
論

説
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
し
て
の
東
京

五
十
嵐

暁

郎

Ⅰ

東
京
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
展
開
と
そ
の
背
景

Ⅱ

誰
が
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
参
加
し
、
誰
が
支
え
て
い
る
の
か
？
｜
｜
東
京
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
の
関
係

結
論

東
京
を
拠
点
と
す
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
課
題

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
市
場
の
拡
大
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
営
化
、
規
制
緩
和
な
ど
、
ま
す
ま
す

多
く
の
問
題
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
文
脈
に
そ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
球
環
境
や
通
貨
危

機
、
疫
病
の
急
激
な
拡
大
、
人
の
移
動
に
と
も
な
う
人
権
問
題
の
よ
う
な
新
た
な
共
通
の
危
機
に
直
面
し
て
、
多
く
の
人
々
が
グ
ロ
ー

バ
ル
な
運
命
共
同
体
の
存
在
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
通
し
て
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」

へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
成
長
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て

１
）

い
る
。

同
時
に
、
右
の
よ
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
共
通
の
危
機
は
政
府
機
関
の
機
能
や
国
家
間
の
外
交
交
渉
、
あ
る
い
は
軍
事
力
の
行
使
な

ど
に
よ
っ
て
は
十
分
に
解
決
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
不
可
能
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
人
々
の
中
に
は
、
非

政
府
組
織

Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
を
結
成
し
、
課
題
の
性
格
に
即
し
て
、
解
決
の
た
め
に
直
接
的
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
。
ま
た
、
同

改丁
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じ
意
識
を
持
ち
な
が
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
に
直
接
参
加
で
き
な
い
人
々
は
、
寄
付
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
を
支
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
東
京
は
現
在
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
中
心
的
な
拠
点
と
し
て
の
顔
を
持
っ
て

い
る
。
東
京
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
意
識
が
成
長
し
、
そ
れ
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
へ
と
具
体
化
し
、
さ
ら
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
が
東
京
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
や
そ
の
意

識
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
変
容
さ
せ
つ
つ
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
に
と
っ
て
、
東
京
と
い
う
都
市
（
し
ば
し
ば
日
本
と

い
う
国
家
に
よ
る
影
響
も
大
き
い
が
）
の
性
格
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
東
京
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ

テ
ィ
ー
、
あ
る
い
は
「
市
民
社
会
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
が
本
稿
の
課
題
で

あ
る
。

Ⅰ

東
京
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
展
開
と
そ
の

２
）

背
景

東
京
に
お
け
る
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
国
際
協
力
を
行
う
非
政
府
・
非
営
利
の
市
民
組
織
、
以
後
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と

３
）

記
す
）
の
活
動
の
展
開
に

は
、
こ
れ
ま
で
四
つ
の
大
き
な
転
換
点
が
あ
っ
た
。
第
一
の
き
っ
か
け
は
一
九
七
九
年
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
、
第
二
の
き
っ
か
け

は
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
国
際
化
」、
第
三
の
き
っ
か
け
は
湾
岸
戦
争
、
そ
し
て
第
四
は
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
見
直
し
が

迫
ら
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
で
あ
る
。

１

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
と
市
民
の
反
応

日
本
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
戦
前
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
救
済

な
ど
国
内
の
福
祉
活
動
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
二
団
体
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
戦
後
間
も
な
い
時
期
に
は
、
国

連
の
活
動
に
呼
応
し
、
ま
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
か
ら
の
独
立
運
動
と
連
帯
し
て
、
い
く
つ
か
の
団
体
が
設
立
さ
れ
た
。
一

2
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九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
海
外
で
の
協
力
活
動
を
主
と
す
る
団
体
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
宗
教
団

体
を
母
体
に
し
て
、
医
療
や
農
業
な
ど
の
分
野
で
協
力
を
行
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
を
経
て
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
南
北
問
題
に

触
発
さ
れ
て
南
の
地
域
に
お
け
る
貧
困
問
題
や
開
発
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
団
体
が
増
え
は
じ
め
た
。
一
九
七
二
年
に
は
、
独
立
直
後

の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
復
興
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
ヘ
ル
プ
・
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
（
現
在
の
シ
ャ
プ
ラ
ニ
ー

ル
）
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
お
な
じ
こ
ろ
調
査
・
研
究
・
出
版
活
動
を
通
じ
て
市
民
に
よ
る
政
策
提
言
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的

に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
資
料
セ
ン
タ
ー
（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）
が
発
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
総
数
は
い
ま
だ
数
十

を
数
え
る
に
過
ぎ
な
か

４
）

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
日
本
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
状
況
を
大
き
く
変
え
た
の
は
一
九
七
九
年
前
後
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
だ
っ
た
。
社
会
主

義
化
が
進
む
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
小
舟
に
乗
っ
て
脱
出
す
る
「
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
」
は
、
七
五
年
の
サ
イ
ゴ
ン
陥
落
直
後
か
ら
問
題
に
な
っ

て
い
た
。
七
八
年
か
ら
そ
の
数
は
増
え
始
め
、
七
九
年
五
月
に
は
六
万
一
〇
〇
〇
人
、
六
月
に
は
五
万
七
〇
〇
〇
人
と
爆
発
的
に
増
加

し
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
七
五
年
以
後
ポ
ル
ポ
ト
政
権
に
よ
る
虐
殺
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
難
民
が
タ
イ
へ
流
出
し
て
い
た
が
、
七

八
年
末
に
ベ
ト
ナ
ム
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
へ
侵
攻
し
て
戦
闘
が
激
し
く
な
る
と
と
と
も
に
そ
の
数
は
急
増
し
た
。
タ
イ
政
府
は
彼
ら
を
難
民

