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
「市
民
社
会
」
像
の
転
換
が
不
可
欠
で
あ
る
。
現
在
、
N
P

O
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
際
、
そ
れ
ら
が
構
成
す
る

「市
民
社
会
」
を
、
「国
家
」

や

「市
場
」
と
切
り
分
け
ら
れ
た
別
個

の
領
域
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
よ
う

と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
国
家
や
市
場
も
巻
き
込
ん
で
進
行

す
る
社
会
の
再
編
を
把
握
し
き
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
市
民
社

会
と
は
様
々
な
レ
ヴ

ェ
ル
の
自
己
調
整
的
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

(ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
)

に
人
々
が
関
わ
る
よ
う
な
場
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
市
民
社
会
を
関
係
性
に
お

い
て
捉
え
る
、
.そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
市
民
社
会
概
念
は
は
じ
め
て
有
効

な
も
の
に
な
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
で
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
日
本
で

N
P
O
な
ど
を
論
ず
る
際
に
最
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と

し
た

「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
論
を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
主
流
派
経
済
学
的
な

立
場
か
ら
N
P
O
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー

は

「市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
「民
間
セ
ク
タ
ー
」

(市
場
)
、
「公
共
セ
ク
タ
ー
」

(国
家
)
を
補
完
す
る
も

の
と
し
て

「非
営
利
セ

ク
タ
ー
」
を
位
置
付
け
る
こ
の
議
論
で
は
、
市
場
や
国
家
の
再
編

の
展
望
は
得

ら
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
社
会
哲
学
や
政
治
学
的
な
よ
り
広

い
視
点
か
ら
N
P
O

な
ど
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る

「市
民
社
会
」
論
を
検
討
す
る
。
そ
の
代
表
的

な
論
者
は
、
市
民
社
会
が
国
家
や
市
場
に
影
響
を
与
え
る
、
と

い
う
図
式
で
社

会
再
編
を
展
望
す
る
。
し
か
し
、
自
助
的
な
N
P
O
の
隆
盛
が
い
か
に
社
会
を

変
え
る
の
か
、
と
い
っ
た
視
点
は
弱
い
。

そ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
自
助
的
な
活
動
も
視
野
に
収
め
る
よ
う
な

「市

民
社
会
」
定
義
を
提
案
す
る
。
そ
れ
が
先
述
の
、
市
民
社
会
を
人

々
が
多
様
な

ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
に
関
わ
る
場
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

具
体
的
な
展
開
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の

「
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

論
を
参
照
し
、
市
民
社
会
を
関
係
性
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認

市民社会の創生に向けてlo9



す
る
。
广そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
議
論
を
日
本
に
導
入
す
る
際
の
課
題
を
指
摘
す

る
。

,二

「
非
営

利

セ
ク
タ

ー
」
論

「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
論
の
検
討
に
入
る
前
に
、
N
P
O
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
整
理
し
、
そ
の
う
ち
ど
の
分
野
を
主
に
論
ず
る
か
を
明

ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
ク
リ
ー
ジ
は
、
集
合
行
為
に
構
成
員
を
動
員
す
る
か
し

な

い
か
と

い
う
構
成
員
の
直
接
参
加
の
有
無
と
、
当
局
か
ら
何
ら
か
の
集
合
財

を
得
よ
う
と
す
る
か
し
な
い
か
と

い
う
点

・(構
成
員

・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
志
向
-

当
局
志
向
)
に
よ
っ
て
、
社
会
運
動
に
関
連
す
る
組
織
を
、
(
a
)自
助

・
利
他
主

義
、
(b
)サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
(.c
)政
治
的
表
明
、
(d
)政

治
的
動
員
社
会
運
動
組
織
、
の
四

つ
に
類
型
化
し
て

い
る
落
。
西
城
戸
誠
は
こ
れ
を
援
用
し
、
N
P
O
を

(
a
)ア
ソ
シ
、エ
ー
シ
ョ
ン
型
N
P
O
、
(b
)事
業
型
N

P
O
、
(
c
)
《
制
度
化
さ
れ
た
》
N
P
O
、
(d
)社
会

運
動
型
N
P
O
、
ど
類
型
化
す
る
(、
.。
図
示
す
る
と

以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

こ
の
図
式
に
基
づ
き
旦
ハ体
例
を
考
え
て
み
る
と
、

(
a
)に
は
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
自
助
グ
ル
ー

プ
、
学
習
活
動
を
行
う
団
体
、
趣
味
サ
」
ク
ル
、
普

及

・
啓
蒙
活
動
を
行
う
団
体
が
想
定
さ
れ
る
。.
(b
)

に
は
、
各
種
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
財
を
構
成
員
に
有
償
で

動員しない

当局に要求

d C

a b

要求しない

図1

動員する

供
給
す
る
事
業
活
動
を
中
心
と
し
た
団
体
が
該
当
し
よ
う
。
法
人
化
さ
れ
た
学

101

校
、
病
院
な
ど
も
こ
の
範
疇
に
入
る
。
(
c
)に
は
政
治
的
要
求
を
持
つ
同
業
者
組

合
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
構
成
員
に
動
員
を
か
け
れ
ば
(d
)の
領
域
と
な
る
。

(d
)は
当
局
に
対
す
る
政
策
提
言
な
ど
の
働
き
か
け
を
行

っ
て
何
ら
か
の
集
合
財

を
得
よ
う
と
試
み
宀
か

つ
構
成
員
の
直
接
的
な
動
員
に
よ

っ
て
団
体
の
目
標
が

達
成
さ
れ
る
よ
う
な
組
織
が
分
類
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
現
在
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

の
多

い
N
P
O
は
、
主
に
(
a
)に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
助

・
互
助
的

な
活
動
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
行
う
団
体
で
あ
る
。
「当
局
に
要
求
し
な
い
」

で
参
加
者
を

「動
員
」
す
る
自
助

・
互
助
組
織
が
、
今
注
目
を
集
め
て
い
る
。

本
稿
で
も
主
に
そ
う
し
た
組
織
を
対
象
に
議
論
を
行
う
。

実
践
レ
ヴ

ェ
ル
や
ジ
ャ
ー
ナ
.リ
ズ
ム
の
言
説
レ
ヴ

ェ
ル
で
N
P
O
が
問
題
と

な
る
と
、
そ
の
根
拠
づ
け
と
な
る
理
論
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
現
在
日
本
で

最
も
援
用
さ
れ
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た

「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論

で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
十
ニ
カ
国
に
わ
た
る
実
証
研
究
で
あ
る
ジ

ョ
ン
ズ

・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
非
営
利
セ
ク
タ
ー
国
際
比
較
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
め
研

究
で
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
る
L

・
M

・
サ
ラ
モ
ン
の
議
論
で
あ
る
。
サ
ラ
モ

ン
ら
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

現
代
社
会
は
様
々
な
組
織
に
よ
紅
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
こ
れ
ら
の
組

織
は
二
つ
の
大
き
な
セ
ク
タ
ー
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち

「市
場

(
マ

ー
ケ

ッ
ト
)」
と

「国
家
」
、
あ
る
い
は

「民
間
セ
ク
タ
ー
」
と

「公
的
セ
ク
タ

ー
」
で
あ
る
つ
し
か
し

「最
近
、
政
府
の
役
割
に
関
し
て
不
満
が
生
じ
て
き
て

お
り
、
社
会
を
二
つ
の
セ
ク
タ
ー
で
概
念
化
し
把
握
し
よ
う
と
す
る
伝
統
的
方



法
は
、
か
な
り
根
本
的
薫
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
」
つ
す
な
わ
ち
、
「形
態
は

民
間
で
あ
る
が
目
的
に
お
い
て
は
公
的
色
彩
の
あ
る
第
三
番
目
の
組
織
集
合
」

の
検
討
が
必
要
な

の
で
あ
る
.̂、.。

こ
れ
が
、
民
間
非
営
利
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
。

こ
の
セ
ク
タ
ー
の
組
織
は
、
営
利
を
追
求
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
場
合
に
は

N
P
O
と
呼
ば
れ
、
政
府
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
場
合
に
は
N
G
O

