
特
集
・
横
浜
の
国
際
性

①
一
職
員
と
し
て
国
際
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

②
開
発
途
上
国
に
み
た
国
際
的
都
市
ナ
イ
ロ
ビ

は
じ
め
に

国
際
性
と
い
う
こ
と
で
私
か
思
い
出
す

ふ
た
つ
の
講
演

市
職
員
と
国
際
性
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る

説
得
力
の
乏
し
い
議
論

結
ば
れ
な
い
結
び

感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
が
ふ
た
つ
あ

る
。
ひ
と
つ
は
国
際
政
治
学
者
の
坂
本
義
和
さ

ん
の
話
。
も
う
ひ
と
つ
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
者
の

森
有
正
さ
ん
の
話
。
い
ず
れ
も
一
〇
年
あ
ま
り

も
昔
の
こ
と
な
の
で
、
話
を
正
確
に
再
現
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
時
僕
な
り
に
聞
い
た

こ
と
を
今
ふ
り
返
っ
て
、
僕
の
中
に
残
っ
て
い

る
も
の
を
話
し
て
み
ょ
う
。

　
僕
が
大
学
に
入
っ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

が
激
化
し
た
こ
ろ
で
、
こ
の
戦
争
に
対
す
る
危

惧
が
日
本
で
も
日
増
し
に
深
ま
っ
た
時
期
だ
っ

た
。
僕
の
よ
う
な
政
治
音
痴
で
す
ら
、
国
際
社
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①
一
職
員
と
し
て
国
際
性
と
い
う
と
を
考
え
る

佐
々
木
寛
志

い
う
私
の
質
問
に
答
え
て
、
彼
女
の
い
わ
く

　
「
『
国
際
的
と
は
何
か
』
つ
て
考
え
る
と
わ
か

ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
け
ど
、
『
国
際
的
な
感
じ

の
す
る
人
』
つ
て
い
う
ん
だ
っ
た
ら
、
た
と
え

ば
冒
険
家
の
植
村
さ
ん
と
か
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
三
宅
一
生
と
か
、
指
揮
者
の