と
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
悲
惨
な
状
況
と
な
っ
た
。

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
は
人
道
的
な
観
点
か
ら
世
界
の
注
目
を
集
め
、
日
本
政
府
は
救
済
に
必
要
な
経
費
の
大
半
を
負
担
し
た
。
し

か
し
、
日
本
の
難
民
の
受
け
入
れ
数
は
欧
米
諸
国
と
く
ら
べ
て
極
め
て
少
な
く
、
現
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
も
日
本
人
が
少
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
日
本
政
府
、
日
本
社
会
に
対
す
る
批
判
が
集
中
し
た
。
一
方
、
難
民
問
題
は
日
本
国
内
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
連
日

報
道
さ
れ
、
多
く
の
市
民
が
行
動
の
必
要
を
感
じ
た
。
こ
の
年
の
六
月
に
は
先
進
国
サ
ミ
ッ
ト
が
は
じ
め
て
東
京
で
開
催
さ
れ
、
経
済

大
国
と
し
て
の
自
己
認
識
も
強
ま
っ
て
い
く
一
方
で
、
市
民
の
間
に
は
南
北
問
題
に
た
い
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
。
豊
か
に
な
っ

た
自
分
た
ち
の
社
会
と
く
ら
べ
て
、
貧
し
さ
や
開
発
の
矛
盾
に
苦
し
む
「
南
」
の
国
々
の
人
々
に
思
い
を
馳
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
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た
状
況
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
難
民
問
題
は
市
民
の
強
い
関
心
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
図
１
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
七
九
年
か

ら
八
二
年
ま
で
の
間
に
四
三
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
結
成
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
前
後
の
東
京
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
学
園
闘
争
や
新
左
翼
運

動
、
住
民
運
動
、
市
民
運
動
の
記
憶
が
よ
う
や
く
薄
れ
て
き
た
な
か
で
、
社
会
は
新
し
い
目
標
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
代
表
例
で
あ
る
日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
Ｊ
Ｖ
Ｃ
）
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
熊
岡
路
矢
は
、
当
時
の
状
況
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

Ｊ
Ｖ
Ｃ
も
、
自
分
も
、
難
民
救
援
の
思
い
と
行
動
力
が
あ
っ
て
、
で
も
そ
れ
だ
け
で
し
た
。
難
民
を
つ
つ
む
全
体
構
造
が
今
一
つ
わ
か
ら
な

い
状
況
で
し
た
。
Ｊ
Ｖ
Ｃ
も
形
が
な
く
て

中
略
）試
行
錯
誤
の
連
続
で
、
そ
こ
か
ら
形
を
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
人
間
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
何
も
な
い
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
う
言
葉
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
し
。
ビ
ッ
グ
バ
ン
で
は
な
い
で
す
が
、
不
定
形

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
始
ま
っ
た
。

い
き
な
り
電
話
を
し
て
き
て
、
地
雷
除
去
を
や
り
た
い
と
言
う
人
が
い
ま
す
よ
ね
。
あ
え
て
言
う
な
ら
そ
う
い
う
感
じ
だ
っ
た
。
ま
た
、
ア

フ
リ
カ
や
イ
ン
ド
の
帰
り
に
寄
っ
た
と
い
う
よ
う
な
長
旅
の
途
中
風
の
人
も
い
る
し
、
と
に
か
く
一
時
Ｊ
Ｖ
Ｃ
は
ヒ
ッ
ピ
ー
の
集
ま
り
だ
と

か
、
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
の
集
ま
り
だ
と
言
わ

５
）

れ
た
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
一
九
七
〇
年
代
末
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
難
民
問
題
が
東
京
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
展
開
に
お
い
て
本
格
的
な

ス
タ
ー
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２

「
国
際
化
」
と
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
増
加
｜
｜
一
九
八
〇
年
代

一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
増
加
し
続
け
た
。
産
業
の
構
造
転
換
に
い
ち
早
く
成
功
し
て
「
経
済
大
国
」
と
な
っ
た

日
本
に
と
っ
て
、
八
〇
年
代
は
「
国
際
化
」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
海
外
と
の
取
引
は
拡
大
し
、
経
済
の
自
由
化
も
一
定
程
度
進
ん
だ
。

経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
た
多
く
の
日
本
人
が
世
界
各
地
へ
旅
立
ち
、
日
本
人
が
見
か
け
ら
れ
な
い
観
光
地
は
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
た
の

4
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も
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日

本
人
の
海
外
旅
行
者
数
は
一
九
七
〇

年
代
前
半
で
二
〇
〇
万
人
、
八
〇
年

に
四
〇
〇
万
人
、
九
〇
年
に
は
一
〇

〇
〇
万
人
を
超
え
、
そ
の
後
も
増
え

つ
づ
け
て
い
る
。
一
方
で
、
ア
ジ
ア

各
地
か
ら
労
働
者
が
日
本
へ
流
入

し
、
彼
ら
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
国
々

の
情
報
や
文
化
も
日
本
社
会
に
浸
透

し
た
。
こ
の
こ
ろ
の
日
本
人
に
と
っ

て
「
国
際
化
」
と
は
、
日
本
を
世
界

の
中
心
に
置
い
た
上
で
の
経
済
や
文

化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
を
意
味
し

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時

に
、「
国
際
化
」
は
「
経
済
大
国
」

と
し
て
国
際
的
な
責
任
を
果
た
す
こ

と
も
意
味
し
て

６
）

い
た
。

こ
の
こ
ろ
世
界
で
は
、
イ
ラ
ク
・

イ
ラ
ン
戦
争
、
ア
フ
リ
カ
や
ネ
グ
ロ

図１ 日本における INGOの設立数と累計

〔出典：GNO活動推進センター『NGOデータブック’98』p.2,1998〕
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ス
島
に
お
け
る
飢
餓
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
大
洪
水
、
地
球
環
境
問
題
な
ど
、
様
々
な
危
機
問
題
が
発