(乞
§

O
o<
興
口
B
Φ茸

9

Φq
o
三
N
9けδ
コ
)
と
呼
ば
れ
る
。
日
本
で
も
近
年
、
N
P
O
や

N
G
O
と
」い
っ
た
呼
称
が
急
速
に
普

及
し
た
。
N
P
O
と
し
て
鳳
新
し
い
福
祉

サ
…
ヴ
ィ
ス
を
担
お
う
と
す
る
組
織
、
N
G
O
と
し
て
は
環
境
保
護
団
体
や
人

道
的
な
海
外
支
援
を
行
う
グ
ル
ー
プ
が
ジ
ャ
ト
ナ
リ
ズ
ム
で
は
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る
。
が
、
「形
態
は
民
間

で
あ
る
が
公
的
色
彩
の
あ
る
」
と
い
う
定
義

か
ら
す
れ
ば
、
旧
来
か
ら
の
財
団
、
私
立
学
校
や
病
院
恋
ど
、
雑
多
な
組
織
が

そ
の
範
躊
に
入
ろ
う
。
.そ
れ
ゆ
え
、
な
に
を
も

っ
て
非
営
利
セ
ク
タ
ー
と
す
る

か
は
各
国
に
よ

っ
て
異
同
が
あ
り
馬
実
証
的
な
国
際
比
較
研
究
を
日
]指
す
サ
ラ

モ
ン
ら
は
ま
ず
そ
の
普
遍
的
定
義
を
行
う
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
以

下
の
よ
う
な
非
営
利
地
ク
タ
ー
浜
通
の
定
義
が
考
慌
ら
乳
た
。
.①
利
潤
配
分
を

し
な
い
こ
と

(組
織
存
続
の
允
め
に
剰
余
を
あ
ザ
る
こ
七
は
排
除
t
な

い
も
の

の
、
そ
れ
は
利
害
関
係
者
に
配
分

さ
れ
な
い
)
、
②

フ
ォ
ー
マ
ル
で
あ
る
こ
と

(組
織
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
)
、
③
民
間
組
織
で
あ
る
こ
と

(政
府
か

ら
の
資
金
援
助
は
排
除
し
な
い
)、
④
独
立
七
た
組
織
運
営
、
⑤
ボ
ラ
ン
タ
リ
」

な
要
素
の
存
荘

(寄
付
葉

ラ
ン
・汚

ア
労
働
の
存
在
)
、
霏

宗
教
的
で
あ
る

こ
と

.(宗
教
団
体
に
よ
る
慈
善
活
動

は
排
除
し
な
い
)、
⑦
非
政
治
的
で
あ
る
こ

と

(特
定
課
題

へ
の
ア
下
ボ
吻
シ
ー
は
排
除
七
な
い
).,
.。

こ
の
定
義
は
現
在
日
本
で
N
P
O
を
論
じ
る
際
に
多
く
の
論
者
に
よ

っ
て
利

用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
あ
.る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(主
に
フ
ラ
ン
ス
)

に
お
い
て
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー
は

「社
会
的
経
済
」
(ひO
O
P
◎
bP一Φ
ω0
0一P
一①
)
と

呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
消
費
者
協
同
組
合
や
相
互
銀
行
な
ど
が
そ
の
重
要
な
」

部
隊
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
組
織
は
上
記
の
定
義
で
は

「①
利
潤
配

分
を
七
な
い
」」
と
い
う
条
項
に
抵
触
す
る
た
め
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー
か
ら
除
外

さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
定
義
自
体
が
ア
メ
リ
カ
中
心
的
な
も
の

で
あ
り
、
合
衆
国
に
お
い
て
協
同
絶
合
な
ど
が
発
達
し
て
い
な

い
が
ゆ
え

の

「カ
ン
ト
リ
漕

・
ブ
ラ
イ
ン
ド
ネ
ス
」
で
あ
る
、
と

い
う
批
判
で
あ
る
一ヱ
。
た
し

か
に
、
協
同
組
合
な
ゼ
を
非
営
利
セ
ク
タ
d
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
は
ハ

ア
メ
リ
カ
の
現
状
か
ら
出
た
発
想
で
あ
ろ
う
。
サ
ラ
モ
ン
ら
の
国
際
比
較
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
、
経
験
的
な
実
証
研
究
を
目
指
し
て
い
る

(と
自
称
し
て
い
る
し
、

・
ま
わ
り
も
概
ね
そ
う
認
識
し
て
い
る
)
こ
と
か
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し

で
経
験
的
に
各
国
の
公
約
数
的
な
定
義
を
設
定
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
経
済
的
な
領
域
を
非
営
利
セ
ク
タ
ー
か
ち
排
除
し
元
い
、
と

い

う
規
範
的
な
意
図
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に

は
、
ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
セ
ク
タ
」
論
者
た
ち
が
、
,な
ぜ
非
営
利
セ
ク
タ
ー
が

存
在
す
る
と
考
え
る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

簡
単
に
言
う
と
、
そ
れ
は
①
市
場
の
失
敗
、
②
政
府
の
失
敗
に
よ
り
、
③
非

営
利
セ
ク
タ
ー
の
形
成
が
な
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
民
間

(市
場
)、
公
共
、
非
営
利
の
三
セ
ク
タ
ー
が
生
ま
れ
る
。」
①
、
②
に
つ
い
て
詳

し
く
見
て
み
よ
う
。

①
の

「市
場
の
失
敗
」
は
公
共
縫
済
学
の
出
溌
点
で
あ
る
。
市
場
は
、
例
え

ば
食
料
品
や
耐
久
消
費
財
な
ど
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る
も
の
を
扱
う
上
で
は
優

市民社会の創生に向けて111



れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
品
に
つ
い
て
は
、
市
場
で
の
消
費
者

の
選
択
が
、
価
格
や
需
要
量
に
つ
い
て
の
情
報
と
な

っ
て
生
産
者
に
送
ら
れ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
き
れ

い
で
安
全
な
環
境
、
あ
る
い
は
国
防
と
い
っ
た
共

同
で
消
費
さ
れ
る
も
の
は
、
市
場

で
う
ま
く
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
よ
う
な
公
共
財
と
呼
ば
れ
る
も

の
は

「た
だ
乗
り
」
と
い
う
問
題
を
伴
う
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
度
公
共
財
が
生
産
さ
れ
る
と
、
生
産
コ
ス
ト
を
負
担

し
な
か

っ
た
人
々
も
含
め
て
、
す

べ
て
の
人
々
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
。
公
共

財
の
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
し
な

い
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
、
他
人
に
そ
の
負

担
を
負
わ
せ
る
ほ
う
が
得
で
あ
る
。
だ
が
、

誰
も
が
そ
う
考
え
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
公
共
財
の
生
産
は
極
端
に
少
な
く

な
り
、
す
べ
て
の
人

々
が
損
失
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
何

ら
か
の
か
た
ち
の
非
市
場
的
な
機
構
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が

政
府
で
あ
る
。
個
々
人
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
政
府
は
す
べ
て
の
人
々

に
公
共
財
の
コ
ス
ト

の
負
担
を
強
制
す
る
。
こ
う
し
て
民
間
セ
ク
タ
ー
に
対
す

る
公
共
セ
ク
タ
ー
の
存
在
が
説
明
さ
れ
る
亘
。

こ
の

「市
場
の
失
敗
」
を
克
服
す
る
、

い
ま
ひ
と

つ
の
方
法
が
非
営
利
セ
ク

タ
ー
の
活
用
で
あ
る
。
バ
ー
ト
ン

・
ワ
イ
ス
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
よ
う
に
論
ず

る

,}。
非
営
利
組
織
を
作
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
個
々
人
は
当
該
グ
ル
ー
プ
内
で

は
必
要
と
認
め
ら
れ
る
が
、
国
民
大
多
数

の
支
持
を
得
る
仁
は
至
ら
な
い

(つ

ま
り
政
府
で
は
扱
え
な

い
)
公
共
財
の
生
産
の
た
め
に
、
資
金
を
出
し
合

っ
た

り
、
労
働
を
提
供
し
た
り
で
き
る
。
と
く
に
、
多
様
化
し
た
社
会
で
は
、
特
定

の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
々
に
は
共
通
で
あ
る
利
害

・
関
心

(経
済
的
な
も
の

だ
け
で
は
な
く
、
文
化
的
な
も
の
も
含
む
)
が
、
国
民
全
体
に
共
通
し
な
い
場

合
が
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
が
、
非
営
利
組
織
に
よ

っ
て
、
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
が
望
む
種
類
、
望
む
レ
ヴ

ェ
ル
の
公
共
財
を
生
産
す
る
。
こ
・ナ

し
た
ワ
イ
ス
プ
ロ
ッ
ト
の
説
明
を
、

ヘ
ン
リ
ー

・
ハ
ン
ス
マ
ン
は
財
源
を

「寄

付
型
」
と
す
る
非
営
利
組
織
に
は
あ
て
は
ま
る
が
、
そ
れ
以
外
の
組
織
の
説
明

に
は
適
当
で
な

い
、
と
す
る
。
そ
こ
で
彼
が
非
営
利
組
織

一
般
に
妥
当
す
る
も

の
と
し
て
提
起
す
る
の
が

・「契
約
の
失
敗
」
論
で
あ
る
。

ハ
ン
ス
マ
ン
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
非
営
利
組
織
は
、
典
型
的
に
は
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が