小
沢
征
爾
み
た
い
な
人
。
だ
か
ら
、
日
本
だ
け

じ
ゃ
な
く
っ
て
外
国
を
舞
台
に
し
て
活
躍
し
て

い
る
人
。
そ
の
人
の
仕
事
が
外
国
で
も
認
め
ら

れ
て
い
る
入
っ
て
感
じ
ね
」
。
「
な
る
ほ
ど
。
じ

ゃ
あ
、
市
役
所
の
職
員
と
い
う
の
は
、
国
際
的

っ
て
感
じ
が
す
る
」
と
聞
い
た
ら
、
す
か
さ
ず

「
ぜ
ー
ん
ぜ
ん
！
」
と
い
う
つ
れ
な
い
答
が
返

っ
て
き
た
。
我
な
が
ら
愚
問
で
あ
っ
た
と
恥
じ

た
が
、
こ
う
な
っ
た
ら
意
地
で
も
彼
女
に
、
市

役
所
の
職
員
も
国
際
的
で
あ
り
う
る
と
納
得
さ

せ
て
み
ょ
う
と
い
う
妙
な
考
え
を
起
こ
し
た
。

　
以
下
は
、
映
画
「
ド
ラ
キ
ュ
ラ
都
へ
行
く
」

を
見
る
と
い
う
彼
女
を
、
フ
ル
ー
ツ
ー
パ
ー
ラ

ー
で
好
き
な
だ
け
食
べ
さ
せ
る
か
ら
と
つ
き
あ

わ
せ
、
甘
い
香
り
の
漂
う
店
内
で
え
ん
え
ん
二

時
間
に
わ
た
っ
て
私
が
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
の
あ

ら
ま
し
で
あ
る
。国

際
性
と
い
う
こ
と
で

私
が
思
い
出
す
ふ
た
つ
の
講
演

僕
が
学
生
時
代
に
聞
い
た
講
演
で
、
と
く
に

　
友
人
に
よ
れ
ば
、
私
は
観
念
的
に
も
の
を
考

え
る
た
ち
だ
と
い
う
か
ら
、
今
回
の
よ
う
な
意

味
の
定
か
で
な
い
テ
ー
マ
は
、
決
し
て
不
得
手

で
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
観
念
的
な
人
間

が
抽
象
的
テ
ー
マ
で
話
を
始
め
る
と
、
つ
ま
ら

な
い
説
教
よ
り
も
退
屈
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の

で
、
こ
こ
は
ひ
と
つ
、
い
と
こ
の
女
子
大
生
の

助
け
を
貸
り
る
こ
と
に
し
た
。
彼
女
は
学
生
で

あ
り
な
が
ら
、
活
字
か
ら
も
の
を
学
ば
な
い
と

い
う
考
え
の
持
ち
主
で
、
そ
れ
を
立
派
に
実
践

し
て
い
る
。

　
「
国
際
的
っ
て
ど
ん
な
こ
と
だ
と
思
う
」
と

行
政
の
国
際
性

は
じ
め
に

平
和
と
人
権
に
つ
い
て
の
坂
本
さ
ん
の
話

一二三四
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会
の
平
和
と
い
う
こ
と
に
大
い
に
関
心
を
も
っ

た
。

　
坂
本
さ
ん
は
、
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
平
和
を

追
求
す
る
こ
と
の
根
拠
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
人

権
の
実
現
に
あ
る
と
説
い
た
。
す
な
わ
ち
、
平

和
は
人
開
か
人
間
的
に
生
き
る
た
め
に
不
可
欠

な
条
件
で
あ
っ
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
平
和

は
、
国
内
社
会
で
の
人
権
の
擁
護
や
実
現
と
い

う
こ
と
に
、
そ
の
基
本
的
な
価
値
が
あ
る
と
い

う
の
だ
。

　
こ
の
話
は
、
若
い
学
生
に
は
と
て
も
魅
力
的

だ
っ
た
。
僕
だ
も
の
願
う
平
和
と
い
う
も
の

が
、
天
の
よ
う
に
遠
い
国
際
政
治
の
舞
台
か
ら

急
に
身
近
に
な
っ
て
、
自
分
た
ち
の
実
感
で
き

る
現
実
の
問
題
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
。
平
和
を

作
り
出
す
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
や
ソ

連
の
書
記
長
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
は
な

く
、
僕
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
自
分
を
と
り

ま
く
状
況
の
な
か
で
、
自
由
と
か
平
等
と
い
っ

た
人
間
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
価
値
を
追
求
し

て
い
く
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
平
和
に
つ
な
が
る

ん
だ
、
と
い
う
気
が
し
た
。

　
余
談
だ
け
ど
、
こ
れ
を
今
日
の
話
題
に
お
き

か
え
て
角
度
を
変
え
て
言
え
ば
、
あ
る
国
の
軍

隊
が
他
の
あ
る
国
の
国
境
を
越
え
て
、
そ
の
国

の
主
権
と
人
び
と
の
自
由
を
奪
っ
て
い
る
こ
と

へ
の
怒
り
は
、
国
内
で
、
あ
る
い
は
自
分
の
身

の
回
り
で
、
正
義
と
自
由
を
達
成
す
る
努
力
に

裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
話
は
変
わ
る
け
ど
（
と
私
が
言
っ
た
と
こ
ろ

で
、
い
つ
の
開
に
か
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
・
パ
フ
ェ

を
食
べ
終
え
た
彼
女
は
、
当
店
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

″
レ
イ
ン
ボ
ー
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
″
な
る
も
の
を

注
文
し
た
）
。
森
さ
ん
の
話
は
、
自
由
、
平
等
、

平
和
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
根
源
的
な
意
味
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。

