
特
集
・
横
浜
の
国
際
性

国
際
都
市
。
横
浜
”
を
ど
の
よ
う
に
受
け
つ
ぐ
か

外
岡
　
勲

横
浜
は
、
国
際
的
な
″
ま
ち
″
だ
ろ
う
か

　
横
浜
は
国
際
都
市
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し

く
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
国
際
」
と
は
簡
単

に
い
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
ひ
と
つ
に
は
日
本
人
以
外
の
他
の
国
の
人
々
と
の
間

に
な
ん
ら
か
の
交
流
や
接
触
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
確

か
に
横
浜
に
は
二
万
人
に
及
ぶ
外
国
人
が
住
ん
で
い
る

し
、
何
よ
り
も
港
が
あ
っ
て
外
国
船
も
数
多
く
出
入
り

し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
国
際
性
が
あ
る
と
か
、
国
際

都
市
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
万
人
の
外
国
人
と
い

横
浜
は
国
際
的
な
。
ま
ち
”
だ
ろ
う
か

日
本
あ
る
い
は
江
戸
の
代
行
と
し
て
の
横
浜

港
と
町
と
の
政
行
経
済

資
本
の
工
業
化
へ
の
乗
り
お
く
れ

横
浜
の
国
際
性
の
低
下
と
日
本
の
国
際
依
存
度
の
上
昇

開
港
遺
産
－
異
文
化
間
交
流
経
験

国
際
媒
体
都
市
機
能
の
発
揮

都
市
間
の
国
際
交
流

結
び
に
代
え
て

え
ば
、
い
か
に
も
多
数
の
よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も

総
人
口
の
二
七
七
万
人
に
比
べ
た
ら
ど
う
な
の
だ
ろ
う

か
。

　
ま
た
外
国
人
が
住
ん
で
い
る
だ
け
で
果
た
し
て
国
際

性
あ
り
、
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
、
国
際
性
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
こ

れ
ら
の
外
国
人
が
横
浜
に
住
み
つ
く
だ
け
で
な
く
、
な

ん
ら
か
の
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
た
る
諸
外
国
と
交
渉

を
も
ち
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
日
本
の
動
き
に
影
響
を

及
ぼ
す
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
は
往
時
、
横
浜
に
住
ん
で
い
た
い
わ
ゆ

る
外
国
人
は
、
今
は
東
京
の
港
区
方
面
に
移
り
住
ん
で

し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
そ
の
辺
り
を
歩
か

れ
れ
ば
「
西
洋
人
」
が
家
族
づ
れ
で
、
乳
母
車
を
ひ
い

て
買
物
な
ど
を
し
て
い
る
風
景
に
お
目
に
か
か
る
だ
ろ

　
こ
れ
は
そ
の
昔
、
横
浜
の
山
手
で
見
か
け
た
風
景
で

あ
っ
て
、
東
京
で
は
日
常
的
に
は
な
っ
て
い
な
い
風
俗

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
横
浜
か
ら
西
洋
人
が
姿
を
消
し

た
こ
と
に
な
る
。

　
船
の
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
今
日
、
貨
物
の
入
船
・

出
船
は
巨
大
な
量
に
の
ぼ
る
。
貨
物
の
往
来
は
毎
日
頻

繁
で
あ
る
。
戦
後
、
港
は
巨
大
化
し
、
物
流
機
能
は
肥

大
化
し
て
い
る
。
昨
年
あ
た
り
は
七
兆
円
の
輸
出
入
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
巨
大
な
量
の
貨
物
を

扱
い
な
が
ら
、
外
国
為
替
の
量
は
非
常
に
少
な
い
。
取
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引
は
東
京
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
貨
物
船
の
出
入
り
は
あ
っ
て
も
、
客
船
は
ば
っ