購
入
ま
た
は
消
費
さ
れ
る
環
境
の
た
め
、
あ
る
い
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
そ
の
も
の

の
性
質
の
た
め
に
、
企
業
が
生
産
す
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
量
、
質
に
つ
い
て
消

費
者
が
正
確
に
評
価
で
き
な
い
と
感
じ
る
場
合
に
発
生
す
る
。」
亜

そ
う
し
た
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
福
祉
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
例
に
出
さ
れ
る
。
通

常
の
商
品
は
、
購
入
者
が
市
場
に
お
い
て
そ
の
質
を
判
断
し
、
購
入
す
る
か
否

か
を
決
め
る
。
し
か
し
、
保
育
や
介
護
と

い
っ
た
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
購
入
者
が

質
を
評
価
し
選
択
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
購
入
者
は
、
保
育

サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
受
け
る
子
供
の
親
で
あ

っ
た
り
、
介
護
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
受
け
る

老
人
の
子
で
あ

っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
も
と
で
は
、
購
入
者
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス

の
妥
当
性
を
自
身
で
は
査
定
で
き
な
い
た
め
、
市
場
で
の
提
供
者
以
外
の
、
信

頼
し
う
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
者
を
求
め
る
。
非
営
利
組
織
は
利
潤
の
分
配
が
制

限
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
利
潤
を
上
げ
る
と

い
う
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
質
を
落
と
す

誘
因
が
弱
い
。
そ
の
た
め
、
購
入
の
際

「契
約
の
失
敗
」
の
可
能
性
が
高

い
財

や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
つ
い
て
は
非
営
利
企
業
が
選
ば
れ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
n
.

「市
場
の
失
敗
」
に
対
し
て
は
ま
ず
政
府
の
対
応
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
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そ
こ
に
②

の

「政
府
の
失
敗
」
が
生
ず
る
た
め
に
非
営
利
セ
ク
タ
ー
が
存
在
す

る
よ
う
に
な
る
、
と

い
う
説
明
も

で
き
る
。
そ
れ
は
先
述
の

「市
場
の
失
敗
」

の
説
明
に
お
い
て
、
人
々
が
政
府
だ
け
で
は
満
足
で
き
ず
非
営
利
組
織
を
形
成

し
よ
う
と
し
た
よ
う
な
、
政
府
の
限
界
の
こ
と
を
指
す
。
ふ
た
た
び
ワ
イ
ス
プ

ロ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
政
府
セ
ク
タ
ー
は
民
間
セ
ク
タ
ー
が
充
足
し
得
な
い
公
共

財
を
供
給
す
る
が
、
そ
こ
で
問
題

に
な
る
の
は
政
府
セ
ク
タ
ー
が
ど
の
程
度
公

共
財
の
需
要
を
充
足
す
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
充
足
は
財

政
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
財
に

資
金
を
振
り
向
け
る
か
が
問
題
に
な

る
。
七
か
し
、
租
税
シ
ス
テ
ム
は
、
個
々

人
が
払
う
税
と
受
け
取
る
財
の
効
用
と
が
必
ず
し
も
釣
り
合
う
よ
う
に
は
な

っ

て
お
ら
ず
、
政
府
供
給
の
財
の
質
や
量
は
政
治
的
な
投
票
過
程
に
影
響
さ
れ
る
。

こ
の
過
程
は
多
数
派
で
あ
る
平
均
的
投
票
者
の
要
求
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
よ

っ
て
平
均
的
投
票
者

以
外

の
多
く
の
人
々
は
政
府
の
財
の
供
給

と
課
税
の
バ
ラ
ン
ス
に
不
満
を
持

つ
。
満
足
す
る
の
は
平
均
的
投
票
者
尤
け
と

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
は
み
ず
か
ら
民
間
で
あ
り
な
が
ら
公
的
目
的
を
持

つ

非
営
利
組
織
を
形
成
す
る
、
と
ワ
イ
ス
プ
ロ
ッ
ト
は
言
う
。
同
質
的
な
社
会
で

は

「平
均
的
投
票
者
」
が
多
く
政
府

へ
の
不
満
も
少
な
く
な
る
が
、
多
様
化
し

た
社
会
で
あ
れ
ば
不
満
は
は
な
は
だ

し
く
な
る

(こ
れ
が
例
え
ば
日
本
に
お
い

て
非
営
利
組
織
が
少
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
多

い
こ
と
の
理
由

と
さ
れ
る
)
「9
。

噛
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
流
派
経
済

学
は
①

「市
場
の
失
敗
」
を
出
発
点
と
し

て
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
公
共
セ
ク
タ
ー
の
二

つ
の
セ
ク
タ
ー
で
社
会
を
捉
え
る

よ
う
に
な

っ
た

(公
共
経
済
学
)。

し
か
し
さ
ら
に
、
非
営
利
組
織
を
論
ず
る
経

済
学
者
は
、
②

「政
府
の
失
敗
」
を
起
因
と
し
て
、
民
間
セ
ク
タ
ー

・
公
共
セ

ク
タ
ー

・
非
営
利
セ
ク
タ
.i
の
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
社
会
を
把
握
す
る
よ
う
に

な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
営
利
組
織
を
論
ず
る
経
済
学
者
は
、
非
営
利
セ

ク
タ
ー
と
民
間
セ
ク
タ
ー
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
境
界
に
存
在

す
る
協
同
組
合
は
、
株
主

へ
の
配
当
を
そ
の
第

一
義
的
な
目
的
と
し
な

い
も
の

の
、
組
合
員

へ
の
利
潤
の
分
配
は
行
う
。
そ
の
た
め
、
上
記
の

「契
約
の
失
敗
」

1
利
潤
動
機
で
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
質
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
ー
の
可
能
性
を
排
除

で
き
な
い
。
む
ろ
ん
非
営
利
組
織
で
も
そ
う
し
た
、モ
ラ
ル

・
ハ
ザ
ー
ド
は
常
に

起
こ
り
う
る
が
、
経
済
学
者
に
と

っ
て
利
潤
の
分
配
と

い
う
動
機
は
強

い
説
明

力
を
持

つ
。
こ
う
し
て

「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
に
お
い
て
は
、
社
会
的
背
景

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
論
理
的
動
機
か
ら
も
協
同
組
合
な
ど
営
利
セ
ク
タ
ー
と

の
間
の
グ
レ
イ

・
ゾ
ー
ン
に
あ
る
よ
う
な
組
織
は
厳
し
く
非
営
利
セ
ク
タ
ー
か

ら
排
除
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の

一
方
で
、
「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
論
は

「民
間
組
織
で
あ
る
こ
と
」
を
非

営
利
組
織
の
要
件
と
し
な
が
ら
も
、
「政
府
か
ら
の
資
金
援
助
は
排
除
し
な

い
」

と
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の

「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
は
、
し
ば
し
ば
ト
ク
ヴ

ィ
ル
の

「新
し
い
事
業
を
率
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
政
府
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
身
分
の
高

い
人
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
間
違

い
な
く
共
働
体

で
あ
る
」
と
い

っ
た
ア
メ
リ
カ
社
会
観
察
を
引
き
合

い
に
出
し
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー
が
自
立

的

・
自
律
的
な
市
民
の
共
阿
行
動
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
へB
.。
資
金
に
つ
い

て
も
、
寄
付

(ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う

「労
働
に
よ
る
寄
付
」
も
含
め
て
)
が

基
本
で
あ
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
多

い
。
し
か
し
実
際
に
億
、
特
に

一

九
六
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
組
織
は
政
府
に
よ
る
再
分
配
の
仕
組

市民社会の創生に向けて113



み
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
「政
府
の
失
敗
」
に
よ
り
、
よ
り
曲豆
富
な
サ
レ
ヴ
ィ
ス

