
特
集
・
国
際
化
時
代
の
市
民
と
行
政
⑧

鶴
見
区
の
国
際
交
流

長
塚
　
久
　
柏
田
龍
央
　
鈴
木
一
博
　
真
野
保
久

一
―
は
じ
め
に

二
―
講
座
取
り
組
み
の
経
過

三
―
講
座
の
内
容

四
―
参
加
者
の
構
成
と
反
応

五
―
今
後
の
取
り
組
み
と
将
来
へ
の
課
題

六
―
お
わ
り
に

　
「
鶴
見
間
の
工
場
街
見
事
防
衛
の
大
任
果
す
。

鶴
見
の
工
場
街
は
敵
機
の
爆
撃
、
地
上
掃
射
と

闘
い
火
災
一
つ
起
さ
ず
重
要
工
業
地
帯
防
衛
の

大
任
を
立
派
に
果
し
た
。
…
…
工
場
特
設
防
護

団
員
の
活
躍
は
手
際
よ
く
こ
れ
を
処
置
し
、
我

に
鉄
桶
の
備
え
あ
り
と
誇
示
し
た
。
」

　
こ
の
記
述
の
と
お
り
、
鶴
見
は
戦
前
か
ら
日

本
の
重
化
学
工
業
地
帯
と
し
て
発
展
し
て
お

り
、
戦
時
中
は
軍
需
工
業
の
基
地
と
化
し
て
い

た
。
そ
の
頃
我
が
国
の
植
民
地
化
政
策
に
よ
り
、

朝
鮮
半
島
の
労
働
者
の
強
制
移
入
が
行
わ
れ
、

工
場
労
働
者
と
し
て
工
場
付
近
の
バ
ラ
ッ
ク
に

住
ま
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
状
況
が
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
終
戦
と
同
時

に
不
安
定
な
身
分
と
な
り
、
昭
和
二
十
七
年
四

月
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
締
結
に
伴
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は
じ
め
に

　
鶴
見
区
と
い
う
地
域
的
・
歴
史
的
特
性
に
ふ

さ
わ
し
い
国
際
交
流
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
国
際
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
現
代
社
会
が
国

家
の
枠
を
越
え
、
国
家
間
相
互
の
協
調
の
中
で

社
会
・
経
済
の
諸
関
係
が
築
か
れ
、
個
々
人
の

生
活
の
中
に
も
色
濃
く
滲
み
出
て
い
る
今
日
、

地
域
社
会
の
中
か
ら
国
際
友
好
と
相
互
理
解
の

機
運
が
盛
り
上
っ
て
く
る
現
象
は
時
代
の
趨
勢

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
「
文
化
」

に
求
め
る
こ
と
は
国
際
交
流
の
絆
と
し
て
、
ま

た
行
政
区
と
い
う
現
実
的
制
度
下
で
の
糧
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら

文
化
に
は
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
止
揚
し

の
一
部
始
終
が
後
に
続
く
こ
と
に
な
る
。

た
、
そ
の
国
の
社
会
を
構
成
す
る
人
々
が
生
活

の
中
で
創
出
し
、
か
つ
享
受
す
る
生
の
姿
が
内

在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
座
に
立
ち
な
が
ら
鶴
見
区
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
一
つ
の
地
域
的
特
性

に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
区
内
に
韓
国
・
朝
鮮
人

の
多
い
事
実
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ

と
と
な
る
が
、
こ
れ
に
は
一
つ
の
歴
史
的
下
地

が
過
去
に
存
在
し
た
。

　
戦
後
四
〇
年
新
た
な
国
際
的
状
況
が
現
出
し

て
い
る
今
日
、
当
区
は
こ
の
事
実
関
係
を
と
ら

え
て
、
文
化
を
通
じ
た
韓
国
・
朝
鮮
の
理
解
を

深
め
る
試
み
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
試

み
は
い
う
ま
で
も
な
く
当
区
に
と
っ
て
最
初
の

試
み
で
あ
り
、
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
。

不
十
分
な
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
取
組
み

ニ
―
講
座
取
り
組
み
の
経
過

①
―
区
内
の
韓
国
・
朝
鮮
人
の
状
況

　
区
内
の
外
国
人
登
録
状
況
は
昭
和
六
十
一
年

一
月
三
十
一
日
現
在
二
、
六
八
七
人
を
数
え
、

そ
の
内
訳
は
ア
ジ
ア
系
が
九
五
％
を
占
め
二
、

五
五
五
人
、
欧
米
そ
の
他
が
五
％
の
一
、
三
二

人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
韓
国
・
朝
鮮
人

は
全
体
の
八
一
％
を
占
め
る
二
、
一
七
〇
人
と

な
っ
て
お
り
、
市
内
一
四
区
中
最
大
の
人
口
を

抱
え
て
い
る
が
こ
れ
に
は
一
つ
の
訳
が
あ
る
。

そ
の
た
め
唐
突
で
は
あ
る
が
ひ
と
つ
昭
和
十
七

年
四
月
十
九
日
の
朝
日
新
聞
を
引
用
し
て
み
た

い
。

韓
国
・
朝
鮮
の
文
化
に
親
し
む
集
い

一



う
戦
後
の
新
生
国
家
下
に
制
定
さ
れ
た
外
国
人

登
録
法
の
施
行
に
よ
り
正
式
な
形
で
外
国
人
の

道
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

急
激
に
生
じ
た
社
会
的
変
動
に
よ
る
他
律
的
な

支
配
関
係
の
中
に
彼
ら
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
が

ら
、
そ
の
後
の
時
間
を
刻
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
鶴
見
区
に
韓
国
・
朝
鮮
人
が
多
数
居
住
す
る