た
り
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
来
な
く
な
っ
た
。

　
ち
ぢ
め
て
い
え
ば
、
横
浜
は
昔
の
方
が
国
際
的
な
カ

ラ
ー
が
濃
か
っ
た
の
で
あ
る
。
昔
と
い
う
の
は
開
港
し

た
時
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
開
戦
前
後
く
ら
い
ま
で
に
な

ろ
う
か
。

日
本
あ
る
い
は
江
戸
の
代
行
と
し
て
の
横
浜

　
自
由
貿
易
の
許
可
に
関
す
る
幕
府
布
告
の
出
た
安
政

六
年
六
月
二
十
八
日
、
今
は
貿
易
記
念
日
と
な
っ
て
い

る
一
二
〇
年
前
の
こ
の
日
、
横
浜
は
長
崎
や
函
館
と
と

も
に
日
本
の
貿
易
の
窓
口
と
し
て
世
界
に
開
か
れ
た
。

　
　
「
日
本
の
」
と
い
う
こ
と
は
幕
府
権
力
の
所
在
地
で

あ
る
江
戸
に
代
わ
っ
て
開
港
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時

の
列
強
諸
国
は
、
で
き
る
だ
け
江
戸
に
近
い
場
所
を
要

求
し
、
幕
府
は
政
治
的
、
軍
事
的
理
仙
か
ら
で
き
る
だ

け
江
戸
か
ら
離
れ
た
土
地
を
主
張
し
て
、
い
わ
ば
妥
協

の
結
果
、
神
奈
川
で
ば
な
く
横
浜
に
き
ま
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ

は
、
陸
路
は
東
海
道
を
横
に
そ
れ
て
野
毛
の
山
を
越
え

る
か
、
ま
た
海
路
は
神
奈
川
台
か
ら
船
便
の
位
置
に
あ

り
、
隔
離
さ
れ
た
立
地
条
件
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
一
二
〇
年
後
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
都
市
形
成
の

さ
ま
ざ
ま
な
面
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
幕
府
の
布
告
文
に
よ
れ
ば
、
横
浜
の
港
で
「
商
人
ど

も
勝
手
に
商
売
遂
ぐ
べ
き
侯
う
」
と
い
う
わ
け
で
自
由

に
貿
易
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
ま
だ
攘

夷
だ
の
開
国
だ
の
と
斬
っ
た
張
っ
た
を
や
っ
て
い
る
最

中
で
、
新
選
組
の
結
成
は
そ
の
四
年
後
の
こ
と
に
な

る
。

　
こ
う
し
て
横
浜
に
は
各
地
か
ら
商
人
が
集
ま
り
、
開

港
の
翌
年
の
井
伊
大
老
が
暗
殺
さ
れ
た
万
延
元
年
に
は

一
五
〇
の
店
が
軒
を
な
ら
べ
た
。
ま
た
、
外
国
の
商
人

も
英
米
独
仏
な
ど
合
わ
せ
て
八
〇
の
商
館
が
開
か
れ
て

い
る
。
横
浜
絵
な
ど
を
み
て
も
内
外
の
商
店
・
住
居
な

ど
の
莞
の
波
が
描
か
れ
、
当
時
の
殷
賑
を
伝
え
て
い

る
。
後
年
、
横
浜
の
亀
善
と
う
た
わ
れ
た
原
善
三
郎

も
、
こ
の
翌
年
の
文
久
元
年
に
武
州
か
ら
生
糸
を
横
浜

へ
出
荷
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
当
時
の
横
浜
と
い
う
土
地
は
、
国
家
的

政
策
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
外
国
と
の
窓
口
に
さ
せ
ら

れ
、
国
際
的
な
橋
頭
堡
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
の

横
浜
の
も
つ
必
然
的
発
展
に
よ
っ
て
国
際
的
性
格
を
帯

び
た
の
で
は
な
く
て
、
国
家
の
必
然
と
判
断
に
よ
っ
て

国
際
都
市
と
な
る
運
命
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。

　
内
外
の
商
人
た
ち
は
、
幕
府
布
告
の
と
お
り
そ
れ
ぞ

れ
勝
手
に
商
売
を
や
る
た
め
港
の
周
辺
に
蝟
集
し
た
。

元
手
の
な
い
出
稼
ぎ
や
Ｉ
旗
組
も
お
び
た
だ
し
い
人
数

に
の
ぼ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
開
の
港
町
は
、
い
ろ

い
ろ
な
風
体
や
さ
ま
ざ
ま
の
方
言
が
行
き
交
い
、
伝
統

や
因
習
に
こ
だ
わ
ら
な
い
一
種
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
々
は
貿
易
を
通
し
て
、
ま
た

