
　
横
浜
市
で
活
動
す
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
た
ち
の
グ

ル
ー
プ
ー
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、

児
童
虐
待
、
家
庭
内
暴
力
、
登
校
拒
否
、
家
庭
内
離

婚
、
高
齢
者
の
孤
立
化
な
ど
深
刻
化
し
た
家
族
病
理

の
現
況
が
数
多
く
報
告
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
は
事
象
の
性
格
も
あ
り
、
統
計
的
に
は
な

か
な
か
表
面
に
は
現
れ
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
、
家
族
支
援
施
策
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
、
参
考
に
な
る
問
題
を
背
後
に
も
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
高
齢
者
、
夫
婦
、
親
子
に
か
か
わ
る

家
族
病
理
の
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
要
因
を
考
察
す

る
。

同
居
・
別
居
か
ら
生
じ
る
高
齢
者
問
題

①
－
戦
前
と
戦
後
の
世
代
間
の
ギ
ャ
ッ
プ

　
現
在
の
高
齢
者
の
多
く
は
戦
前
に
教
育
を
受
け
、

意
識
や
行
動
面
で
明
治
政
府
が
確
立
し
た
「
家
」
制

度
の
影
響
を
多
分
に
受
け
な
が
ら
青
年
期
を
過
ご
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
「
家
」
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

戦
後
生
ま
れ
の
世
代
は
、
次
第
に
家
規
範
か
ら
解
放

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
「
家
」
意
識
の
違
い
に
加
え
、
経
済
の

急
成
長
を
背
景
に
し
た
就
業
構
造
の
転
換
や
高
等
教

育
の
大
衆
化
な
ど
に
よ
り
、
世
代
間
の
稼
働
所
得
や

学
歴
の
格
差
が
広
が
っ
た
。
こ
の
格
差
が
、
同
居
・

別
居
や
家
業
の
継
承
を
巡
っ
て
親
子
間
に
葛
藤
を
招

く
こ
と
と
な
る
。

②
－
同
居
規
範
を
巡
る
葛
藤

　
子
供
（
主
と
し
て
長
男
）
が
親
と
同
居
し
、
扶
養

す
る
と
い
う
同
居
規
範
も
近
年
後
退
し
、
親
と
の
同

居
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

　
欧
米
で
は
、
「
年
を
取
っ
て
も
親
子
は
別
に
住
む

の
が
当
た
り
前
」
と
い
う
別
居
原
則
が
一
世
紀
も
前

か
ら
確
立
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
日
本
の
高
齢

者
に
は
、
子
供
と
別
居
し
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ

と
な
ど
全
く
想
定
せ
ず
、
老
年
期
を
迎
え
る
人
も
多

い
。　

子
供
が
扶
養
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の

の
、
子
供
は
同
居
を
望
ま
ず
、
意
に
反
し
て
家
族
か

ら
取
り
残
さ
れ
て
孤
立
化
す
る
人
も
現
れ
て
く
る
。

　
住
宅
事
情
の
変
化
が
親
子
の
葛
藤
を
よ
り
深
刻
に

す
る
こ
と
も
あ
る
。
高
度
成
長
期
に
、
農
村
の
家
族

従
業
者
か
ら
都
市
勤
労
者
と
な
っ
た
層
の
多
く
は
、

新
設
の
公
団
住
宅
や
木
賃
ア
パ
ー
ト
に
移
り
住
む
こ

と
に
な
り
、
親
と
の
同
居
は
考
慮
の
余
地
が
な
か
っ

た
。

　
し
か
し
、
現
代
は
同
居
も
別
居
も
、
選
択
で
き
る

余
裕
を
持
っ
た
層
が
増
え
て
い
る
。
同
居
で
き
る
の

に
別
居
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
か
え
っ
て
親
子

の
溝
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

③
－
同
居
に
よ
っ
て
起
こ
る
問
題

　
一
方
、
同
居
の
場
合
も
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
深
刻
な
問
題
を
生
じ
る
こ
と

が
あ
る
。

　
親
が
年
を
取
り
、
心
身
の
障
害
に
よ
り
、
家
族
の

介
護
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
ヶ
ー
ス
が
出
て
く
る
。

そ
の
と
き
に
、
介
護
す
る
側
が
「
自
分
た
ち
の
生
活

水
準
が
低
下
さ
せ
ら
れ
た
」
と
か
、
介
護
に
よ
っ
て

「
妻
の
就
業
を
断
念
さ
せ
ら
れ
た
」
と
い
っ
た
被
害

者
意
識
を
も
つ
な
ど
、
親
子
間
の
感
情
が
こ
じ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
子
供
に
教
育
費
が
か
か
る
時
期
な
ど
、