を
受
け
た

い
も
の
が
非
営
利
組
織
を
作
る
、
と
い
う
議
論
に
関
し
て
、
そ
の
結

果
は
所
得
階
層
に
基
づ
く
サ
ー
ヴ

ィ
ス
受
給
の
格
差
と
な
る
の
で
は
な

い
か
、

と
の
疑
問
が
生
じ
る
。
政
府
の
普

遍
的
な
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
飽
き
足
ら
な
い

の
は
、
ワ
イ

ス
プ

ロ
ッ
ト
が
言
う

よ
う
な
単

に
多
く
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
望
む

人
々
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
多
く
を
持

つ
階
層
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
で
あ

る
。
普
遍
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
低
水
準
に
抑
え
ら
れ
、
階
層
水
準
に
応
じ
て
サ
ー

ヴ
ィ
ス
を
嘗
前
で
受
け
ち
れ
る
よ
う
に
す
る
と
な
る
と
、
社
会
は
分
裂
し
て
い

く
危
険
が
あ
る
。
所
得
階
層
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
要
求
に
応
じ
て
非
営
利
組

織
が
運
営
さ
れ
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
供
給
す
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
財
源
が
必
要
で

あ
る
。
そ
れ
を
政
府
が
保
障
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、
六
十
年
代
ジ
ョ
シ
ソ

ン
政
権
の

「偉
大
な
社
会
」
路
線

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
路
線
は
八

十
年
代
に
大
き
く
転
換
さ
れ
る
。

一
九
入
○
年
に
誕
生
し
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
は

N
P
O

へ
の
財
政
支
出
を
大
幅
削
減
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に

「民
営
化
」

の

波
が
押
し
寄
せ
、
N
P
O
は
財
政

上
の
危
機
と
同
時
に
市
場
競
争
の
危
機
に
直

面
す
る
こ
と
に
な

っ
た
i
、。
こ
う

し
た
状
況
を
見
る
と
、
市
場
の
失
敗
と
政
府

の
失
敗
に
よ
り
独
立
し
た
非
営
利

セ
ク
タ
ー
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
理
解
は
現

状
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
、
と
言
え
る
。
市
場

・
政
府

・
非
営
利
セ
ク
タ
ー

の
問
に
は
よ
り
複
雑
な
関
係
が
あ

る
。
そ
れ
が

「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
の
図

式
で
は
捉
え
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

経
済
学
者
た
ち
の

「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
論
が
到
達
し
た
、
「民
間
セ
ク
タ
i
」

「公
共
セ
ク
タ
ー
」
「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
の
三
層
構
造
で
社
会
を
捉
え
る
枠
組

み
は
、

一
見
主
流
派
経
済
学
と
は
無
縁
で
あ
る
社
会
学

・
社
会
哲
学
の
領
域
で

も
、
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
。
「市
民
社
会
」.
論
と
、呼
ば
れ
る
議
論

で
あ
る
。

「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
論
で
は
捉
え
切
れ
な
か

っ
た
社
会
関
係
は
、
そ
こ
で
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
次
に
見
て
い
き
た
い
。

三

「
市
民
社
会
」
論

N
P
O
に
注
目
が
あ

つ
ま
る
よ
う
な
社
会
的
流
れ
上
相
前
後
し
て
、
経
済
学

以
外
の
社
会
科
学
の
分
野
に
お

い
て
も
、
「国
家
」
、
「市
場
経
済
」
と
は
区
別
さ

れ
る
も
の
と
し
て

「市
民
社
会
」
を
検
討
す
る
動
き
が
活
発
に
な

っ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
ド
イ

ツ
で
は
市
民
社
会
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

な
き
れ
た
。
ア
ク
セ
ル

・
ホ
ネ

ッ
ト
を
引
き
な
が
ら
中
村
健
吾
が
述
べ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
「西
側
諸
国
に
お
け
る
新
し

い

『市
民
社
会
』
概
念
は
、
も
と
も

と

一
九
七
〇
年
代

の
東
欧
社
会
主
義
諸
国
ー
と
く
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
に
お
け
る

反
体
制
運
動
の
内
部
で
改
め
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
概
念
を
、

一
九
八
○

年
代
末
に
西
側
諸
国
の
知
識
人
が
再
輸
入
し
た
も
の
で
あ
る
」
肪
-。
共
産
党
の

外
部
で
成
立
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
自
主
労
組

「連
帯
」
の
成
立
は

「市
民
社
会

の
再
生
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
こ
の

「市
民
社
会
」
概
念
が
福
祉
国
家
の
行

き
詰
ま
の
に
直
面
す
る
西
側
諸
国
に
も
移
入
さ
れ
て
、
折
か
ら
盛
り
上
が
り
を

見
せ
て
い
た

「新
し
い
社
会
運
動
」
を
論
ず
る
際
の
鍵
概
念
と
し
て
用

い
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
社
会
論
の
見
直
し
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
し
ば
し

ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
「市
民
社
会
」
を
意
味
す
る
語
と
七
て
従
来

の

σ
母

伽q
興
=
o
汀
Φ
O
①
ω
Φ
=
ω
o
ゴ
p
津

(
「
ブ

ル
ジ

ョ

ワ
社
会

」
)

で
は

な

く
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N
帥≦

伽q
Φ
ωΦ
=
ω
oゴ
p坤

(「市
民
社
会
」
。
英
語
o
一≦

ω0
9
Φ蔓
な
ど
か
ら
の
造
語
)

と
い
う
新
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
・た
こ
と
で
あ
る
。、

代
表
的
な
例
と
し
て
、

『公
共
性
の
構
造
転
換
』
第
二
版
の
序
文
に
お
い
で
ユ
ル
ゲ
ン

・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

が
N
一く
帥膩
ΦωΦ
一一ω冨
津
と
い
う
語
の
広
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
こ
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述

べ
、
市
民
社
会
を

へ
ー
ゲ
ル
的
な
経
済
的
領

域
と
し

」て
の
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
。

ツ
イ
ヴ
ィ
　
ル

「…
市
民
社
会
と
い
う
語
に
は
、
労
働
市
場

・
資
本
市
場

・
財
貨
市
場
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

通
じ
て
制
御
さ
れ
る
経
済
の
領
域
と
い
う
意
味
は
も
は
や
含
ま
れ
て
い
な
い
。

関
連
文
献

の
な
か
に
こ
の
語
の
明
晰
な
定
義
を
探
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
徒
労
に
終
わ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も

《
市
民
社
会
》
の
制
度
的
な
核
心
を

な
す
の
は
、
自
由
な
意
志
に
も
と
つ
く
非
国
家
的

・
非
経
済
的
な
結
合
関
係

で
あ
る
。
も

っ
慮
ら
順
不
同
に

い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
教
会
、
文
化

的
な
サ
ー
ク
ル
、
学
術
団
体
を

は
じ
め
と
し
て
、
独
立
し
た
メ
デ
ィ
ア
、
ス

ポ
ー
ツ
団
体
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
団
体
、
弁
論
ク
ラ
ブ
、
市
民
フ
ォ
ー
ラ

..仏
、」、市
民
運
動
が
あ
り
、
さ
ら
に
同
業
組
合
、
政
党
、
労
働
組
合
、
オ
ー
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
施
設
に
ま
で
及
ぶ
。旨
弼
、
(傍
点
は
原
文
の
ま
ま
)

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
ク
ラ
ウ
ス

・
オ

ッ
フ
ェ
を
引
き
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を

「
ア

ソ
シ
ェ
」
シ
ョ
ン
」
お
は
び

「
ア
ソ
ウ
エ
ー
シ
ョ
ン
関
係
」
と
い
う
概
念
で
概

括
し
て
い
る
。

岡
本
仁
宏
は
ハ
こ
う
し
売
市
民
社
会
概
念
の
変
容
の
歴
史
を
次
の
三
段
階
に

整
理
し
て
い
る
π
.。

∵

一
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
共
伺
体
と
市
民
社
会
と

は
同

一
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
経
済
活
動
は
オ
イ
コ
ス
部
分
と
し
て