貿
易
に
連
な
る
仕
事
で
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
ら
は
欧
米
人
と
の
接
触
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
り
、

ま
た
生
計
の
手
段
を
得
た
が
、
そ
の
過
程
で
国
際
的
な

さ
ま
ざ
ま
の
交
流
が
あ
り
、
こ
の
異
文
化
間
交
流
に
よ

っ
て
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
。
例
え
ば
西
洋
の
文
物
と

し
て
、
ビ
ー
ル
醸
造
、
写
真
館
、
牛
鍋
、
石
鹸
製
造
な

ど
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
の
も
の
が
横
浜
で
試
み

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
英
語
な
ど
も
横
浜
の
庶
民
は
、

生
活
的
に
習
得
し
て
使
っ
た
。
「
ハ
マ
チ
ド
リ
」
（
Ｈ
ｏ
w

m
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｏ
ｌ
ｌ
ａ
ｒ
？
）
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。

港
と
町
と
の
該
行
経
済

　
こ
の
よ
う
に
貿
易
を
通
じ
て
の
横
浜
の
国
際
的
性
格

は
、
年
月
の
経
過
と
と
も
に
一
応
の
定
着
を
み
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
横
浜
の
業
界
蛾
全
国
の
業
界
を

左
右
す
る
実
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
代
表
的
な

貿
易
取
扱
品
の
生
糸
な
ど
は
、
巨
額
の
自
己
資
金
を
擁

し
て
産
地
に
金
融
を
し
、
全
国
に
君
臨
し
た
。

　
横
浜
は
貿
易
を
通
じ
て
国
際
化
し
、
港
を
通
じ
て
国

際
化
し
て
き
た
。
は
じ
め
、
日
本
の
国
際
化
は
横
浜
を

媒
介
と
し
て
進
展
し
た
。
日
本
貿
易
の
進
展
と
横
浜
港

の
進
展
は
、
相
似
形
の
発
展
を
し
た
。
そ
し
て
「
横
浜
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港
の
貿
易
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
横
浜
の
貿

易
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
日
本
の
貿
易
」
を
い

く
ら
か
縮
尺
し
て
反
映
し
て
い
る
の
が
「
横
浜
港
の
貿

易
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
イ
コ
ー
ル
に
「
横
浜

の
貿
易
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
横
浜
港
と
横
浜
経
済

は
、
し
っ
か
り
と
密
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り

う
ま
い
替
で
は
な
い
が
「
日
本
の
貿
易
」
が
兄
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
「
横
浜
港
」
と
「
横
浜
」
の
貿
易
は
双
子

の
弟
の
よ
う
な
も
の
で
、
三
人
仲
良
く
手
を
つ
な
い
で

歩
い
て
い
た
。

　
こ
の
限
り
で
は
、
隆
々
と
伸
展
す
る
日
本
の
経
済
に

連
れ
添
う
形
で
推
移
し
て
き
た
横
浜
貿
易
で
あ
っ
た
け

れ
ど
も
、
い
つ
の
間
に
か
双
子
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る

　
「
横
浜
港
貿
易
」
と
背
丈
が
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。

パ
ー
ト
ナ
ー
の
「
港
」
貿
易
君
の
方
が
、
な
り
こ
そ
一

回
り
小
さ
い
が
兄
貴
の
「
日
本
貿
易
」
君
と
似
た
体
つ

き
な
の
に
、
「
横
浜
貿
易
」
君
の
方
は
生
ま
れ
つ
き
丈

夫
だ
っ
た
の
が
段
々
と
育
ち
が
悪
く
な
り
、
手
を
つ
な

い
で
仲
良
く
歩
こ
う
に
も
、
そ
の
手
が
「
港
」
君
に
と

ど
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　
つ
ま
り
、
日
本
が
富
国
強
兵
策
を
進
め
る
な
か
で
徐