生
し
た
。「
国
際
化
」
の
下
で
日
本
人
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
飛
躍
的
に
増
加
し
た
。

３

迫
ら
れ
る
国
際
貢
献
｜
｜
一
九
九
〇
年
代

日
本
が
バ
ブ
ル
景
気
に
沸
い
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
の
初
頭
、
湾
岸
戦
争
は
そ
う
し
た
社
会
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
米
国
政
府

な
ど
連
合
軍
か
ら
参
加
・
支
援
を
要
請
さ
れ
な
が
ら
、
日
本
政
府
は
憲
法
上
の
制
約
な
ど
か
ら
そ
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
米
国
政
府
は
「
日
本
は
血
を
流
そ
う
と
し
な
い
。
汗
さ
え
も
」
と
、
日
本
政
府
を
激
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
こ
と
は
日
本
政
府

や
国
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
平
和
主
義
」
や
「
専
守
防
衛
」
と
い
う
外
交
・
安
全
保
障
上
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
根
幹
か
ら

問
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
多
額
の
資
金
を
提
供
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
同
盟
国
、
そ
し
て
救
援

の
対
象
で
あ
っ
た
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
も
そ
の
貢
献
を
無
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
社
会
全
体
に
大
き
な
挫
折
感
を
味
わ
せ
た
。
こ
う
し

て
「
国
際
貢
献
」
は
日
本
社
会
に
と
っ
て
苦
い
味
を
と
も
な
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

７
）

っ
た
。

一
方
、
一
九
九
二
年
に
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
か
れ
た
「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
」（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
）
に
つ
い
て

の
報
道
に
よ
っ
て
、「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
い
う
言
葉
は
日
本
社
会
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
一
つ
の
社
会
セ
ク
タ
ー
と

し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
企
業
や
労
働
組
合
、
医
師
ら
の
職
能
団
体
な
ど
が
海
外
協
力
に
乗
り
出
し
始
め
た
。
さ
ら
に
、
八
九

年
に
外
務
省
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
事
業
補
助
金
を
設
置
し
、
九
一
年
に
は
郵
政
省
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
貯
金
制
度
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
公
的
な
助

成
金
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
交
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
民
間
の
寄
付
に
頼
っ
て
き
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
と
っ
て
は
資
金

的
な
目
途
が
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。「
国
際
貢
献
」
の
使
命
感
と
資
金
的
な
基
盤
の
提
供
に
よ
っ
て
、
九
〇
年
代
に
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
急
増

８
）

し
た
。

日
本
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
一
九
九
八
年
現
在
の
総
数
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
Ｊ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
）
に
よ
れ
ば
三
六
八
団
体
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で
あ
る
。
こ
の
認
定
は
、
開
発
・
人
権
・
環
境
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
に
つ
い
て
、
資
金
的
・
技
術
的
・
物
的
・
人
的
な
協
力
・
支

援
を
行
い
、
市
民
的
・
民
主
的
な
運
営
が
行
わ
れ
、
一
定
額
以
上
の
事
業
費
を
運
用
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち

九
〇
年
代
に
設
立
さ
れ
た
団
体
が
全
体
の
五
〇
％
以
上
を
占
め
、
八
〇
年
代
が
三
六
％
、
七
〇
年
代
以
前
は
一
〇
％
強
と
な
っ
て
い

る
。
活
動
年
数
か
ら
見
て
も
、
一
〇
年
そ
こ
そ
こ
の
活
動
歴
し
か
持
た
な
い
団
体
が
約
八
割
を
占
め
る
の
に
対
し
て
、
二
〇
年
以
上
の

活
動
歴
を
持
つ
団
体
は
一
割
ほ
ど
で
あ
る
。
日
本
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
歴
史
は
浅
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

Ⅱ

誰
が
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
参
加
し
、
誰
が
支
え
て
い
る
の
か
？
｜
｜
東
京
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
の
関
係

１

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
参
加
の
動
機
と
組
織

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
参
加
の
動
機
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
は
図
２
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

こ
の
図
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
結
成
や
参
加
の
動
機
の
核
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
第
一
に
南
北
問
題
へ
の
関
心
で
あ
り
、

第
二
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
あ
る
い
は
「
地
球
市
民
的
な
」
活
動
へ
の
関
心
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
り
わ
け
難
民
の
大
量
発
生
（
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ア
フ
ガ
ン
、
ソ
マ
リ
ア
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
チ
ベ
ッ
ト
等
）
や
火
山
噴
火
・
地
震
・
洪
水
・

旱
魃
な
ど
の
自
然
災
害
や
経
済
危
機
（
ネ
グ
ロ
ス
や
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
け
る
砂
糖
価
格
の
暴
落
等
）、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
原
因
と
な
っ
て
起

こ
る
飢
餓
・
戦
争
な
ど
、「
南
」
で
危
機
的
状
況
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
知
り
、
行
動
を
起
こ
す
場

合
が
も
っ
と
も
多
い
。
現
地
を
訪
れ
た
際
に
「
南
」
の
貧
困
な
ど
の
実
態
に
触
れ
た
経
験
も
、
全
期
間
を
通
じ
て
主
要
な
動
機
で
あ

る
。
い
ま
や
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
旅
行
者
と
し
て
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
や
劣
悪
な
教
育
・
医
療
施
設
を
目
撃
し
た

り
、
海
外
に
居
住
す
る
間
に
、
そ
う
し
た
状
況
に
触
れ
る
と
い
っ
た
機
会
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
企
画
で
海
外
協
力
の

現
場
を
訪
問
す
る
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
や
ワ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
に
参
加
し
て
関
心
を
深
め
る
場
合
も
あ
る
。