璽

排
除
さ
れ
て
い
た
が
、

二

あ
ゐ
時
点

(フ
ラ
ン
ス
革
命
期
が
現
実
政
治
の
上
で
、
へ
ー
ゲ
ル
が
そ
の

体
系
的
な
理
論
上
の
転
機
)
か
ら
は
、
国
家
が
市
民
杜
会
か
ら
排
除
さ
れ
、

逆
に
経
済
が
そ
の
核
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

三

近
年
の
リ
ヴ
ァ
イ
バ
ル
に
お
い
て
は
、
、国
家
も
経
済
も
市
民
社
会
概
念

か
ら
排
除
さ
れ
て
き
て
い
る
。

つ
ま
り
市
場
で
も
国
家
で
も
な
い
市
民
の

社
会
活
動
領
域
を
指
す
。
・

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
丶
右
記
三
の
段
階
で
市
民
社
会
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
彼
は
、
上
記
引
用
部
に
続

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
J

・
キ
ー
ン
は
、
こ
う
し
た
結
社

(ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
)
に
は
、
『社

会
的
平
等
と
自
由
の
拡
大
、
お
よ
び
国
家

の
脱
構
造
化
と
民
主
化
と
い
う
相

互
に
依
存
し
類
似
し
た
ふ
た
つ
の
過
程
を

つ
う
じ
て
、
市
民
社
会
と
国
家
の

境
界
を
維
持
し
定
義
し
な
お
す
』
と

い
う
任
務
な
い
し
機
能
が
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
、
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
意
思
形
成
を
お
こ
な
う
結
社
で
あ
る
。
」

へ18

〕
そ
し
て
、
こ
う
し
た
結
社
は
行
政
シ
ス
テ
ム
に
は
属
さ
な
い
も
の
の
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
政
治
的
効
果
を
持

つ
と
さ
れ
る
。・

㌔
こ
う
し
売

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
を
政
治
学
に
応
用
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

近
年
の
代
表
的
な
市
民
社
会
論
と
さ
れ
る
コ
ー

エ
ン
ーー
ア
レ
イ
ト
ー
の
議
論
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
市
民
社
会
を

「経
済
ど
国
家
の
問
に
あ
る
社
会
的
相
互
作
用

の
領
域
ヨ
親
密
圏

(と
く
に
家
族
)
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

(特
に
ボ
ラ
ン
タ
リ

ー

・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
)

・
社
会
運
動

・
公
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領

域
」
.
.と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
「市
民
社
会
」
論
と
呼
ば
れ
る
議
論
の
中
で

市民社会の創生に向けて115



は

、

コ
ー

エ

ン
ら

が

国

家

・
経

済

・.市

民

社

会

と

い
う

三

層

構

造

に

つ

い
て
提

　む

　

起
し
た
、
と
さ
れ
る
,5

こ
こ
に
お
い
て
、
.「市
民
社
会
」
論
は
、
「非
営
利
セ

ク
タ
ー
」
論
の
三
層
構
造
と
似
た
様
相
を
呈
し
て
く
る
。

三
層
構
造
を
提
起
す
る
に
あ
た

っ
て
の
コ
ー
エ
、ン
ら
の
議
論
の
特
色
は
、
市

民
社
会
を
、
「政
治
的
社
会
」
(政
党
、
政
治
組
織
、
政
界
1
特
に
議
会
1
な
ど
)、

「経
済
的
社
会
」

(生
産
と
分
配
の
組
織
か
ら
な
る
、
企
業
、
協
同
組
合
、
共
同

事
業
な
ど
)
の
両
方
か
ら
区
別
し
、
市
民
社
会
と
国
家
の
問

に

「政
治
的
社
会
」
を
、
市
民
社
会
と
市
場
の
間
に

「経
済

的
社
会
」
を
、
媒
介
項
と
し
て
設
定
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。」

図
式
化
す
る
と
下
の
よ
う
な
る
。

二
人
に
よ
る
と
、
市
民
社
会
を
経
済
や
国
家
と
対
立
し
た

も
の
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
経
済
社
会
と
政
治
社
会

の
概
念
は
、
市
民
社
会
が
そ
こ
を
通
し
て
政
治
的
機
構
や
経

済
過
程
に
影
響
を
持
ち
う
る
媒
介

的
な
領
域
で
あ
る
。
政
治

的
社
会
の
行
為
者
は
直
接
に
国
家

権
力
を
、
経
済
的
社
会
の

行
為
者
は
直
接
に
経
済
的
生
産
を
統
制
し
管
理
す
る
。
そ
の

た
め
、
両
行
為
者
は
市
民
社
会

の
規
範
や
コ
ミ
ュ
ニ
・ケ
ー
シ

ョ
ン

で
は
な
く
、
道
具
的
規
範
を
優
越
さ
せ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
市
民
社
会
の
政
治
的
役
割
は
、
直
接
に
は
権
力
の
統
制

や
掌
握
に
関
係
せ
ず
、
文
化
的
公
共
圏
に
お
け
る
民
主
的
ア

ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
非
抑
圧
的
な
討
議
を
通
し
て
、
影
響
の

生
成
に
か
か
わ
る
こ
と
に
み
る
。
こ
う
し
た
領
域
の
定
義
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド

「連
帯
」

の
運
動
に
与

っ
た
ミ
フ
ニ
ク
ら
に
よ

【国家 】

影 響 一→

・政治 的社 会一

(媒介 ・調停)

【市民社会】

←一 影 響

・経済 的社 会

像 介 ・調停)

【経済市場】

図2

っ
て
、
権
威
主
義
的
な
国
家
の
公
共
性
に
抗
し
て

「も
う

一
つ
の
公
的
領
域
」

を
形
成
す
る
と

い
う
意
図
を
も

っ
て
な
さ
れ
た
提
起
を
引
き
継
い
で
い
る
。
や

は
り

「連
帯
」

に
関
連
し
て
、.
ク
ー

ロ
ン
は
ポ
L
ラ
ン
ド
の
民
主
化
運
動
を

「自
己
限
定
的
」
革
命
と
呼
び
、
権
力
奪
取
を
目
指
す
従
来
の
革
命
と
異
な
り
、

分
節
化

・
組
織
化
さ
れ
た
自
律
的
な
市
民
社
会
を
下
か
ら
確
立
す
る
こ
と
が
そ

の
課
題
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
引
き
つ
い
で
、
コ
ー

エ
ン
ら

は
市
民
社
会
を
経
済
的
社
会

・
政
治
的
社
会
か
ら
区
別
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る

.摯
。

こ
う
し
た
自
己
限
定
性
は
、

一
見

「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
に
も
共
通
す
る

よ
う
に
見
え
る
。
あ
る
主
体
が
国
家
権
力
を
握
り
経
済
を
そ
の
統
制
下
に
置
く

よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
展
望
は
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な

っ
た
。
国
家
や
市

場
は
既
存

の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
は
別
の
領
域
を
問
題
に
す
る
と

い
う
点

で
は
、
確
か
に

「非
営
利
セ
ク
タ
i
」
論
と
コ
ー

エ
ン
ら
の

「市
民
社
会
」
論

と
に
は
共
通
点
は
あ
る
。
し
か
し
、

コ
ー
エ
ン
ら
の

「自
己
限
定
」
は
、
彼
ら

が
市
民
社
会

の
領
域
の
う
ち
社
会
運
動
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
も
起
因
し
て

い
る

蓼
。
社
会
運
動
は
、
政
治
的
社
会
分
主
体

(政
党
な
ど
)
や
経
済
的
社
会

の
主
体

(企
業
な
ど
)
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

失
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
己
限
定
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

」
コ
ー
エ
ン
ら
の
議
論
は
、
「市
民
社
会
」
論
の
代
表
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る
。
「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
に
お
い
て
も
、
非
営
利
セ
ク
タ
ー
を

「市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
」
と
呼
ぶ
論
者
も
い
る
よ
う
に
、
市
民
社
会
と
い
う
語
が

使
わ
れ
る

多
。
し
か
し
、
両
者
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
重
な
る
部
分
が
あ
る
と

は
い
え
、
相
違
点
も
目
立
つ
。
「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
が
公
共
的
な
サ
ー
ヴ
ィ
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ス
を
提
供
す
る
組
織
を
重
視
す
る

の
に
対
し
、

コ
ー
エ
ン
ら
は
社
会
運
動
を
重

視
す
る
。
図
1
の
分
類
で
言
え
ば
、
彼
ら
は

「当
局
に
要
求
す
る
」
組
織
に
主

眼
を
置

い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
現
在
日
本
で
N
P
O
と
し
て
注
目
を
集
め
て