々
に
重
化
学
工
業
化
し
、
全
体
の
輸
出
商
品
構
造
に
お

い
て
も
産
業
の
近
代
化
を
反
映
す
る
に
つ
れ
て
、
横
浜

港
貿
易
の
姿
も
同
様
の
推
移
を
示
し
た
が
、
こ
れ
に
比

し
横
浜
経
済
は
い
つ
の
間
に
か
日
本
経
済
の
相
と
乖
離

し
た
現
象
を
示
す
に
至
っ
た
。

‐
資
本
の
工
業
化
へ
の
乗
り
お
く
れ

　
こ
う
し
た
変
化
と
と
も
に
横
浜
市
の
国
際
的
性
格
も

相
対
的
に
薄
く
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
開

国
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
横
浜
は
日
本
の
国

際
化
を
独
占
し
、
そ
し
て
他
の
都
市
が
開
港
し
た
後
に

お
い
て
も
、
な
お
人
的
な
且
つ
物
的
な
国
際
交
流
の
拠

点
と
し
て
の
地
位
は
、
神
戸
と
並
ん
で
優
勢
で
あ
っ

た
。
取
引
機
能
も
国
際
貿
易
都
市
に
ふ
さ
わ
し
く
機
能

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
横
浜
の
プ
ロ
パ
ー
の
資
本
は
商
業
資
本
に

留
ま
り
、
つ
い
に
産
業
資
本
に
転
化
発
展
す
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
日
本
の
資
本
主
義
が
一
八
九
〇
年
代
に
商

業
資
本
か
ら
産
業
資
本
に
転
化
し
た
一
方
、
横
浜
で
は

蓄
積
し
た
富
を
工
業
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
少
な
く
、

こ
の
た
め
経
済
発
展
が
停
滞
し
た
。
横
浜
の
国
際
都
市

と
し
て
の
開
花
も
そ
こ
に
留
ま
り
、
例
え
ば
同
じ
く
遅

れ
て
工
業
国
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
よ
う

に
貿
易
・
金
融
・
工
業
ま
で
含
め
て
、
そ
れ
自
身
が
完

結
し
て
い
る
国
際
都
市
に
成
長
し
得
な
か
っ
た
。

　
い
わ
ば
、
横
浜
は
そ
れ
自
身
は
さ
し
て
変
化
を
受
け

ず
、
他
の
物
質
の
化
合
を
促
進
す
る
触
媒
の
よ
う
な
都

市
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
欧
米
か
ら
の
先
進
の
文
物
で

横
浜
を
通
ら
な
い
も
の
は
な
い
し
、
人
的
な
面
で
も
外

国
か
ら
の
来
訪
客
は
ほ
と
ん
ど
横
浜
の
土
を
踏
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
物
や
、
人
的
往
来
が
横
浜

の
土
に
そ
れ
ほ
ど
根
を
張
っ
て
い
な
い
。
か
り
に
発
芽

し
て
も
枝
を
張
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
従
っ
て
花
も

開
か
な
い
。

　
よ
く
横
浜
を
称
し
て
人
々
は
、
日
本
の
「
玄
関
口
」

と
い
う
。
い
う
と
こ
ろ
の
意
味
合
は
別
か
も
し
れ
な
い

が
、
玄
関
と
は
い
い
得
て
妙
で
あ
る
。
玄
関
で
は
人
は

落
ち
着
い
て
話
を
し
な
い
。
そ
の
家
に
と
っ
て
大
事
な

話
や
品
物
の
受
け
渡
し
は
、
玄
関
を
通
っ
て
奥
で
行
わ

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
国
家
権
力
の
判
断
の
ま
ま
に
、
首
都
の
代

替
と
し
て
、
ま
た
軍
事
的
理
由
な
ど
か
ら
日
本
の
中
枢

部
か
ら
不
即
不
離
の
場
所
に
立
地
し
た
と
い
う
淵
源
が

あ
る
の
だ
か
ら
「
触
媒
」
で
あ
ろ
う
と
玄
関
口
で
あ
ろ

う
と
、
そ
れ
は
織
り
込
み
済
み
な
の
だ
、
と
い
う
考
え

方
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
こ
と
が
進
め
ば
そ

れ
な
り
に
横
浜
は
無
事
安
泰
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

‐
横
浜
の
国
際
性
の
低
下
と
日
本
の

国
際
依
存
度
の
上
昇

　
開
港
後
半
世
紀
を
経
た
一
九
一
〇
年
に
生
糸
の
輸
出

が
中
国
を
抜
き
、
世
界
第
一
位
を
記
録
し
た
あ
た
り
か

ら
、
横
浜
の
い
わ
ゆ
る
国
際
性
は
相
対
的
に
低
下
し
て
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い
い
か
え
る
と
、
一
億
二
千
万
の
日
本
人
の
一
人
ひ