　
森
さ
ん
は
、
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
モ

ー
リ
ア
ッ
ク
と
無
神
論
者
の
ジ
イ
ド
が
深
い
尊

敬
と
友
情
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
例
に
語
っ

た
。
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
者
と
神
を
否
定
す

る
者
と
で
は
、
両
者
の
信
条
は
、
そ
の
形
の
上

で
は
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、

有
限
な
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
真
実
を
求
め
る
道

は
、
そ
の
極
致
に
お
い
て
同
じ
で
あ
っ
て
、
互

　
僕
自
身
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
け
ど
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
知
的
伝
統
の
な

か
で
生
ま
れ
た
「
自
由
」
と
い
う
概
念
の
根
本

的
な
意
味
が
、
少
し
な
が
ら
わ
か
っ
た
気
が
し

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
由
、
民
主
主
義
、

平
和
等
と
い
っ
た
理
想
が
、
他
か
ら
与
え
ら
れ

る
も
の
、
外
側
に
あ
っ
て
そ
れ
を
と
り
入
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
経
験
か
ら
出
発
し

て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
内
実
が
自
分
の
内
部
に

結
晶
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
自
分

な
り
に
考
え
た
の
だ
っ
た
。

三

の
真
摯
な
生
き
方
に
対
し
て
共
感
と
尊
敬
が
生

ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
互
に
ア
グ
ノ
ス
チ
ッ
ク

　
（
不
可
知
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
こ
ろ
で

の
、
他
者
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
。

　
森
さ
ん
は
、
「
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
の
経

験
の
根
本
的
独
立
性
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ

た
。
自
分
の
す
る
こ
と
、
言
う
こ
と
に
本
当
の

意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
体
験
」
が

そ
の
人
の
中
で
深
ま
り
、
そ
の
人
の
も
の
で
し

か
な
い
「
経
験
」
と
し
て
自
己
の
内
部
に
結
晶

し
、
そ
れ
が
そ
の
人
を
定
義
す
る
。
人
間
に
と

っ
て
、
自
由
の
基
本
的
な
意
味
は
そ
こ
に
あ
る

と
い
う
の
だ
。

市
職
員
と
国
際
性
を

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る

説
得
力
の
乏
し
い
議
論

れ
ど
、
こ
れ
は
、
外
国
を
舞
台
に
活
躍
し
て
な

く
っ
て
も
、
国
際
性
を
も
ち
う
る
と
言
い
た
い

た
め
な
の
だ
。
自
由
と
か
平
和
と
い
う
人
間
に

と
っ
て
の
普
遍
的
な
価
値
を
自
分
の
行
動
原
理

と
し
て
も
つ
人
は
、
そ
の
生
き
方
に
お
い
て
、

国
境
を
超
え
る
も
の
と
い
え
る
。
「
普
遍
的
な

道
理
に
し
た
が
う
精
神
」
に
は
、
国
際
性
が
あ

る
と
い
う
わ
け
だ
。

　
た
と
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

へ
行
か
な
く
て
も
、
ひ
と
り
の
日
本
人
と
し
て

自
由
と
平
和
を
求
め
る
生
き
方
は
、
ベ
ト
ナ
ム

の
人
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
人
た
ち
の
平
和
の

願
い
に
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
り
、
ベ
ト
ナ
ム

の
人
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
人
か
ら
も
、
あ
る

い
は
中
国
の
人
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
か
ら
も
敬
意

が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う

い
う
生
き
方
は
、
同
じ
生
き
方
を
し
て
い
る
人

間
に
対
し
、
社
会
制
度
や
文
化
の
違
い
を
超
え

て
敬
意
を
払
う
。
異
質
性
の
認
識
に
立
っ
た
信

頼
関
係
の
基
盤
を
自
己
の
存
在
の
内
に
も
つ
こ

と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
、
僕
は
国
際
性
と
言
い

た
が
っ
て
い
る
の
だ
。

　
確
か
に
僕
の
話
に
は
、
国
際
性
と
い
う
言
葉

を
、
人
間
に
と
っ
て
の
普
遍
性
と
い
う
も
の
と

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
や
や
無
理
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
で
も
そ
こ
が
い
さ