伝
統
の
あ
る
欧
米
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
そ
の
支
部
や
姉
妹
組
織
を
作
っ
た
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
海
外
の
関
連
団
体

7

 

NGO活動のベースキャンプとしての東京（五十嵐暁郎)



の
活
動
に
刺
激
さ
れ
て
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

設
立
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら

の
ケ
ー
ス
も
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
ー
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本
支
部
と

世
界
自
然
保
護
基
金
日
本
委
員
会

（W
W
W
 
Ja
p
a
n

）
の
設
立
が
七
〇

年
代
初
頭
で
あ
っ
た
の
を
除
け
ば
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
九
八
〇
年
代
後

半
の
「
国
際
化
」
の
時
期
に
集
中
し

て
い
る
。

そ
れ
ま
で
国
内
を
対
象
に
活
動
し

て
き
た
団
体
が
海
外
に
目
を
向
け
、

「
南
」
の
支
援
に
乗
り
出
し
た
場
合

も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ハ
ン
セ
ン

病
患
者
の
救
援
と
障
害
者
の
社
会
復

帰
運
動
、
地
域
に
お
け
る
健
康
づ
く

り
活
動
、
生
協
活
動
、
売
買
春
防
止

運
動
、
献
本
運
動
な
ど
の
例
が
あ

る
。
ま
た
、「
南
」
か
ら
の
要
請
を

図２ NGOへの参加の動機

〔出典：GNO活動推進センター『NGOデータブック’98』p.5,1998〕
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受
け
て
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
を
始
め
た
団
体
も
あ
る
。「
南
」
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
医
師
・
教
育
者
な
ど
の
個
人
、
ベ
ト
ナ
ム
や
中
国
な
ど
Ｎ
Ｇ
Ｏ

が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
国
の
政
府
な
ど
か
ら
援
助
の
要
請
を
受
け
た
も
の
で
、
そ
の
半
数
は
九
〇
年
代
以
降
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
日
本
に
滞
在
す
る
「
南
」
か
ら
の
留
学
生
や
労
働
者
と
直
接
に
接
触
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
人
々
の

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
活
動
を
始
め
た
例
や
、「
南
」
か
ら
来
た
人
々
に
対
す
る
差
別
や
人
権
問
題
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
始
ま
っ

た
活
動
も
あ
る
。
勉
強
会
や
セ
ミ
ナ
ー
で
学
ぶ
う
ち
に
実
践
的
な
行
動
を
起
こ
そ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
設
立
さ
れ
た
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ

も
あ
る
。
ま
た
、
国
際
会
議
や
国
際
年
を
き
っ
か
け
に
設
立
さ
れ
た
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
あ
る
。
国
際
会
議
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
例
と
し
て

は
、
九
二
年
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
の
場
合
が
最
も

９
）

多
い
。

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
参
加
の
動
機
に
お
け
る
日
本
の
特
徴
の
一
つ
は
、
援
助
対
象
国
か
ら
「
学
ぶ
」
と
い
う
視
点
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
タ
イ
に
お
け
る
日
本
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
メ
ン
バ
ー
は
、
現
地
社
会
の
文
化
や
価
値
観
と
い
っ
た
「
人
間
と
し
て
の
原
点
」
を
学
ぼ
う
と

す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
日
本
社
会
の
閉
塞
感
で
あ
ろ
う
。
現
在
も
、「
癒
さ
れ
た
い
」
と
い
う
期
待
を
抱
い
て

毎
年
一
五
〇
〇
人
も
の
学
生
や
地
方
公
務
員
な
ど
が
タ
イ
を
は
じ
め
ラ
オ
ス
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
め
ざ
し
て

10
）

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
活
動
の
対
象
に
し
て
い
る
地
域
は
西
欧
や
米
国
な
ど
の
先
進
諸
国
を
除
き
、
ほ
ぼ
全
世
界
に
わ
た
っ
て
い

る
。
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
が
中
心
的
な
対
象
で
あ
り
、
活
動
が
集
中
し
て
い
る
。
紛
争
地
域
を
追
う
よ
う
に
し
て
全
世
界
に
活
動
を
広

げ
て
い
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
そ
の
内
情
か
ら
見
る
と
、
そ
う
し
た
地
域
で
活
動
す
れ
ば
政
府
な
ど
の
援
助
や
民
間
か
ら
の
寄
付
が
得
や
す
い

と
い
う
状
況
も
あ
る
。
活
動
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
必
要
と
す
る
課
題
に
よ
る
が
、
資
金
助
成
か
ら
人
材
派
遣
、
研
修
生
受
け

入
れ
な
ど
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

２

誰
が
支
え
て
い
る
か
？

日
本
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
財
政
規
模
か
ら
見
る
と
、
三
〇
〇
万
円
未
満
か
ら
三
九
億
円
ま
で
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
。
年
間
収
入
が
二
〇
〇

9
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〇
万
円
か
ら
三
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
の
が
平
均
的
な
財
政
規
模
で
あ
り
、
全
体
的
に
財
政
的
な
基
盤
は
弱
い
。
し
た
が
っ
て
常
勤
の
ス

タ
ッ
フ
も
少
な
く
、
そ
の
た
め
に
活
動
の
宣
伝
や
寄
付
募
集
の
た
め
の
行
動
も
滞
り
が
ち
だ
と
い
う
悪
循
環
が
生
じ
て
い
る
。
Ｉ
Ｎ
Ｇ

Ｏ
の
収
入
の
五
五
〜
六
〇
％
は
寄
付
と
会
費
で
あ
る
。
寄
付
や
会
費
を
納
め
る
こ
と
で
運
動
に
参
加
し
て
い
る
個
々
人
の
動
機
を
知
る