と
り
が
、
米
国
民
や
西
独
国
民
等
よ
り
も
深
く
世
界
経

済
の
枠
の
中
に
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
今

や
日
本
一
国
だ
け
で
は
明
日
か
ら
の
生
存
も
心
も
と
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
相
互
依
存
時
代
の
尖
端
を
切
っ

て
歩
か
ざ
る
を
得
な
い
の
が
日
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
は
世
界
の
中
で
最
も
高
い
国
際
性
を
要
求
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

・
開
港
遺
産
１
異
文
化
間
交
流
経
験
の
活
用

く
る
。
理
由
と
し
て
は
前
記
の
事
情
の
ほ
か
、
大
震
災

や
第
二
次
大
戦
そ
れ
に
航
空
機
輸
送
の
発
達
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
衰
退
の
理
由
を
述
べ
る
の
が
本

旨
で
は
な
い
の
で
歴
史
的
経
過
は
省
略
す
る
が
、
横
浜

の
国
際
性
が
往
時
に
比
し
低
下
し
つ
つ
あ
る
時
、
日
本

国
自
身
が
国
際
化
へ
の
要
請
に
迫
ら
れ
て
き
た
。

　
大
方
が
つ
と
に
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
第
二
次
大
戦

後
、
日
本
は
面
積
が
わ
ず
か
三
七
万
平
方
キ
ロ
の
島
国

に
一
億
二
千
万
人
が
生
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
し
か
も
居
住
に
適
す
る
平
地
は
一
七
％
に
過
ぎ
な

い
し
、
そ
の
上
、
天
然
資
源
に
も
恵
ま
れ
ず
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
原
材
料
を
海
外
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
代
金
支
払
い
の
た
め
に
は
加
工
貿
易
で
稼
が
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
図
式
は
戦
前
で
も
同
じ
だ
っ
た

が
、
今
日
で
は
南
北
問
題
が
か
ら
み
、
貿
易
は
日
本
国

民
の
生
存
に
と
っ
て
不
可
欠
に
な
っ
た
。

　
と
く
に
近
年
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
も
と
よ
り
食
糧
の

自
給
率
が
低
下
す
る
に
つ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活

の
物
的
手
段
は
、
す
こ
し
注
意
を
向
け
れ
ば
外
国
産
の

原
材
料
・
製
品
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
例
え
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
海
外
依
存
度
は
、
米
国

の
二
〇
％
、
西
独
の
五
七
％
に
比
べ
て
日
本
は
九
二
％

と
大
幅
に
高
く
、
木
材
は
そ
れ
ぞ
れ
二
％
、
二
五
％
、

六
一
％
、
小
麦
は
△
七
六
％
、
三
％
、
九
六
％
と
い
ず

れ
も
先
進
工
業
国
の
中
で
、
日
本
は
ず
ば
ぬ
け
て
諸
外

国
の
原
材
料
に
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
国
全
体
の
国
際
依
存
度
が
上
昇
す
る
一
方
で
個
々
の

日
本
人
の
国
際
性
は
伸
び
が
鈍
い
し
、
む
し
ろ
横
ば
い

気
味
で
あ
る
。
日
本
人
の
非
国
際
性
の
よ
っ
て
き
た
理

由
な
ど
は
、
ひ
と
頃
は
や
っ
て
い
た
日
本
人
論
に
委
ね

る
と
し
て
、
今
後
は
孫
や
子
の
代
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

後
も
世
界
の
中
で
し
か
生
き
て
い
け
な
い
と
覚
悟
を
き

め
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
う
覚
悟
を
き
め
た
う
え
で
横
浜
市
は
何
を
し
た
ら