さ
か
気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
日
本
人

が
、
国
際
社
会
で
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
い
こ
と

を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
そ
れ
は
、
日
本
人
が

本
当
の
意
味
で
自
分
が
自
分
の
行
動
の
主
人
で

32
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ス
プ
ー
ン
と
フ
ォ
ー
ク
を
巧
み
に
操
り
、
三

種
類
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
果
物
、
生
ク
リ
ー

ム
を
交
互
に
ロ
に
運
ぶ
楽
し
げ
な
彼
女
の
顔
を

見
て
、
私
は
「
馬
耳
東
風
」
と
い
う
李
白
の
言

葉
を
思
い
浮
か
べ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
私
は
、

彼
女
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な

話
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
私
は
、
市
職
員
の
名
誉
と
私
自
身
の
意
地

の
た
め
に
、
こ
こ
で
話
を
止
め
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。

長
々
と
坂
本
さ
ん
と
森
さ
ん
の
話
を
し
た
け

ジ
イ
ド
と
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
の

親
交
に
つ
い
て
の
森
さ
ん
の
話

国
際
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

私
の
感
想



は
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
内
に
は
っ
き

り
と
し
た
行
動
の
原
理
を
も
た
な
い
と
外
国
人

に
感
じ
ら
れ
る
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。
一
般

に
僕
た
ち
日
本
人
に
は
、
基
本
的
に
は
上
下
関

係
だ
け
ど
、
相
手
と
自
分
と
が
ど
う
い
う
位
置

関
係
に
あ
る
か
を
い
つ
も
頭
の
ど
こ
か
に
置
い

て
、
「
自
分
」
で
は
な
く
「
相
手
と
の
関
係
に

お
け
る
自
分
」
と
し
て
も
の
を
言
っ
た
り
、
行

動
し
た
り
す
る
習
慣
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
う
い
う
仕
方
は
、
敬
語
と
い
う
語
法
が

国
際
的
に
特
殊
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
外
国
人
に
と
っ
て
理
解
に
苦
し
む
と
こ

ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
い
い
悪

い
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
、
妙
な
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
を
も
っ
た
り
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
そ

う
い
う
の
は
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
他
を
拒
み

っ
つ
、
自
分
は
優
れ
て
い
る
と
思
い
込
む
恐
れ

が
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
日
本
人
が
外
国
人
を

理
解
し
、
相
手
に
も
理
解
さ
れ
よ
う
と
す
る
と

き
、
僕
た
ち
日
本
人
の
こ
う
い
う
特
殊
性
を
認

識
し
て
お
く
の
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。
そ

し
て
そ
の
認
識
は
、
日
本
人
と
し
て
、
人
間
に

と
っ
て
の
普
遍
的
な
価
値
を
求
め
る
精
神
か
ら

生
ま
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　
こ
こ
で
、
や
っ
と
本
題
に
た
ど
り
つ
い
た
。

　
市
職
員
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
市
民
の
た
め

に
仕
事
を
す
る
。
ま
た
、
市
職
員
の
仕
事
の
目

的
は
、
基
本
的
に
市
民
の
願
い
と
同
じ
も
の
で

あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

市
職
員
と
具
体
的
な
ひ
と
り
の
市
民
が
、
お
互

い
に
同
じ
立
場
で
、
同
じ
発
想
に
立
っ
て
ば
か

り
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
に
は
む
し
ろ
、

極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
両
者
は
お
互
い
の

違
い
を
認
識
し
な
け
れ
ば
理
解
し
合
え
な
い
外

国
人
同
士
の
間
柄
み
た
い
な
と
こ
ろ
さ
え
あ
る

だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
僕
も
役
所
の
言
葉

づ
か
い
や
仕
事
の
流
儀
を
習
得
す
る
一
方
で
、

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
、
役
所
と
は
縁
の
遠
い
友
人

や
近
所
の
お
ば
さ
ん
に
は
伝
わ
り
に
く
い
だ
ろ

う
な
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
や
っ
か
い
な
事
務
手
続
き
や
全