こ
と
は
難
し
い
が
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
発
言
な
ど
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

私
が
退
職
し
た
昨
年
、
県
立
Ｎ
高
校
の
教
え
子
た
ち
が
私
の
退
職
慰
労
会
を
開
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
席
上
、
過
分
な
記
念
品
代
を
贈
ら

れ
ま
し
た
。
本
来
で
す
と
代
金
を
何
か
の
記
念
品
に
換
え
て
身
辺
に
置
い
て
お
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
は
ふ
と
こ
れ
を
植
樹
ツ
ア
ー
に
使
い
、

彼
ら
の
分
も
植
樹
し
て
き
た
ら
ど
う
か
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
退
職
記
念
植
樹
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼

ら
の
心
に
も
何
か
を
植
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
、
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
計
画
に
は
彼
ら
も
賛
同
し
て
く
れ
ま
し
た
。
か
く
し

て
、
私
は
彼
ら
の
苗
木
も
購
入
（
寄
付
）
し
て
、
オ
ル
ド
ス
高
原
に
心
を
込
め
て
植
え
て
き
た
次
第

11
）

で
す
。

森
に
囲
ま
れ
た
村
の
す
ぐ
近
く
ま
で
、
外
部
資
本
に
よ
る
木
材
伐
採
や
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ

こ
か
ら
出
さ
れ
る
木
材
は
ベ
ニ
ヤ
板
や
建
材
、
チ
ッ
プ
と
し
て
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
は
食
用
油
や
石
け
ん
な
ど
の
原
料
と
し
て
日
本
を
含
め
た
海
外

へ
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
の
生
活
の
先
に
こ
う
し
た
村
が
あ
る
の
だ
な
と
時
折
ぼ
ん
や
り
考
え
る
、
そ
ん
な
毎
日

12
）

で
す
。

里
親
に
な
っ
た
一
〇
年
目
に
、
娘
と
と
も
に
フ
ェ
ル
マ
ン
君
に
会
い
に
行
っ
た
。
娘
は
、
そ
の
時
の
喜
び
を
「
フ
ェ
ル
マ
ン
君
と
会
っ
た
と

き
、
心
の
な
か
で
ワ
ァ
ー
と
い
う
か
ん
せ
い
が
上
が
り
ま
し
た
。
握
手
を
し
た
と
き
な
ん
か
も
う
す
ご
く
う
れ
し
く
て
、
も
う
、
な
ん
と
い
っ

た
ら
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
活
動
は
、
一
見
「
与
え
る
だ
け
」
の
活
動
の
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は
た
く
さ
ん
「
も
ら

っ
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
支
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
感
じ
る
。
私
自
身
や
家
族
の
今
の
幸
せ
を
思
う
時
、
他
の
方
に
も
ぜ
ひ
こ
の
喜
び
を
味

わ
っ
て
欲
し
い
と

13
）

思
う
。
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こ
れ
ら
の
投
書
か
ら
も
、
南
北
問
題
へ
の
関
心
や
国
際
貢
献
の
充
実
感
、
共
生
の
喜
び
と
い
っ
た
も
の
が
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
を
支
え

て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
東
京
な
ど
日
本
の
都
会
生
活
で
心
身
と
も
に
疲
労
し
た
人
々
が
、「
癒
し
」
を
求
め

て
「
南
」
で
の
活
動
に
参
加
を
希
望
す
る
例
も
少
な
く

14
）

な
い
。

さ
ら
に
、
近
代
化
や
合
理
化
の
果
て
に
失
っ
た
自
然
と
の
共
生
を
も

と
め
て
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
に
参
加
す
る
例
も

15
）

あ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
日
本
社
会
全
体
に
お
い
て
も
、
社
会
奉
仕
を
目
的
と
す
る
活
動
に
対
す
る
関
心
が
強
ま
っ
て
い
た
。「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

活
動
を
行
っ
て
い
る
人
数
は
、
一
九
八
〇
年
に
約
一
六
〇
万
人
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
九
三
年
に
は
約
四
二
八
万
人
に
増
加
し
て

16
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
は
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
な
ど
の
災
害
の
救
援
活
動
に
多
数
の
人
々
が
参
加
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
さ
ら
に
高
ま
り
を
見
せ
た
。
そ
の
団
体
数
は
現
在
、
約
八
万
六
〇
〇
〇
に
の
ぼ
っ
て

17
）

い
る
。
非
営
利
活
動
・
組
織
の
そ
の
よ
う
な

広
が
り
と
く
ら
べ
る
と
、
日
本
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
そ
れ
は
未
だ
に
弱
体
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

３

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
ど
こ
を
拠
点
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
Ｊ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
圧
倒
的
に
東
京
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
ま
で
は
拠
点
は
ほ
ぼ
東
京
に
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
七
〇
年
代
に
は
近
畿

（
大
阪
・
京
都
・
神
戸
な
ど
）
に
広
が
り
、
八
〇
年
代
前
半
に
な
る
と
九
州
（
福
岡
）・
沖
縄
、
中
部
（
名
古
屋
な
ど
）、
四
国
へ
と
広
が
っ

て
い
る
。
九
〇
年
代
に
な
る
と
「
国
際
化
」「
国
際
貢
献
」
は
、
都
市
部
・
非
都
市
部
に
か
か
わ
ら
ず
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の

関
心
の
高
さ
、
熱
意
は
、
世
界
的
に
も
稀
な
ほ
ど
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
拠
点
と
い
う
意
味
で
東
京
は
な
お
突
出
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
考
え
れ
ば
、
東
京
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
、
ま
た
世
界
に
お
け
る
最
も
重
要
な
拠
点
の
一
つ
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
東
京
は
資
本

や
情
報
が
集
中
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
都
市
に
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
集
中
す
る
の
も
当
然
で