い
る
よ
う
な
、
「要
求
し
な

い
」
自

助

・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
組
織
の
分
析
が
弱
く
な

る
。そ

れ
で
は
、
「市
民
社
会
」
論
と

し
て
、
自
助

・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
組
織
を
含
め
た

位
置
付
け
を
行

っ
て
い
る
議
論
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で

は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
思
想
家
、

マ
イ
ケ
ル

・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
議
論
を
取
り
上

げ
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
、
市
民
社
会
の
理
念
を

「中
欧
と
東
欧
の
知
識
人
が

復
活
さ
せ
た
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
ウ
牙
ル
ツ
ァ
ー
は
市
民
社
会
を
以
下
の

よ
う
に
定
義
す
る
。

「
『
市
民
社
会
』
と

い
う
言

葉
は
、
非
強
制
的
な
人
間
の
共
同
社
会

(⇔
ωのO
O一P
二
〇
⇔
)
の
空
間
の
命

名
で
あ
・っ
て
、
家
族
、
信
仰
、
利
害
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
た
め
に
形
成
さ
れ
、
こ
の
空
間
を
満
た
す
関
係
的
な
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
の
命
名
で
も
あ
る
。
中
欧

、
東
欧
の
反
体
制
運
動
は
、
極
め
て
限
定
づ

け
ら
れ
た
形
態
の
市
民
社
会

の
中
で
花
開
い
た
が
、
そ
の
反
体
制
運
動
た
ち

・に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
新
た
な
民
主
主
義
国
家
の
最
初
の
任
務
は
、
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

の
再
構
…築
で
あ

っ
た
。
そ
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

と
は
、
様
々
な
組
合
、
協
会
、
政
党
、
そ
し
て
運
動
、
生
活
協
同
組
合
、
近

隣
、
学
派
、
さ
ら
に
あ
れ
こ
れ
を
促
進
さ
せ
、
ま
売
防
止
す
る
諸
々
の
共
同

社
会
で
あ
る
。
」
烈

ウ
オ
ル
ツ
ァ
ー
も
ま
た
、
東
欧

の

「著
述
家
た
ち
」
が
、
西
欧
諸
国
で
は
自

覚
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
な
か
に
生
恬
し
て
き
た

「市
民
社
会
の
編
成
が
ど
の

よ
う
に
確
保
さ
れ
、
活
性
化
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
機
会
を
わ
れ
わ
れ
に
与

え
て
く
れ
て
い
る
」
壅
と
す
る
。
そ
し
て
、
東
欧
の
経
験
は
き

っ
か
け
に
過
ぎ

ず
、
「先
進
」
資
本
主
義
国
に
お
け
る

「共
同
社
会
の
生
活
が
、
ま
す
ま
す
危
険

に
晒
ざ
れ
て
い
る
」
.2、
.と
、
市
民
社
会
見
な
お
し
の
内
発
的
な
動
機
を
語
る
。

そ
う
し
た
危
機
に
対
す
る
社
会
編
成
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
四
つ
の
類
型
が
示
さ

れ
た
、
と
ウ
オ
ル
ツ
ァ
ー
は
言
う
。
①

「善
き
生
活
の
た
め
の
好
ま
し

い
枠
組

み
を
政
治
共
同
体
と
し
、
民
主
主
義
国
家
と
す
る
立
場
」
。
②

「共
和
政
治
よ
り

離
れ
て
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
経
済
活
動
に
専
念
す
る
」
立
場
、
言
い
か
え
る

と

「社
会
主
義
的
回
答
」
。
③

「好
ま
し
い
枠
組
み
は
市
場
で
あ
り
」
、
そ
こ
で

人
は

「選
択
す
る
消
費
者
」
「自
律
的
個
人
」
で
あ
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
す

る
立
場
。
④

「好
ま
し
い
枠
組
み
は
国
民
国
家
」
で
あ
り
、
構
成
員
は

「有
機

体
全
体
の

一
部
」
で
あ
る
の
が
最
善
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
立
場

g
。
ウ

ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「そ
の
純
粋
な
単

一
性

(。・ぎ
趣q
已
曽
葺
く
)

の
ゆ
え
に
判
断
を
誤
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
「そ
れ
ゆ
え
わ
た
く
し
は
、
善
き
生

活
に
つ
い
て
の
問
い
の
第
五
の
、
そ
し
て
最
終
的
に
正
し
い
答
え
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
考
え
に
は
や
す
や
す
と
は
く
み
し
え
な
い
」
參
。
第
五
の
答

え
ら
し
き
も
の
と
し
て
市
民
社
会
論
が
提
示
さ
れ
か
か
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ

う
に
留
保
さ
れ
る
。
「市
民
社
会
論
は
、
善
き
生
活
に
つ
い
て
の
四
つ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
説
明

へ
の

一
つ
の
是
正
の
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
部
分
的
に
否
定

し
、
部
分
的
に
結
合
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
上
記

の
四
つ
の
説
明
と
並
置
さ
れ

る
第
五
の
回
答
な
の
で
は
な
い
」
參
。
こ
こ
で
の
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
主
張
の
特

徴
は
、
第

一
に
市
民
社
会
と
は
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
、
第
二
に
市
民
社
会
は

国
家
や
市
場
に
取

っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
、
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丶

と

い
う

二
点
で
あ
る
。
.コ
ー
エ
ン
ーー
ア
ラ
ー
ト
的
に
市
民
社
会
を
国
家
や
市
場

に
並
立
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、「
マ
ッ
キ
ー
バ
ー
の
い
う

「
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
」

の
よ
う

に
、
市
民
社
会
が
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
包
含
し
て
い
る
、
と
い
う

考
え
に
近
い
、
と
も

一
見
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
考
え
で
は

=
兀
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
存
在

せ
ず
、
人
々
が
協
力
す
る
複
数
の

「共
同
社

会
」

(ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
)
が
あ
り
、
人
々
は

「国
家
、
経
済
、
国
民
、
そ
し

て
教
会
、
近
隣
、
家
族
、
そ
し
て
他
の
多
く
の
枠
組
み
に
も
積
極
的
に
参
加
す

る
」
、。
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「国
家
の
非
中
央
集
権
化
」
、
「経
済

の
社
会
化
」
、
「ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
多

兀
化
」

の
必
要
性
が
、
「批
判
的
共
同
社

会
込醒

の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

本
稿

で
は
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
、
市
民
社
会
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
で

あ
り
、
そ
の
空
間
を
満
た
す
ネ

ッ
ト
.ワ
ー
ク
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
を
基
本
的

に
支
持
す
る
。
市
民
社
会
を
政
治

や
経
済
な
ど
様
々
な
領
域
に
関
係
さ
せ
て
お

り
、
要
求
を
持

っ
た
運
動
体
も
官
助
的
な
組
織
も
同
時
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
だ

田
。
そ
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
、
市
民
社
会
と
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
生
成
に
人
々
が
主
体
的
に
関
わ
る
よ
う
な
場
で
あ
る
、

と
定
義
し
た
い
。
市
民
社
会
は
静
態
的
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
な
く
、
動
態
的

な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
の
場
で
あ

る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

市
民
社
会
は

「非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
論
や
コ
ー
エ
ン
ら
の

「市
民
社
会
」
論
の

よ
う
に
限
定
的
に
で
は
な
く
、
(コ
ー
エ
ン
ら
の
図
式
で
言
う
と
こ
ろ
の
Y
政
治

的
社
会
や
経
済
的
社
会
に
も
は
り

め
ぐ
ら
さ
れ
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
ッ

ト
ワ
:
ク
に
多
様
な
人
々
が
関
わ

る
こ
と
が
可
能
な
場
と
し
て
把
握
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。

そ
う
し
た
考
え
を
よ
り
説
得
的
に
す
る
た
め
に
、
次

に
新
た
に
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン

ス
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
「市
民
社
会
」
定
義
を
補
強
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

二
つ
の
概
念
を
用
い
議
論
を
展
開
す
る

「
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
」
論
を
検
討
、
市
民
社
会
論
の
具
体
化
の
方
向
性
を
考
え
た
い
。

、四

ア
ソ
シ

エ
ー
シ

ョ
ン
と
ガ
ヴ

ァ
ナ

ン
ス

ま
ず
、
「ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
の

政
治
学
者
R

・
A

・
W

・
●ロ
ー
デ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
統
治

の
あ
り
よ
う

の
変
化
を
例
に
、
こ
の
語
を

「自
己
統
治
的
組
織
間
諸
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
あ

ら
わ
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
資
源
配
分

や
統
制

・
調
整
の
実
施
を
き
ち
ん
と
す
る
た
め
の
統
治
構
造
と
し
て
市
場
や
官

僚
制
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
蓼
。
統
治
の
構
造
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
用
語
が
、