市
的
観
点
に
立
っ
た
規
則
、
制
度
、
計
画
な
ど

は
、
必
ず
し
も
ひ
と
り
の
市
民
の
生
活
感
覚
や

世
間
一
般
の
常
識
感
覚
と
ふ
れ
あ
う
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
市
職
員
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
制
度
や
計
画
は
、
市
役
所
の
仕
事
と
し

て
の
論
理
と
仕
組
み
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る

も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
市
役
所
の
外
側
か

ら
ひ
と
り
の
市
民
と
し
て
見
る
と
、
そ
の
論
理

や
仕
組
み
は
決
し
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は

な
さ
そ
う
だ
し
、
ま
た
意
外
と
市
民
に
は
知
ら

れ
て
い
な
い
も
の
だ
。

　
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
市
民
は
ど
う
も
物

わ
か
り
が
悪
い
と
か
、
得
手
勝
手
ば
か
り
言
う

と
嘆
く
の
は
決
し
て
正
し
い
態
度
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
日
本
の
こ
と
を
よ
く
知

ら
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
に
、
な
ぜ
お
前
は
日
本
人

の
す
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
か
、
と
言
う
よ

う
な
も
の
だ
。
ま
た
市
役
所
の
中
に
入
っ
て
み

な
け
れ
ば
市
役
所
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い

う
の
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
・
の
理
解
を
得
よ
う
と

す
る
と
き
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
を
止

め
て
日
本
人
に
な
れ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、

無
茶
な
話
だ
。

　
さ
て
、
市
職
員
の
仕
事
は
、
本
来
、
市
民
か

ら
信
託
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
市
民
の
理
解
と

信
頼
を
そ
の
基
盤
に
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
他
者
の
理
解
と
信
頼
を
得
る
た
め
に
は
、

人
間
に
と
っ
て
の
普
遍
的
な
価
値
を
求
め
る
営

み
の
な
か
で
、
自
分
自
身
を
み
つ
め
、
表
現

し
、
同
時
に
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
僕
た
ち

市
職
員
は
、
市
役
所
の
仕
事
の
な
か
で
、
そ
の

本
源
的
な
目
標
の
追
求
を
行
動
の
基
準
に
す
え

の
話
の
中
で
国
際
性
と
呼
ぼ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
も
の
と
、
ま
さ
に
同
じ
性
質
の
も
の
だ

ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
僕
の
話
は
お
し
ま
い
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
理
想
の
話
で
、
現
実
は
こ
ん
な
議

論
は
青
く
さ
い
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
デ
ィ
レ
ン

マ
に
満
ち
て
お
り
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な

い
。
し
か
し
、
理
想
ば
か
り
を
語
る
の
は
困
り

も
の
だ
け
ど
、
現
実
に
追
従
す
る
ば
か
り
で
は

本
質
的
な
も
の
を
見
失
う
。
そ
こ
で
僕
は
、
来

世
の
神
の
国
の
理
想
を
語
り
、
現
世
の
日
常
生

活
に
お
け
る
倫
理
を
説
く
昔
の
キ
リ
ス
ト
教
の

預
言
者
だ
も
の
よ
う
に
、
理
念
と
現
実
の
緊
張

関
係
に
主
体
的
に
身
を
置
い
て
、
謙
虚
に
、
誠

実
に
仕
事
を
し
て
い
く
こ
と
が
僕
た
ち
の
任
務

な
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

結
ば
れ
な
い
む
す
び

る
。
そ
し
て
、
「
普
遍
的
な
道
理
に
し
た
が
う

精
神
」
を
も
っ
て
、
自
分
が
自
分
の
主
人
と
し

て
仕
事
に
励
む
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
市
民
に
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
内
部
に
そ
の
内
実