18
）

あ
る
。
東
京
は
ま
た
歴

11
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史
的
に
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
拠
点
と
な
る
べ
き
政
治
的
、
社
会
的
な
活
力
を
有
し
て
き
た
。
近
代
の
歴
史
に
お
い
て
東
京
は
、
帝
国
主
義
の

首
都
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
亡
命
者
が
集
ま
る
ア
ジ
ア
の
独
立
運
動
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
東
京
で
日
本
の
左
翼
や
右
翼
の

運
動
家
た
ち
と
交
流
し
た
。
第
二
次
大
戦
後
も
、
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
保
条
約
を
め
ぐ
る
近
代
日
本
最
大
の
民
衆
運
動
の
渦
は
国
会

議
事
堂
を
取
り
囲
ん
だ
。
六
〇
年
代
半
ば
に
は
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
が
東
京
を
中
心
に
展
開
し
、
七
〇
年
前
後
に
も
学
園
闘
争
や
市
民

運
動
が
東
京
の
街
頭
で
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
こ
の
と
き
の
運
動
は
、
世
界
史
上
は
じ
め
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広

が
り
を
も
っ
て
い
た
が
、
東
京
の
運
動
は
そ
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て

19
）

い
た
。
実
際
に
、
七
〇
年
代
末
の
第
一
期
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ

結
成
メ
ン
バ
ー
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
（
ベ
平
連
）
な
ど
の
市
民
運
動
経
験
者
が
目
立
つ
。
東
京
は
政
治
的
、
社
会
的
運
動
の
拠

点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
運
動
は
し
ば
し
ば
国
際
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
東
京
は
市
民
的
な
連
帯
の
弱
い
都
市
で
も
あ
っ
た
。
近
代
化
の
過
程
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
さ

ら
に
高
度
経
済
成
長
期
に
お
い
て
、
東
京
に
は
膨
大
な
数
の
人
間
が
流
入
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
都
市
と
し
て
の
東
京
は
落
ち
着
く

間
も
な
く
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
さ
れ
、
膨
張
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
結
果
、
東
京
の
市
民
は
お
た
が
い
の
連
帯
感
や
都
市
へ

の
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
丸
山
真
男
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
東
京
は
そ
こ
に
住
む
人
々
が
「
原
子
化
」
し
た
都
市
で

あ
っ
た
。
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
そ
れ
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
存
在
を
背
景
と
し
た
「
パ
リ
ジ
ャ
ン
」「
ロ
ン
ド
ン
子
」「
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
」
と
同
様
に
、
か
つ
て
の
東
京
に
は
「
江
戸
っ
子
」
と
い
う
言
葉
は
存
在
し
た
が
、
近
代
以
後
は
「
東
京
っ
子
」
と
い

う
言
葉
は
し
ば
し
ば
故
郷
を
持
た
な
い
ひ
弱
な
存
在
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
か

20
）

っ
た
。

東
京
の
そ
う
し
た
二
面
性
は
、
現
在
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
い
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
性
格
に
も
投
影
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
京
に
お
い

て
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
活
発
に
組
織
さ
れ
活
動
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
東
京
と
い
う
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
確
固
た
る
支
持

基
盤
を
築
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
東
京
の
市
民
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
や
情
報
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
に
対
し
て

強
い
関
心
を
抱
き
、
そ
れ
ら
に
参
加
し
た
り
、
あ
る
い
は
財
政
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
参
加
や
支
援
は
必
ず
し
も

12
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都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
佐
賀
に
本
拠
を
置
く
「
地
球
市
民
の
会
」
や
宇
都
宮
の
「
い
っ
く

ら
」、
鹿
児
島
の
「
か
ら
い
も
交
流
」、
新
潟
の
「
環
日
本
海
交
流
」
な
ど
日
本
の
他
の
地
方
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
地
域
社
会
と
密

接
に
連
携
し
な
が
ら
ユ
ニ
ー
ク
で
、
し
か
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京

を
拠
点
と
す
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
活
力
を
持
ち
な
が
ら
も
一
方
で
財
政
な
ど
の
基
盤
の
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
点
に
原
因
の
一

つ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
と
っ
て
課
題
は
、
活
動
の
公
開
や
広
報
、
寄
付
の
依
頼
な
ど
を
通
じ
て
地
域
に
根
を
下
ろ

し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

４

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
自
治
体
行
政
の
乖
離
と
協
力
の
課
題

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
日
本
に
お
い
て
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
自
治
体
を
も
国
際
交
流
へ
と
押
し
出
し
た
。
と
く
に

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
日
本
の
地
方
自
治
体
は
国
際
交
流
の
予
算
を
急
速
に
増
や
し
事
業
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
地
方
自
治
体

の
行
政
は
対
象
国
や
国
際
交
流
に
つ
い
て
の
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
自
治
体
の
予
算
を
使
っ
て
行
わ
れ
る

事
業
は
幅
広
い
市
民
の
参
加
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
も
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
提
携
が
必
要
と
さ
れ
た
。

実
際
に
、
地
方
自
治
体
は
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
発
展
途
上
国
な
ど
へ
の
物
資
支
援
、
研
修
生
の
受
け
入
れ
や
専

門
家
派
遣
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の
開
催
に
お
い
て
両
者
は
協
力
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
地
方
自
治
体

は
官
と
民
と
い
う
立
場
、
非
官
僚
組
織
と
官
僚
組
織
と
い
う
対
照
的
な
組
織
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
実
際
に
は
提
携
に
躊
躇
す
る
こ
と
多

い
。
ま
た
、
財
政
基
盤
が
弱
い
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
地
方
自
治
体
に
資
金
的
な
援
助
を
期
待
し
、
自
治
体
行
政
は
そ
れ
を
警
戒
す
る
と
い
う
す