垂
直
的
な
支
配
と
七
て
の

「
ガ
ヴ

ァ
メ
.ツ
ト
」
か
ら
、
水
平
的
で
自
律
的
な
相

互
調
整
と
し
て
の

「ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」

へ
と
変
化
し
て
い
る
、
と

い
う

の
で
あ

る
。こ

う
し
た
ロ
ー
デ
ス
の

「ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
」
論
は
、
本
稿
で
の

「市
民
社
会
」

定
義
を
補
強
す
る
。
こ
の
概
念
に
も
と
づ
き
、
市
民
社
会
と
は
、
「自
己
統
治
的

組
織
間
諸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
ゐ
る
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
に
人
々
が
関
わ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
場
で
あ
る
、
と
再
定
義
し
て
お
く
。

ガ
ヴ

ァ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
へ
の
統
治
構
造

へ
の
変
化
を
、
ア
ソ
シ
エ

ー
シ
ヨ
ン
を
軸
と
す
る
社
会
再
編
の
議
論
と
し
て
展
開
し
た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス

に
お
い
て

「市
民
社
会
」
論
の

一
翼
を
担
う
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ポ
ー
ル

・
ハ
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、

ー
ス
ト
の
、
『
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ー
経
済

・
社
会
ガ
ヴ

ァ
ナ

、
ン
ス
の
新
し
い
諸
形
態
』
お
で
あ
る
。
バ
ー
ス
ト
に
よ
る
と
、
冷
戦
崩
壊
と
相

前
後
し
て
、
東
西
を
問
わ
ず
大
規
模
官
僚
制
と
大
量
生
産
制
は
行
き
詰
ま
り
、

個
人
化
が
強
ま

っ
て
、
人
々
は
自

己
決
定
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
興
隆
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
復
活
す
る
理
由
が
あ
る
。

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
分
権
的
な

政
治

・
経
済
を
求
め
る
。
そ
の
基
本
的
な
規
範
的
主
張
は
、
「社
会

の
で
き
る
だ

け
多
く
の
も
の
ご
と
が
自
発
的
で
民
主
的
に
自
治
を
行
う
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
と
き
に
、
個
人
の
官
由
と
人
間
の
福
祉
は
両
方
と
も

最
も
う
ま
く
提
供
さ
れ
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
バ
ー
ス
ト
は
言
う
。
つ
ま
り
、

「ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
個
人
が
自
ら
が
選
択
し
た
目
標
を
追
求
す
る

自
由
.と

い
う
目
的
を
、
社
会

の
も

の
ご
と
の
効
果
的
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に

一
致

さ
せ
よ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る

.訓

.。
個
人
の
自
由
が
効
果
的
に
満
た
さ
れ
得
る

に
は
、
自
発
的
ア
ソ
シ
エ
;
シ
ョ
ン
の
中
で
個
人
が
社
会
的
に
支
援
さ
れ
る
こ

と
が
条
件
と
な
る
、
と

い
う
の
だ
。

そ
の
た
め
の
政
治
的
課
題
と
し

て
、
第

一
に

「民
主
的
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
主

要
手
段
と
し
て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
」
、
第
二
に
「国
家
の
多
元
化
と
連
邦
化
」
、

第
三
に

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
の
民
主
主
義
」
(民
主
主
義
を
多
数
派

支
配
で
は
な
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
シ
ョ
ン
Z
し
て
捉
え
る
ア
プ

ロ
ー
チ
)
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
既
存

の
自
由
民
主
主
義
的
諸
制
度
を
補
完
す
る
も
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
に
全
面
的
に
取

っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。

「ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
は
、
そ
れ
自
体
を
完
全
な

一
つ
の
社
会
シ
ス
テ
ム

と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
組
織
化
の
ひ
と
つ
の
軸
と
な
る
原
理
と
し
て

想
定
さ
れ
る
の
が
最
良
で
あ
る
」
、35、。

経
済
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
行
為
者
の
協
同
を
通
じ
て
調
整
を
行
う
分
権
的

な
政
治
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
る
経
済
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
民
主
的
に
管
理
さ
れ
る
企
業
と
、
地
方

・
地
域

・
全
国
レ
ヴ

ェ
ル
で
の

諸
組
織
の
協
同
の
仕
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
連
邦
レ
ヴ

ェ

ル
の
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
実
例
が
E
C
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
連
邦
ー
国
民
国
家
t
地
域
各

々
に
よ
る
経
済
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
が
存
在
す

る
。
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
自
治
的
な

「市
民
社
会
」
の
創
出
を
追
求

す
る
ゆ
そ
れ
に
よ

っ
て
、
経
済
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
能
力
の
増
大
は

「主
権
国
家
」

　
　

や
そ
の
官
僚
制
の
拡
大
な
し
に
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
、、
.。

福
祉
に
つ
い
て
、
バ
ー
ス
ト
は
現
代
の
福
祉
国
家
の
問
題
は
、
過
去
に
人
々

が
自
ら
行

っ
て
き
た
教
育

・・
保
健

・・介
護
な
ど
を
、
官
僚
に
委
ね
て
し
ま

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
、
と
主
張
す
る
。
市
民
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
行
政

機
能
の
対
象
と
な
る
以
外
は
、
行
政
に
近
づ
く
機
会
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
、
そ

の
結
果
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
は
受
動
的
で
無
責

任
な
消
費
者
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
福
祉
の
消
費
者
が
、
提
供

さ
れ
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
自
ら
決
定
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

の
た
め
に
は
、
公
的
福
祉
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
給
を
自
発
的
な
自
治
ア
ソ
シ
エ

ー
シ
ョ
ン
に
委
ね
、
こ
の
よ
う
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
構
成
員
に
サ
ー
ヴ
ィ

ス
を
供
給
す
る
た
め
に
公
的
資
金
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
方
策
が
必
要
で
あ

る
。
市
民
社
会
を
公
共
化
し
、
国
家
を
多
元
化
す
る
と

い
う
戦
略
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
従
来
の

「私
的
」
」領
域
は
自
発
的
団
体
を
通
じ
て
社
会
的
協
同
を

果
た
す
場
と
な
り
、
「公
的
」
領
域
は
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
を
可
能
に

市民社会の創生に向けて119



す
る
ル
ー
ル
と
資
金
を
提
供
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
な
る
。
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
経
済
的
自
由
主
義
と
福
祉
集
産
主
義
の
対
立
を
克
服
し
で
、
大
き
な

政
府
な
し
に
拡
張
さ
れ
た
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
を
提
供
し
、
「厚
い
福
祉
」
と

「薄
い

集
産
主
義
」
を
提
供
す
る
渉
。

.
以
上
、
政
治

・
経
済

・
福
祉
の
課
題
に
つ
い
て
、
「
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

・
デ

モ
ク
ラ
シ
!
」
論

の
概
要
を
見
た
。

ハ
ー
ス
ト
の

「市
民
社
会
」
観
は
、
市
民

社
会
を
自
治
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
、
そ
う
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
国

家
や
市
場
を
補
完
し
な
が
ら
再
編

す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
本
稿
の

「市
民
社
会
」
定
義
と
共
通
す
る
。

バ
ー
ス
ト
の
議
論
は
、

一
九
世
紀
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
再
興
を

唱
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
今
日
的
に
修
正
し
よ
う
と
す
る
。
も

っ
と
も
顕
著
な
の

が
国
家
観
の
違
い
で
あ
る
。
過
去

の
そ
れ
と
は
違

っ
て
、

バ
ー
ス
ト
の
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
国
家
の
役
割
を
否
定
し
な

い
。
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
つ
い

て
、
バ
ー
ス
ト
は
福
祉
国
家
に
よ

る

一
元
的
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
供
給
か
ら
諸
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
多
元
的
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
供
給
す
る
よ
う

に
な
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果

一
元
的
で
あ
る
が
ゆ
え

に

「平
等
」

で
あ

っ
た
福
祉
国
家

に
比
べ
て
、
階
層
に
よ
り
受
け
る
サ
ー
ヴ
ィ

ス
の
格
差
が
広
が
る
怖
れ
が
あ
る
。
・『ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

・
デ
モ
ク
ラ
シ
i
』

の
中
で
も
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
も
と
つ
く
社
会
は
大
き
な
資
源
を