を
も
つ
言
葉
で
表
現
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ

と
が
大
切
だ
と
思
う
。

　
確
か
に
、
ひ
と
口
で
市
民
と
い
っ
て
も
千
差

万
別
だ
か
ら
、
そ
の
過
程
に
は
当
然
、
対
立
や

葛
藤
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
と
こ
ろ
か
ら
、
は
じ
め
て
僕
だ
も
の
内
に
、

な
れ
あ
い
と
は
異
な
る
市
民
と
の
本
当
の
意
味

で
の
信
頼
と
敬
意
を
育
て
る
基
盤
が
形
づ
く
ら

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
僕
が
こ

　
す
っ
か
り
満
腹
し
て
満
ち
足
り
た
表
情
の
彼

女
に
、
「
ご
感
想
は
」
と
た
ず
ね
た
ら
、
即
座

に
「
お
い
し
か
っ
た
あ
」
と
い
う
答
が
返
っ
て

き
た
。
私
は
く
じ
け
ず
に
「
そ
れ
で
、
僕
の
話

の
方
は
」
と
聞
き
直
す
と
、
「
う
ー
ん
。
当
り

前
み
た
い
な
こ
と
と
抽
象
的
な
こ
と
を
ひ
と
ま

と
め
に
し
て
話
す
か
ら
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ

か
ん
な
い
よ
う
な
感
じ
。
だ
け
ど
、
職
場
で
自

由
と
か
平
等
と
か
い
ち
い
ち
考
え
な
が
ら
仕
事

を
し
て
た
の
で
は
、
何
か
、
仕
事
に
な
ら
な
い

気
が
す
る
け
ど
」
と
の
返
事
。
私
が
、
「
そ
う
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て
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い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
毎
日
の
自
分
の
行
動

の
基
礎
に
、
自
由
と
か
平
等
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
基
本
的
な
原
理
と
し
て
も
つ
と
い
う
精
神

的
態
度
な
ん
だ
」
と
言
う
と
、
し
ば
し
何
か
を

思
い
出
す
よ
う
な
顔
を
し
て
、
彼
女
の
い
わ
く

　
「
あ
の
、
『
じ
ゃ
り
ン
子
チ
エ
』
つ
て
い
う
漫

画
に
出
て
く
る
、
ケ
ソ
カ
と
バ
ク
チ
が
大
好
き

で
毎
日
遊
ん
で
暮
し
て
い
る
テ
ツ
つ
て
い
う
す

ご
く
愉
快
な
男
の
セ
リ
フ
を
教
え
て
あ
げ
る
。

　
『
お
ま
え
そ
う
い
う
本
格
的
な
こ
と
考
え
と
っ

た
ら
不
幸
に
な
る
ど
』
つ
て
言
う
の
」
。
（
笑
）

　
「
で
も
、
身
体
に
気
を
つ
け
て
頑
張
っ
て
く
だ

さ
い
」

　
最
後
の
ひ
と
言
で
や
や
救
わ
れ
た
感
じ
が
し

て
、
彼
女
と
別
れ
た
私
は
、
李
白
を
気
取
り
、

ひ
と
り
、
酒
を
飲
み
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

《
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献
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岩
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森
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正
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遥
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ノ
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ト
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ダ
ム
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四
十
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筑
摩
書
房
）

　
森
有
正
『
木
々
は
光
を
浴
び
て
』
　
（
昭
和
四

十
七
年
、
筑
摩
書
房
）

　
森
有
正
『
遠
ざ
か
る
ノ
ー
ト
ル
ー
ダ
ム
』

　
（
昭
和
五
十
一
年
、
筑
摩
書
房
）

　
高
田
博
厚
、
森
有
正
『
ル
オ
ー
』
　
（
昭
和
五

十
一
年
、
筑
摩
書
房
）

　
安
藤
英
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他
訳
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
　
宗
教
社
会