よ
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
国
際
性
が
高
度
に
要
求
さ

れ
て
い
る
日
本
の
中
の
横
浜
市
を
ど
う
位
置
づ
け
た
ら

よ
い
か
。

　
よ
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
横
浜
は
一
二
〇
年
の

歴
史
が
あ
る
。
第
三
の
開
国
と
も
い
わ
れ
る
時
代
に
際

会
し
、
こ
の
歴
史
的
経
験
を
活
用
し
、
あ
る
い
は
逆
手

に
と
っ
て
新
国
際
化
時
代
に
対
応
す
る
方
途
を
探
っ
て

は
ど
う
か
。

　
安
政
六
年
の
開
国
後
、
日
本
は
市
場
の
開
放
を
求
め

ら
れ
、
一
次
産
品
の
生
糸
・
茶
等
を
輸
出
し
、
工
業
原

材
料
を
輸
入
し
て
徐
々
に
資
本
主
義
国
に
成
長
し
て
い

く
。
こ
の
際
、
横
浜
は
日
本
の
前
衛
の
役
割
を
果
た
し

た
。

　
一
九
四
五
年
の
太
平
洋
戦
争
終
結
に
よ
る
い
わ
ば
第

二
の
開
国
後
、
日
本
は
軍
国
主
義
の
解
体
が
要
求
さ

れ
、
民
主
主
義
国
家
に
転
生
し
て
い
く
。
こ
の
際
、
横

浜
は
占
領
軍
の
最
初
の
拠
点
と
な
り
、
広
大
な
接
収
地

の
提
供
等
の
緩
衝
機
能
を
果
た
し
た
。

　
第
一
及
び
第
二
の
開
国
の
先
鋒
は
い
ず
れ
も
横
浜
が

つ
と
め
た
。
過
去
二
回
の
こ
の
衝
撃
的
な
経
験
は
、
無

形
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
さ
し
く
横
浜
の
歴

史
で
あ
り
一
種
の
遺
産
と
し
て
残
し
て
活
用
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　
現
今
、
相
互
依
存
が
進
展
す
る
世
界
的
状
況
に
あ
っ

て
、
対
外
閉
鎖
性
の
開
放
が
真
剣
に
論
議
さ
れ
、
国
際

性
の
高
い
国
へ
の
脱
皮
―
第
三
の
開
国
へ
と
歩
み
を

進
め
る
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
手
許
に
あ
る
過
去
の

貴
重
な
経
験
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
横
浜
の
体

験
し
た
対
外
接
触
の
、
つ
ま
り
カ
ル
チ
ュ
ア
ー
シ
ッ

ク
等
を
含
め
て
国
際
交
流
経
験
の
歴
史
的
事
実
を
掘
り

起
こ
し
、
活
性
化
し
、
ま
た
学
問
的
に
体
系
化
し
、
そ

し
て
こ
れ
ら
の
成
果
を
国
内
の
都
市
や
団
体
等
に
提
供

す
る
よ
う
な
先
導
的
な
国
際
都
市
と
し
て
位
置
づ
け
て
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み
て
は
ど
う
か
。