れ
違
い
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
地
方
自
治
体
に
資
金
な
ど
の
面
で
依
存
を
強
め
る
と
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
自
立
性
と
い
う
本
質
的

に
重
要
な
性
格
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
る
危
険
性
も

21
）

あ
る
。

Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
地
方
自
治
体
と
は
新
し
い
相
互
の
位
置
づ
け
、
関
係
の
構
築
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
財
政
基
盤
を
確
立
し
、

13
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自
立
性
を
高
め
た
上
で
地
方
自
治
体
と
提
携
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
知
識
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
、
地
方
自
治
体

は
情
報
や
施
設
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い
に
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

結
論

東
京
を
拠
点
と
す
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
課
題

い
ま
、
東
京
を
拠
点
と
す
る
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
曲
が
り
角
に
あ
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
景
気
低
迷
の
中
で
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ほ
と
ん
ど
は
資

金
調
達
に
苦
し
ん
で
い
る
。
政
府
の
援
助
も
低
金
利
の
影
響
で
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
会
員
数
は
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
は
、
約
三
〇
万
人
と
横
ば
い
の
ま
ま
で
あ
る
。
他
方
、
こ
れ
ま
で
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
関
心
や
好
景
気
に
支
え
ら
れ
て
き
た
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ

は
、
あ
ら
た
め
て
組
織
や
運
営
の
合
理
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
寄
付
の
呼
び
か
け
に
説
得
力
が
生
ま

れ
、
財
政
的
な
基
盤
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
都
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
に
根
を
下
ろ
し
、
ま
た
都
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
連
帯
性
を
生
み
出
し
、
活
性
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ

22
）

ろ
う
。

も
う
一
点
は
、
行
政
組
織
と
の
関
係
で
あ
る
。
丸
山
真
男
は
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
、
日
本
の
社
会
が
欧
米
の
よ
う
な
結
社
形
成
的

な
社
会
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
官
僚
制
は
、
つ
ね
に
民
間
の
活
動
を
行
政
の
監
督
下
に
取
り
こ
も
う
と
す
る
傾
向

が
強
い
。
一
九
九
八
年
に
日
本
で
も
よ
う
や
く
「
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
国
会
審
議
の
過
程
で
「
市
民
」
や

「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
の
言
葉
は
打
ち
消
さ
れ
て
い
る
。「
非
政
府
」
と
い
う
言
葉
も
忌
避
さ
れ
て
、「
非
営
利
」
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
市

民
社
会
的
な
結
社
形
成
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
政
府
や
与
党
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
、
こ
の
傾
向
を
追
認
す
る

よ
う
に
、
国
内
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」、
国
際
的
に
活
動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

政
府
に
よ
る
財
政
的
な
援
助
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
同
様
に
組
織
と
し
て
の
自
立
性
が

動
揺
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
。
政
府
の
側
で
も
、
行
政
改
革
の
ゆ
え
に
各
官
庁
の
業
務
を
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
官
僚
制
は
容
易
に
権
限
を
手
放
し
た
り
は
せ
ず
、
再
規
制
（rereg

u
la
tio
n

）
に
よ
っ
て
新
し

14
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い
状
況
に
対
応
す
る
。
こ
の
面
で
も
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
自
立
性
は
脅
か
さ
れ
て
い
る
。

１
）

M
a
rtin S

h
o
w
,
G
lobal S

ociety an
d
 
In
tern

ation
al R

elation
s:
S
ociological C

on
cepts an

d
 
P
olitical P

erspectives,
P
o
lity P

ress,
1994.

（
高
屋

定
国
・
松
尾
眞
訳
『
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
と
国
際
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
）

２
）

ア
メ
リ
カ
で
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ

N
o
n G

o
v
ern

m
en
ta
l O

rg
a
n
iza

tio
n

）と
Ｎ
Ｐ
Ｏ

N
o
n P

ro
fit O

rg
a
n
iza

tio
n

）と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
は
じ
め
と
し
て
一
般
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
国
境
を
越
え
て
活
動
す
る
市
民
組
織
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
社
会
福
祉
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど
国

内
で
活
動
す
る
組
織
と
い
う
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
。
朝
日
新
聞
「
地
球
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
21
」『
市
民
参
加
で
世

界
を
変
え
る
』
一
九
九
八
年
、
朝
日
新
聞
社
、
一
三
｜
一
六
頁
参
照
。

３
）

Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
Ｊ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
）『
国
際
協
力
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ダ
イ
レ
ク
ト
リ
ー
二
〇
〇
〇
』、
二
〇
〇
〇
年
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
、x

ii

。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活

動
の
展
開
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
分
析
し
たA

k
ira Iriy

e,
T
h
e R

ole of In
tern

ation
al O

rgan
ization

s in
 
th
e M

akin
g of th

e C
on
tem

porary
 
W
orld

,

2002,
U
n
iv
ersity o

f C
a
lifo

rn
ia P

ress,
B
erk

eley C
a
lifo

rn
ia

（
入
江
昭
著
、
篠
原
初
枝
訳
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
｜
｜
国
際
機
関
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
つ
く

る
世
界
』
二
〇
〇
六
年
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
は
、
国
際
組
織
の
活
動
や
国
際
会
議
の
開
催
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
発
展
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
本
稿
も

ま
た
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

４
）

Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
’98

数
字
で
見
る
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
』、
一
九
九
八
年
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
。

５
）

日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
時
代
｜
平
和
・
共
生
・
自
立
』
二
〇
〇
〇
年
、
株
式
会
社
め
こ
ん
、
三
〇
一
｜
二
頁
。

６
）

総
理
府
広
報
室
編
『
世
論
調
査
・
外
交
』
二
八
巻
四
号
、
一
九
九
六
年
、
三
｜
四
頁
。M

a
y
u
m
i Ito

h
,
G
lobalization

 
of Japan

:
Japan

ese S
akoku

 
M
en
tal-

ity an
d
 
U
.
S
.
E
fforts to O

pen
 
Japan

,2000,
S
t.
M
a
rtin

’s P
ress,

p
p
. 38-39.