論
集
』
　
（
昭
和
四
十
三
年
、
河
出
書
房
）

　
は
る
き
悦
巳
『
じ
ゃ
り
ン
子
チ
エ
　
４
』

　
（
昭
和
五
十
五
年
、
双
葉
社
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
総
務
局
渉
外
部
主
査
〉

政
府
機
関
に
働
く
多
く
の
外
国
人

首
都
ナ
イ
ロ
ビ
の
様
子

お
わ
り
に

政
に
恵
ま
れ
な
い
状
況
の
も
と
に
、
都
心
部
を

一
歩
離
れ
た
地
域
で
は
、
文
化
的
な
生
活
か
ら

取
り
残
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
ケ
ニ
ア

は
、
開
発
途
上
国
と
し
て
、
農
業
、
医
療
、
教

育
、
民
生
な
ど
経
済
社
会
の
発
展
、
福
祉
の
向

上
を
計
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
り
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
を
始
め
と
す
る
先
進
諸
国
か
ら
多
く

の
財
政
的
援
助
や
、
人
的
協
力
を
受
け
て
い
る

国
で
あ
る
。
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②
開
発
途
上
国
に
み
た
国
際
的
都
市
ナ
イ
ロ
ビ

牧
田
修
俊

　
横
浜
港
に
外
国
航
路
の
豪
華
客
船
が
停
泊
す

る
時
令
、
国
際
的
な
行
事
が
催
さ
れ
る
時
な
ど

の
横
浜
は
、
国
際
的
貿
易
港
と
し
て
の
色
彩
が

一
層
濃
く
な
る
。
こ
う
し
た
時
、
は
た
し
て
横

浜
は
ど
の
よ
う
な
国
際
都
市
な
の
か
、
考
え
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
私
は
、
一
九
七
八
年
九
月
か
ら
七
ヵ
月
間
に

わ
た
り
、
わ
が
国
の
無
償
援
助
協
力
で
実
施
さ

れ
て
い
る
水
道
建
設
の
た
め
に
、
ケ
ニ
ア
共
和

国
水
資
源
開
発
省
の
職
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
、

首
都
ナ
イ
ロ
ビ
に
滞
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
　
　
う
な
、
新
し
い
息
吹
き
と
と
も
に
、
急
速
に
ヨ

が
、
横
浜
の
国
際
的
な
都
市
と
し
て
の
位
置
づ
　
　
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
影
響
を
受
け
、
近
代
的
ビ
ル

け
の
判
断
の
参
考
と
し
て
、
開
発
途
上
国
に
み
　
　
が
立
ち
並
ん
だ
都
市
の
生
活
が
奇
妙
に
同
居
し

た
首
都
ナ
イ
ロ
ビ
の
国
際
的
様
子
に
つ
い
て
紹
　
　
て
い
る
国
で
あ
る
。

介
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
中
で
、
英
領
か
ら
独
立
後
一
六
年

　
御
承
知
の
と
お
り
、
ケ
ニ
ア
は
、
国
土
の
大
　
　
た
っ
た
今
日
、
内
在
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ゼ
イ
シ

部
分
が
サ
バ
ン
ナ
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
国
民
の
　
　
ョ
ソ
の
意
識
の
も
と
に
、
自
力
で
建
国
の
道
を

多
く
は
、
厳
し
い
自
然
条
件
の
も
と
で
、
い
ま
　
　
歩
み
つ
つ
、
農
業
国
と
し
て
積
極
的
に
農
業
生

だ
昔
な
が
ら
の
ウ
シ
や
ヤ
ギ
を
追
い
な
が
ら
の
　
　
産
の
振
興
に
力
を
入
れ
て
い
る
国
で
あ
る
。

遊
牧
生
活
と
、
首
都
ナ
イ
ロ
ビ
に
見
ら
れ
る
よ
　
　
　
し
か
し
、
資
源
の
乏
し
い
こ
と
や
、
国
家
財
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