　
加
え
て
、
国
内
情
報
を
世
界
に
伝
達
す
る
こ
と
も
含

め
て
横
浜
を
日
本
と
外
国
と
の
情
報
媒
介
機
能
を
持
つ

ユ
ニ
ー
ク
な
都
市
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
、
横
浜
の
い

わ
ゆ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
調
に
つ
な
が
る
と
思

わ
れ
る
。

国
際
媒
体
都
市
機
能
の
発
揮

　
横
浜
は
確
か
に
開
港
時
か
ら
関
東
大
震
災
あ
た
り
ま

で
が
華
や
か
に
金
銀
珠
玉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
時
期
で

あ
る
し
、
そ
の
後
は
震
災
と
大
戦
で
衰
退
気
味
に
な
っ

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
横
浜
で
一
二
○
年
間
に
わ

た
り
営
々
と
外
国
人
と
渡
り
合
っ
て
の
商
い
に
い
そ
し

ん
で
き
た
経
験
の
蓄
積
は
消
え
て
い
な
い
。
埋
没
し
た

か
に
見
み
え
る
こ
う
い
う
広
義
の
国
際
交
流
経
験
を
発

掘
し
、
現
代
の
光
を
あ
て
蘇
生
さ
せ
よ
う
。

　
横
浜
と
し
て
は
、
文
明
開
化
の
ハ
ー
ド
の
遺
産
、
例

え
ば
建
築
物
な
ど
の
修
復
や
保
全
だ
け
で
な
く
、
ソ
フ

ト
と
で
も
い
う
べ
き
対
外
経
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
国

際
交
流
の
潜
在
ノ
ヤ
ハ
ウ
を
賦
活
し
、
と
か
く
、
国
際

関
係
に
弱
い
と
い
わ
れ
る
日
本
の
都
市
や
団
体
に
情
報

と
し
て
伝
え
て
は
ど
う
か
。

　
こ
れ
が
今
後
、
ま
す
ま
す
厳
し
さ
の
予
測
さ
れ
る
新

国
際
化
時
代
に
入
っ
て
い
く
に
際
し
、
要
請
さ
れ
る
横

浜
の
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
横
浜
の
対
外
交
渉
史
を
体
系
化
し
て
、
な
ん
ら

か
の
法
則
を
導
き
出
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
現
代
に

も
通
用
す
る
国
際
交
流
の
手
段
な
い
し
方
法
論
を
構
成

し
、
他
の
主
体
が
行
う
国
際
交
流
の
促
進
に
活
用
さ
せ

る
。

　
次
に
、
横
浜
は
も
と
も
と
新
開
地
だ
っ
た
か
ら
排
他

的
で
な
く
、
何
も
の
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
開
放
性
が
あ

る
こ
と
に
着
目
し
よ
う
。
港
と
い
う
の
は
そ
の
属
性
と

し
て
開
か
れ
た
性
格
を
も
つ
。
こ
の
特
質
を
生
か
し
て
。

横
浜
を
し
て
メ
デ
ィ
ア
機
能
―
海
外
情
報
を
摂
取
し

て
国
内
に
提
供
し
、
ま
た
国
内
情
報
を
積
極
的
に
海
外

に
放
つ
よ
う
な
―
を
発
揮
さ
せ
て
は
ど
う
か
。

　
当
面
は
、
横
浜
を
ア
ジ
ア
環
太
平
洋
圏
に
開
か
れ
た

日
本
の
臍
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア

諸
国
等
と
日
本
間
の
情
報
・
物
流
の
収
集
拡
散
の
コ
ア

都
市
を
志
向
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
方
途
は

今
後
の
研
究
に
ま
つ
こ
と
に
し
て
、
例
え
ば
、
ア
ジ
ア

環
太
平
洋
の
地
域
研
究
の
中
心
と
し
て
も
よ
い
し
、
ま

た
横
浜
に
相
互
輸
出
入
拡
大
の
た
め
、
各
国
産
品
展
示

場
を
併
設
し
た
商
談
促
進
セ
ン
タ
ー
を
設
け
、
商
務
官

や
駐
在
員
を
誘
致
す
る
こ
と
等
は
一
つ
・
の
方
法
で
あ
ろ

都
市
間
の
国
際
交
流

し
触
れ
て
み
よ
う
。

　
従
来
は
、
外
国
と
の
交
渉
と
か
交
際
と
か
い
う
と
、

中
央
政
府
の
行
う
こ
と
、
と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ

た
。
外
交
主
権
は
、
責
任
あ
る
政
府
に
属
す
る
と
い
う

の
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
外
交
と
か
国
際
交
流
と
い
う

も
の
が
な
に
も
政
府
だ
け
に
属
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
、
こ
れ
ま
た
当
然
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
価

値
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
人
に
よ
り
ま
た
団
体
に
よ
り

多
元
化
し
て
い
る
今
日
で
は
、
政
府
と
い
う
一
個
の
団

体
の
き
め
た
一
元
的
な
基
準
に
よ
っ
て
数
多
の
個
人
や

団
体
の
対
外
行
動
を
律
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
も

し
、
そ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
ら
は
な
は
だ
し
い
専

制
国
家
と
い
う
誇
を
免
れ
ま
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
今
日
で
も
中
央
政
府
が
国
際
関
係
を
律