扶
養
や
介
護
の
負
担
は
な
お
さ
ら
重
み
を
増
し
て
感

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
介
護
は
家
族
の
中
の
特
定
の
者
（
主
に
女

性
）
に
負
担
が
集
中
し
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

介
護
す
る
側
か
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
不
安
定

な
状
態
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
親
子
間
で
良
好
な
関
係

が
保
て
な
く
な
る
と
、
排
泄
な
ど
の
世
話
が
さ
れ
ず

放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
な
ど
、
高
齢
者
が
家
族
に

「
屈
従
」
す
る
状
況
に
な
っ
た
り
、
家
族
か
ら
虐
待

を
受
け
、
逃
避
す
る
と
い
っ
た
破
局
的
な
局
面
を
招

く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
肉
親
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

か
え
っ
て
「
遠
慮
な
く
」
相
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
。

同
居
・
別
居
か
ら
生
じ
る
高
齢
者
問
題

夫
婦
関
係
の
破
綻

親
子
関
係
の
病
理
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理
と
そ
の
要
因

１

１２３



２
一
夫
婦
関
係
の
破
綻

①
－
性
別
役
割
分
業
の
固
定
化

　
「
夫
は
仕
事
、
妻
は
家
事
」
と
い
う
性
別
役
割
分

業
を
主
軸
と
す
る
核
家
族
は
、
資
本
主
義
経
済
の
発

展
に
適
し
た
家
族
形
態
と
し
て
、
家
族
政
策
上
、
そ

の
形
成
が
優
先
さ
れ
た
。
妻
が
専
業
主
婦
か
、
パ
ー

ト
労
働
な
ど
家
計
の
補
助
的
な
収
入
の
所
得
者
に
と

ど
ま
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
配
偶
者
控
除
、
配
偶
者

特
別
控
除
な
ど
の
税
制
は
、
そ
の
家
族
政
策
の
典
型

と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
制
度
の
確
立
や
社
会
構
造
の
変
化
が
、

高
度
成
長
期
以
降
、
夫
は
会
社
人
間
と
な
っ
て
働
き
、

経
済
的
に
家
族
を
支
え
、
妻
は
夫
の
疲
れ
を
い
や
し
、

家
事
・
育
児
を
担
い
、
明
日
へ
の
労
働
力
を
再
生
産

す
る
と
い
う
役
割
分
担
を
明
確
化
さ
せ
た
。

②
－
慢
性
化
す
る
妻
の
落
胆
と
夫
婦
関
係
の
破
綻

　
こ
の
性
別
役
割
分
業
の
固
定
化
は
、
経
済
の
発
展

と
い
う
視
点
か
ら
は
好
都
合
で
あ
っ
た
が
、
個
人
、

と
り
わ
け
妻
の
視
点
か
ら
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
側

面
を
あ
わ
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
仕
事
に
埋
没
す
る
夫
が
家
庭
を
顧
み
ず
、
あ
る
い

は
顧
み
る
余
裕
が
も
て
ず
に
、
夫
婦
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
途
絶
え
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
発
す

る
こ
と
に
な
る
。
妻
の
落
胆
が
慢
性
化
す
る
と
、
あ

え
て
夫
と
向
き
合
お
う
と
し
な
く
な
る
。
や
が
て
家

庭
内
別
居
、
家
庭
内
離
婚
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

　
離
婚
に
踏
み
切
れ
な
い
背
景
に
は
、
子
供
へ
の
配

慮
の
ほ
か
に
、
離
婚
に
対
す
る
強
い
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
。
特
に
出
世
へ
の
悪
影
響
を
恐
れ
る
夫
は

拒
否
反
応
が
強
い
。
こ
の
結
果
、
子
供
が
独
立
し
た

後
の
、
熟
年
離
婚
、
定
年
離
婚
が
増
え
る
こ
と
に
な

る
。

　
ま
た
、
家
庭
内
離
婚
の
状
態
に
あ
る
夫
婦
の
場
合
、

妻
が
愛
情
の
な
い
夫
と
の
セ
ッ
ク
ス
を
拒
絶
し
、
そ

れ
に
対
し
て
、
夫
が
妻
に
暴
力
的
な
性
行
為
を
強
い

た
結
果
、
夫
婦
関
係
の
破
綻
度
が
極
限
に
達
す
る
ケ
ー

ス
が
出
て
く
る
。

親
子
関
係
の
病
理

①
－
育
児
と
仕
事
の
択
一
の
も
た
ら
す
育
児
不
安

　
子
育
て
期
に
あ
る
母
親
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
育

児
に
対
す
る
不
安
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
一
定
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
場
合
、
母
親
自
身
に
と
っ