持

つ
小
集
団
の
排
他
的
利
益
に
都

合
の
よ
い
社
会
で
は
な
い
か
、
と
い
う
集
合

行
動
論
か
ら
の
異
議
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
バ
ー
ス
ト
の

反
論
は
、
構
成
員
数
に
比
例
す
る
公
的
融
資
制
度

の
導
入
に
よ
る
不
平
等
の
緩

和
策
で
あ

っ
た

鐙
。
そ
の
た
め
国
家
は
そ
の
役
割
を
終
え
ず
、
自
治
的
活
動
を

促
進
す
る
ル
ー
ル
を
整
え
る
と
と
も
に
、

一
定
の
普
遍
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
最
低

限
の
生
活
を
調
整
的
に
保
障
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
ボ
ブ

㌦
ジ

ェ
ソ
ッ
プ
の
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
論
と
共
通
性
を
持

つ
。
ジ

ェ
ソ
ッ
プ
は
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る

ハ39
、。
国
民
国
家
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
下
自
律
性
を
後
退
さ
せ
て
い
る
が
」
そ
れ
は
単
な
る
衰
退
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
国
家
能
力
が
E
U
の
よ
う
な

「超
国
家
調
整
」
と
、
ロ
ー
カ
ル
な
ガ
ヴ
ァ

ナ
ン
ス
へ
委
譲
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
逆
説
的
だ
が
国
民
国
家
が
超
国
家

と
下
位
国
家
の
橋
渡
し
を
す
る
機
会
を
拡
大
も
し
て
い
る
。
単

一
的
な
統
治

(ガ
ヴ

ァ
メ
ン
ト
)
の
中
心
性
が
、
よ
り
分
散
化
し
た
諸
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
形
態

へ

と
移
行
し
つ
つ
あ
る
が
、
国
家
は
諸
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
を
調
整
し
、
自
己
統
治
を

組
織
す
る
メ
タ

・
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
の
役
割
を
も
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し

た
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
と
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
管
理
す
る
、
あ
る
い

は
諸
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
や
メ
タ

・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
介
入
す
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し

て
、
ジ

ェ
ソ
ッ
プ
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
民
主
主
義
の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
。

ハ
…
ス
ト
の
議
論
も
、
E
C
と
い
う
よ
り
高
次
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
国

家

の
機
能
が
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
普
遍
的
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
な
ど
の
保
障

が
よ
り
よ
く
担
保
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議

論
で
あ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

噂
デ
モ
ク
ラ
シ
i
論
の
背
景
に
は
E
U
統
合
と

い
う
新
た
な
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
形
成
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で

、

は
、
例
え
ば
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ー

ロ
ー
カ
ル
を
結
ぶ
新
し
い
金
融

制
度
が
検
討
さ
れ
う
る
し
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
規
模
で
多
国
籍
企
業
に
税
の
網

を
か
け
る
こ
と
も
考
え
得
る
。
こ
こ
に
、
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ヴ

・
デ
モ
ク
ラ
シ
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i
論
が
、
新
保
守
主
義
的
な
福
祉

国
家
の
民
営
化
論
と
自
ら
を
区
別
し
う
る
背

景
が
あ
る
。

日
本
で
も
福
祉
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
民
営
化
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、

「市
場

へ
の
民
営
化
」
と

「
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
民
営
化
」
を
主
張
す
る
新
保
守

主
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
反
対
し
、
財
政
的
保
障
な
し
に
公
共
サ
ー

ヴ
イ
ス
を
N
P
O
な
ど
に
委
託
す

る
の
で
は
不
平
等
を
生
む
と
し
て
、
財
政
を

地
方
分
権
化
し
N
P
O
な
ど
を
支
援
し
よ
う
と
い
う
議
論
も
存
在
す
る
.ω
.。
こ

う
し
た
議
論
に
は
、
バ
ー
ス
干
ら
の
議
論
と
共
通
す
る
部
分
も
多

い
。
し
か
し
、

日
本
で
は
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
の
展
望
は
少
な
く
と
も
当
面
は
持

つ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
う
し
た
規
模

で
の
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
難
し
い
。

公
的
資
金
に
よ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
と

い
う
構
…想
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

以
上
に
困
難
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
よ
う
な
、
福
祉
国
家
の

「ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
民
営
化
」
と

い
う
展
望
を
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
当
て
は
め

る
こ
と
は
出
来
な

い
。

リ
ー
ジ

ョ
ナ
ル
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
が
展
望
で
き
な
い
日
本
で
は
、
ロ
ー
カ
ル

な
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
ガ
ヴ

ァ
ナ
ン
ス
が
よ
り
重
要
に
な
る
。
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ

ヴ

・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
中
で
は
、
中
小
企
業
を

つ
な
ぐ
ロ
ー
カ
ル
な
金
融
シ

ス
テ
ム
構
築
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
売
議
論
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
中
小
企
業

の
ア
ソ
シ

エ
ー

シ
ョ
ン
論
的
な
把
握
と
は
、
中
小
企
業
を
労

働
者
協
同
組
合
的
な
側
面
-
自
ら

の
生
計
の
た
め
に
出
資

・
運
営
を
行
う
と
い

う
面
か
ら
捉
え
る
も

の
と
い
え
る
。
中
小
企
業
は
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
こ
そ
存
在
で
き
る
。
そ
し
て
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ

た
企
業
は
、
協
同
組
合
な
側
面
を
強
め
て
い
く
だ
ろ
う
。
逆
に
、
何
ら
か
の
事

業
活
動
を
行
う
よ
う
な
N
P
O
や
協
同
組
合
は
、
組
織
維
持
の
た
め
に
は
利
益

を
出
し
市
場
で
の
競
争
に
も
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
意
味
で
、

企
業
的
側
面
を
.強
め
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
小
企
業
に
し
て
も
、
N

P
O
や
協
同
組
合
に
し
て
も
、
金
融
や
業
務
の
提
携
な
ど
の
ロ
ー
カ
ル
な
ネ

ッ

ト
ワ
ー
ク
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
企
業
や
N
P
O
な
ど
の
組
織
を
ギ
そ
れ

ら
に
関
係
す
る
様
々
な
組
織
や
人
々
に
開
か
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

公
共
機
関
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
巻
き
込
ん
だ
、
新
し
い
ガ
ヴ
.ア
ナ
ン
ス
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
様
々
な
人
や
組
織
が
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
場

を
形
成
す
る
こ
と
が
、
市
民
社
会
の
創
造
で
あ
る
。
サ
ラ
モ
ン
ら
の

「非
営
利

セ
ク
タ
ー
」
論
の
よ
う
な
、
公
共
セ
ク
タ
ー
や
経
済
セ
ク
タ
ー
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
非
営
利
セ
ク
タ
ー

(市
民
社
会
セ
ク
タ
ー
)
概
念
で
は
、
こ
う
し
た
事
態

を
把
握
で
き
な
い
。

コ
ー
エ
ン
ら
の

「市
民
社
会
」
論
の
よ
う
に
市
民
社
会
を

経
済
や
国
家
か
ら
独
立
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
と
し
て
概
念
化
す

る
こ
と
に
も
、
同
じ
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
独
立
し
た
市
民
社
会
の
セ
ク
タ
ー

と
い
う
抽
象
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
関
係
性
を
見
失
い
、
社
会
再
編
の
展
望
を
見

出
せ
な
く
な
る
。
市
民
社
会
は
、
国
家
や
市
場
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
を
巻
き

込
む
、
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
よ
る
調
整
が
作
動
す
る
場

で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
を
も

っ
て
し
か
、
市
民
社
会
概
念
は
こ
れ
か
ら
の
社

会
を
考

尺
る
際
に
有
効
性
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

市民社会の創生に向けて121
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          Toward the Creation of Civil Society 

                     KAMEYAMA Toshiro 

  It is claimed that public services should be privatized, but it is difficult to apply market mechanism 

to public services. Then, many people expect nonprofit organizations(NPO) to shoulder the services. 

They also say that 'civil society' would be created by those organizations. For example, the arguments 

about nonprofit sector in America insist that nonprofit organizations would create civil society. The 

civil society theories in Europe understand civil society as the sphere of associations, especially 

voluntary associations. However, these arguments can not grasp the direction of changes in society 

because they define the concept of civil society as separate sphere from state and economy. 

  I insist that civil society is the space where people take part in the governance which refers to self 

organizing, interorganizational networks. With this in view, I examine Paul Hirst's Associative 

Democracy, and I point out the problems which arise when we introduce his argument in Japan. 
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