７
）

国
正
武
重
『
湾
岸
戦
争
と
い
う
転
回
点
』
一
九
九
九
年
、
岩
波
書
店
。
手
塚
龍
一
『
一
九
九
一
年
日
本
の
敗
北
』
一
九
九
三
年
、
新
潮
社
（
二
〇
〇
六
年
に
『
外
交

敗
戦
｜
｜
一
三
〇
億
ド
ル
は
砂
に
消
え
た
』
に
改
題
し
新
潮
文
庫
と
し
て
刊
行
）。

８
）

Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
’98
』
一
九
九
八
年
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
、
二
｜
三
頁
。

９
）

Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
’98
』
一
九
九
八
年
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
、
三
｜
六
頁
。

10
）

社
団
法
人
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
（S

h
a
n
ti V

o
lu
n
teer A

sso
cia

tio
n

）
八
木
沢
克
昌
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
一
年
三
月
三
日
）。

11
）

『
タ
マ
リ
ス
ク
』V

o
l.
34,

二
〇
〇
〇
年
、
地
球
緑
化
セ
ン
タ
ー
。

12
）

『
タ
マ
リ
ス
ク
』V

o
l.
39,

二
〇
〇
一
年
、
地
球
緑
化
セ
ン
タ
ー
。

13
）

『H
ello

』N
o
.
93,

二
〇
〇
〇
年
八
月
。

14
）

タ
イ
、
バ
ン
コ
ク
で
の
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
メ
ン
バ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
一
年
二
月
二
八
日
）。

15
）

村
上
真
平
「
農
業
の
あ
り
方
を
求
め
て
｜
｜
タ
イ
・
ノ
ン
ジ
ョ
ク
自
然
農
園
を
つ
く
る
」
日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
時
代
』
二
〇
〇
〇
年
、

15
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株
式
会
社
め
こ
ん
。

16
）

経
済
企
画
庁
編
『
国
民
生
活
白
書
（
平
成
五
年
版
）』
一
九
九
三
年
、
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
一
二
｜
一
五
五
頁
。

17
）

経
済
企
画
庁
編
『
市
民
活
動
団
体
基
本
調
査
報
告
書
』
一
九
九
七
年
、
大
蔵
省
印
刷
局
。
日
本
の
非
営
利
団
体
そ
の
も
の
は
、
米
国
と
較
べ
て
も
弱
体
で
あ
る
わ
け

で
も
な
く
、
ま
た
歴
史
的
な
伝
統
も
有
し
て
い
る
。L

ester M
.
S
a
la
m
o
n
,
H
old

in
g th

e C
en
ter:

A
m
erica’s N

on
profit S

ector at a C
rossroad

s,
1997

山

内
直
人
訳
『
米
国
の
「
非
営
利
セ
ク
タ
ー
」
入
門
』
一
九
九
四
年
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）お
よ
びS

a
la
m
o
n
,
A
m
erica’s N

on
profit S

ector
,
1992,

T
h
e F

o
u
n
d
a
-

tio
n
 
C
en
to
r

入
山
映
訳
『
Ｎ
Ｐ
Ｏ
最
前
線
』
一
九
九
九
年
、
岩
波
書
店
）の
日
本
語
訳
書
の
「
日
本
版
へ
の
序
文
」
を
参
照
。
ま
た
、T

etsu
o
 
N
a
jita

教
授
の
最
近

の
研
究
は
、
こ
の
伝
統
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

18
）

S
a
sk
ia S

a
ssen

,
T
h
e G

lobal C
ity;

N
ew
 
Y
ork,

L
on
d
on
,
T
okyo,

1991,
P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress.

19
）

マ
ー
ク
・
カ
ー
ラ
ン
ス
キ
ー
『
一
九
六
八
｜
｜
世
界
が
揺
れ
た
年
、
前

後
編
』（
来
住
道
子
訳

越
智
道
雄
監
修
）
二
〇
〇
六
年
、
株
式
会
社
ソ
ニ
ー
・
マ
ガ
ジ
ン

ズ20
）

丸
山
真
男
「
個
人
析
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
」
Ｍ
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
編
『
日
本
に
お
け
る
近
代
化
の
問
題
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。

21
）

財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
『
自
治
体
国
際
協
力
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
を
推
進
す
る
た
め
の
施
策
｜
｜
自
治
体
国
際
協
力
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
推

進
委
員
会
報
告
書
』
二
〇
〇
〇
年
。
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
「
自
治
体
の
国
際
協
力
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
を
考
え
る
た
め
の
意
識
調
査
結
果
」『
地
方
自

治
体
の
国
際
協
力
活
動
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
』

22
）

伊
勢
崎
賢
治
『
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
は
何
か

現
場
か
ら
の
声
』
一
九
九
七
年
、
藤
原
書
店
。

本
稿
は
二
〇
〇
一
年
六
月
二
九
〜
七
月
一
日
に
立
教
大
学
で
開
催
さ
れ
たT

h
e T

h
ird A

S
F
R
P S

y
m
p
o
siu
m
:G
lo
b
a
liza

tio
n a

n
d th

e U
rb
a
n C

o
m
m
u
n
ity

に
提

出
さ
れ
た
論
文
の
日
本
語
版
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
会
議
開
催
に
あ
た
っ
て
は
立
教
大
学
国
際
セ
ン
タ
ー
国
際
助
成
金
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
。）

16
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