て
、
あ
る
い
は
子
供
、
家
族
に
と
っ
て
悪
影
響
を
も

た
ら
す
病
理
と
な
る
。

　
育
児
不
安
は
、
子
供
や
子
育
て
に
対
す
る
「
蓄
積

さ
れ
た
漠
然
と
し
た
恐
れ
を
含
む
情
緒
の
状
態
」
と

定
義
さ
れ
る
が
、
「
過
度
の
母
子
一
体
の
感
情
」
と

「
イ
ラ
イ
ラ
や
子
供
嫌
い
の
感
情
」
の
両
極
性
を
備

え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　
一
時
代
前
な
ら
、
女
性
に
と
っ
て
子
供
を
育
て
る

こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
希
望
と
自
信
に
つ
な
が
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
子
供
を
育
て
る
こ
と
は
、

結
婚
と
同
様
に
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
肢
の
一
つ

に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
仕
事
上
の
成
功
を

獲
得
し
た
い
、
も
っ
と
夫
婦
愛
を
満
た
し
た
い
と
い

う
思
い
が
一
方
で
働
き
、
子
育
て
に
い
そ
し
み
母
性

愛
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
絶
対
的
な
選
択
肢
と
は
な

ら
な
く
な
っ
た
。

　
結
婚
や
出
産
・
育
児
と
仕
事
は
決
し
て
二
者
択
一

の
も
の
で
は
な
い
が
、
家
事
・
育
児
に
男
性
の
参
加

が
得
に
く
い
現
実
に
直
面
し
て
、
女
性
は
両
立
を
断

特
集
・
多
様
化
す
る
家
族
と
支
援
施
策
の
方
向
②
家
族
形
態
と
機
能
の
変
化

念
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ

た
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、
結
婚
や
出
産
で
な
く

仕
事
を
選
ぶ
層
が
増
加
し
た
結
果
が
非
婚
化
、
少
子

化
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。

　
一
方
で
、
高
学
歴
を
身
に
つ
け
キ
ャ
リ
ア
を
歩
も

う
と
し
た
女
性
が
、
出
産
を
機
に
家
庭
に
入
っ
た
ケ
ー

ス
も
多
い
。
高
度
成
長
期
、
「
三
歳
ま
で
は
母
の
手

で
」
と
育
児
に
お
け
る
母
性
の
重
要
性
が
盛
ん
に
強

調
さ
れ
た
こ
と
も
、
女
性
就
業
者
に
影
響
を
与
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
場
合
、
「
子
育
て
の
た
め
に
仕
事
を
断
念
さ

せ
ら
れ
た
」
と
い
う
思
い
が
、
潜
在
的
な
子
供
へ
の

憎
し
み
・
嫌
悪
と
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
る
。
ま
た
、

仕
事
を
選
ん
で
い
た
場
合
の
成
功
を
思
い
、
子
育
て

に
従
事
す
る
現
実
の
自
分
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
、
イ
ラ

イ
ラ
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
る
。
そ
う
し
た
こ

と
が
育
児
に
対
す
る
充
足
感
を
妨
げ
、
育
児
不
安
に

つ
な
が
る
と
い
う
。

②
－
女
性
の
一
方
的
な
負
担
と
な
る
育
児

　
育
児
か
仕
事
か
と
い
う
二
者
択
一
に
悩
ま
ず
、
仕

事
へ
の
執
着
が
な
く
、
迷
わ
ず
育
児
を
選
ん
だ
場
合

で
も
、
育
児
は
決
し
て
簡
単
に
こ
な
せ
る
も
の
で
は

な
い
。
い
わ
ば
「
大
事
業
」
で
あ
る
。

　
育
児
は
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
負
担
が
大
き
い
。

し
か
し
、
現
在
の
長
時
間
労
働
で
は
夫
の
育
児
参
加

が
望
め
ず
、
女
性
側
に
多
く
の
育
児
負
担
が
集
中
す

る
。
加
え
て
、
核
家
族
化
に
よ
り
日
常
的
に
は
親
の

助
け
を
得
ら
れ
ず
、
都
市
部
で
は
近
隣
の
知
人
等
へ

の
相
談
も
し
に
く
い
た
め
、
自
分
一
人
で
未
経
験
な

育
児
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
戸
惑
い
も
大
き
く

な
る
。
そ
ん
な
心
の
悩
み
が
投
影
さ
れ
孤
立
し
た
母

子
関
係
は
、
適
切
な
情
緒
交
流
が
困
難
に
な
る
危
険
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性
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　
結
果
、
過
度
に
精
神
的
、
肉
体
的
に
追
い
込
ま
れ