す
る
主
要
な
当
事
者
で
あ
る
。
こ
と
に
国
民
と
し
て
の

権
利
・
義
務
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
間

の
交
渉
分
野
で
あ
ろ
う
。

　
け
れ
ど
も
現
代
の
よ
う
に
非
権
力
的
な
分
野
で
の
国

内
活
動
や
あ
る
い
は
対
外
交
流
が
増
大
し
、
ま
た
前
世

紀
に
比
べ
交
通
・
通
信
の
手
段
が
格
段
に
発
達
し
て
い

る
状
況
で
は
、
政
府
間
交
流
と
等
置
的
に
民
間
交
流
と

か
市
民
交
流
ま
た
都
市
間
交
流
と
い
う
よ
う
な
つ
き
合

い
が
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
。

　
一
つ
に
は
社
会
の
各
領
域
で
行
わ
れ
て
い
る
国
際
交

流
が
あ
る
‘
。
例
え
ば
労
働
、
宗
教
、
経
済
、
教
育
等
の

各
領
域
で
活
動
し
て
い
る
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
構
成

こ
こ
で
国
際
交
流
と
か
外
交
と
か
い
う
こ
と
に
す
こ

調査季報65 80. 313

七

八
う
。



員
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
権
利
・
義
務
関
係
を
も
ち
、

一
定
の
行
動
準
則
を
示
し
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
も

の
が
多
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
行
っ
て
い
る
国

際
交
流
は
、
中
央
政
府
の
行
う
い
わ
ゆ
る
外
交
と
は
別

の
次
元
で
あ
る
が
、
一
定
の
利
益
を
追
求
し
て
相
互
に

交
流
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
国
の
中
の
地
域
（
例
え
ば
都
市
）
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
歴
史
や
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
異
な
る
文
化
や
経
済

等
の
背
景
を
持
っ
て
お
り
、
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
持
っ
て
い

る
。
従
っ
て
外
国
と
の
つ
き
合
い
方
も
自
ら
異
な
っ
て

く
る
わ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
相
に
従
っ
て
交
流

を
進
め
て
ゆ
け
ば
、
ま
さ
し
く
画
一
的
で
な
く
、
多
様

な
層
の
厚
い
国
際
交
流
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
国
に
は
、
都
市
も
含
め
て
種
々
の
目

―
結
び
に
代
え
て

的
を
追
求
す
る
団
体
が
あ
っ
て
、
国
と
い
り
包
括
的
な

団
体
と
重
な
り
合
っ
た
り
、
団
体
同
志
で
相
接
し
た
り

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
団
体
群
が
各
自
、
他
国
の
さ
ま

ざ
ま
な
団
体
と
国
際
交
流
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
、

い
わ
ば
多
元
的
に
諸
外
国
と
の
交
流
の
輪
を
幾
重
に
も

拡
げ
て
い
く
の
は
、
ま
す
ま
す
相
互
依
存
関
係
の
深
ま

り
を
み
せ
て
い
る
地
球
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と

だ
し
、
何
よ
り
も
平
和
の
維
持
や
促
進
に
つ
な
が
る
。

　
こ
の
種
の
多
元
的
交
流
が
深
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

包
括
団
体
た
る
国
家
間
の
、
い
わ
ば
一
元
的
交
流
の
生

み
出
す
利
害
得
失
の
緊
張
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
日
中
両
国
の
国
交
回
復
の
進
行
状
況
を
み
て

も
、
民
間
の
交
流
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
そ
の
厚
み
を
増

し
』
な
が
ら
政
府
間
の
正
常
な
交
流
に
及
ん
で
い
っ
た
の

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
横
浜
市
は
、
国
と
い
う
団
体
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
た

団
体
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
種
々
の
団
体

と
さ
ま
ざ
ま
な
か
か
わ
り
を
も
つ
団
体
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
国
で
は
古
い
時
期
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
国
と
交
渉

が
あ
っ
た
都
市
で
あ
っ
て
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に

国
際
交
流
を
体
験
す
る
こ
と
の
激
し
か
っ
た
都
市
で
あ

る
。

　
今
や
横
浜
固
有
の
蓄
積
を
起
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化

し
、
活
力
に
満
ち
た
国
際
交
流
主
体
と
し
て
の
横
浜
市

の
創
造
の
た
め
に
着
実
な
歩
み
を
進
め
る
と
き
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
経
済
局
主
幹
〉
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