た
状
態
に
な
っ
た
母
親
が
病
的
な
育
児
不
安
、
育
児

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
陥
り
、
ひ
い
て
は
負
担
の
「
元
凶
」

で
あ
る
子
供
に
対
す
る
虐
待
に
結
び
付
く
こ
と
に
な

る
。

③
‐
過
剰
期
待
か
ら
生
じ
る
病
理
現
象

　
日
本
は
、
国
民
の
九
割
が
自
分
を
「
中
流
」
と
感

じ
て
い
る
の
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
部
分
の
人
に

と
っ
て
、
大
き
な
階
級
差
の
な
い
社
会
で
あ
る
と
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
大
き
な
差
が
な
い
ゆ
え
に
、
逆
に
小
さ

な
違
い
を
必
要
以
上
に
重
視
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
。

ご
く
わ
ず
か
で
も
他
人
よ
り
優
れ
た
点
を
求
め
、
少

し
で
も
他
人
よ
り
劣
る
こ
と
を
恐
れ
る
。

　
親
が
自
分
自
身
に
で
な
く
、
子
供
に
そ
の
違
い
を

求
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
親
子
関
係
の
破
綻
の
危
険

性
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
学
齢
期
の
子
供
の
学
力

が
他
人
よ
り
劣
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
が
、
そ
う
し

た
親
に
と
っ
て
は
何
に
も
ま
し
て
重
要
な
問
題
と
な

る
。

　
自
分
の
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
夢
を
子
供
に
託
そ

う
と
い
う
意
識
も
か
ら
み
、
子
供
へ
の
過
剰
な
期
待

が
生
ま
れ
る
。
こ
の
過
度
な
期
待
は
、
受
験
戦
争
の

激
化
や
偏
差
値
偏
重
の
風
潮
の
中
で
、
子
供
に
と
っ

て
大
き
な
重
圧
と
な
る
。

　
そ
の
結
果
、
子
供
は
期
待
に
こ
た
え
ら
れ
ず
苦
悩

し
、
極
端
な
場
合
、
登
校
拒
否
あ
る
い
は
家
庭
内
暴

力
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
昨
今
の
教
育

産
業
の
影
響
に
よ
る
早
期
教
育
、
幼
児
教
育
の
隆
盛

は
、
こ
の
危
険
が
低
年
齢
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
。

④
－
親
の
所
有
物
と
見
な
さ
れ
る
子
供

　
子
供
へ
の
過
剰
な
期
待
の
背
後
に
は
、
子
供
を
自

分
に
帰
属
す
る
一
種
の
所
有
物
と
見
な
す
錯
覚
が
あ

る
。

　
近
年
急
増
し
て
い
る
登
校
拒
否
児
童
は
、
一
人
っ

子
や
裕
福
な
家
庭
で
育
っ
た
ヶ
ー
ス
が
多
く
、
そ
の

母
親
は
い
わ
ゆ
る
「
良
妻
賢
母
」
で
あ
る
。
子
供
に

時
間
的
に
も
、
経
済
的
に
も
、
十
分
手
を
か
け
る
余

裕
の
あ
る
母
親
は
、
過
度
に
干
渉
し
て
し
ま
う
傾
向

が
強
い
。

　
そ
の
干
渉
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
虐
待
行
為
と
な
っ

て
表
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
子
供
は
自
分
の

所
有
物
と
い
う
意
識
が
あ
る
た
め
、
抵
抗
な
く
そ
の

行
為
を
実
行
に
移
し
て
し
ま
う
。

　
子
供
に
対
す
る
虐
待
行
為
は
、
必
ず
し
も
肉
体
的

な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
し
つ
け
や
教
育
の
中
に
も

見
ら
れ
る
。
虐
待
と
は
認
知
さ
れ
な
い
が
、
子
供
の

体
験
や
表
現
を
禁
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
行
為
も
含
ま

れ
る
。

　
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
親
の
愛
や
教
育

の
名
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
、
子
供
は
虐
待

行
為
を
愛
情
と
し
て
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、

苦
痛
や
怒
り
の
感
情
を
抑
圧
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
子
供
の
人
格
破
壊
が
ゆ
る
や
か
に
、
し

か
し
、
着
実
に
進
む
と
い
う
。
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