一
つ
の
大
き
な
背
景
と
し
て
こ
の
よ
う
な
歴
史

的
下
地
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

②
―
方
針
決
定
と
準
備

　
今
回
の
取
り
組
み
は
昭
和
六
十
年
度
予
算
に

関
す
る
区
内
討
議
の
中
で
の
一
つ
の
提
案
が
身

を
結
ぶ
と
い
う
道
筋
を
た
ど
っ
た
。

　
各
種
の
地
域
振
興
や
社
会
教
育
施
策
は
主
に

区
活
動
費
を
予
算
と
す
る
区
自
主
事
業
と
し
て

取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
検
討
の
中
で

「
こ
れ
ま
で
取
り
組
ま
れ
て
い
な
い
区
の
ソ
フ

ト
問
題
は
何
か
」
と
い
う
提
議
の
下
に
討
議
が

開
始
さ
れ
、
様
々
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、

そ
の
中
の
一
提
案
と
し
て
区
内
の
韓
国
・
朝
鮮

人
問
題
へ
の
対
応
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
区
人

口
の
約
一
％
の
比
重
を
占
め
る
事
実
と
、
国
際

化
と
い
う
社
会
的
背
景
と
対
座
し
な
が
ら
、
こ

れ
ま
で
取
り
組
み
が
遅
れ
て
い
た
分
野
と
し
て

こ
の
テ
ー
マ
は
浮
上
し
て
き
た
。

　
戦
前
戦
後
を
通
じ
た
複
雑
な
歴
史
的
過
程
の

中
で
築
か
れ
た
韓
国
・
朝
鮮
人
問
題
の
い
わ
ば

振
れ
込
ん
だ
構
造
が
茫
漠
と
し
た
形
で
残
存
し

続
け
る
今
日
、
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
慎

言
を
得
て
決
定
し
た
。
ま
た
文
化
と
い
っ
て
も

広
く
、
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
、
で
き
る
だ
け
基
礎
的
な
部
分
か
ら
入
る
こ

と
に
な
っ
た
。

三
―
講
座
の
内
容

重
論
を
期
す
空
気
も
や
や
あ
っ
た
。
し
か
し
国

際
交
流
の
気
運
の
盛
り
上
り
と
、
区
民
と
し
て

の
外
国
人
、
特
に
区
内
外
国
人
の
大
勢
を
占
め

る
韓
国
・
朝
鮮
人
問
題
へ
の
正
面
か
ら
の
取
り

組
み
に
は
波
及
す
る
多
大
な
効
果
を
見
込
め
、

か
つ
交
流
と
相
互
理
解
を
基
調
と
す
る
国
際
友

好
の
理
念
に
一
致
し
、
し
か
も
行
政
区
が
こ
れ

を
自
主
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を

見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
「
文
化
を
媒
体
と
す
る
民

族
間
の
相
互
理
解
を
め
ざ
す
取
り
組
み
は
行
政

区
の
施
策
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
森
川
鶴
見

区
長
以
下
区
首
脳
部
の
判
断
が
あ
っ
た
こ
と
は

付
言
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
こ
こ
に
方
針
決
定
さ
れ
。
準
備
段
階
へ
と
移

行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
前
例

が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
ず
所
管
の
問
題
が
浮
上

し
た
。
い
く
つ
か
の
紆
余
曲
折
を
経
て
総
務
課

庶
務
係
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
当

然
の
帰
結
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
予
算
と
し
て
は
主
に
区
活
助
費
（
講
師
謝
礼

等
）
二
五
四
、
〇
〇
〇
円
を
充
当
し
た
。

　
文
化
に
金
は
か
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
講
座
も
そ
の
一
例
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
文
化
講
座
と
「
人
々
の
集
い
」
が
醸
し
出

す
価
値
は
計
り
よ
う
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
講
習
内
容
と
講
師
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
事

務
局
（
総
括
責
任
者
＝
総
務
課
長
、
事
務
主
任

＝
庶
務
係
長
、
担
当
＝
鈴
木
吏
員
、
協
力
＝
真

野
吏
員
）
が
一
丸
と
な
り
何
人
か
の
方
々
の
助

　
今
回
の
「
集
い
」
に
参
加
し
た
人
た
ち
の
中

に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
た
ち

が
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
日
本
で
生
れ
育
っ
た

二
世
、
三
世
も
お
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
母
国

の
美
術
・
文
化
に
対
し
体
系
的
に
出
会
う
機
会

は
そ
う
多
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で
は
、
こ
の
講
座
で
彼
ら
は
自
己
の
民
族

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
触
れ
え
た
は
ず
で
あ

る
。
一
方
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
戦
前
か
ら
の

歪
め
ら
れ
た
朝
鮮
認
識
を
改
め
る
機
会
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
「
集
い
」
の
進
め
方
は
、
テ
ー
マ
毎
に
週
一

回
講
義
形
式
を
と
り
、
各
講
師
に
一
時
間
余
の

講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
小
一
時
間
ほ
ど

講
義
内
容
を
裏
付
け
る
ビ
デ
オ
や
ス
ラ
イ
ド
の

上
映
を
し
て
も
ら
っ
た
。

　
各
テ
ー
マ
や
内
容
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

①
「
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
」
（
十
月
二
十
三
日

　
水
）
金
両
基
（
キ
ム
ヤ
ン
ギ
）
中
央
大
学

　
（
韓
国
）
客
員
教
授

　
わ
が
民
族
は
、
「
音
さ
え
鳴
れ
ば
巫
女
が
踊

り
出
す
」
と
い
う
諺
が
あ
る
ほ
ど
音
（
歌
）
と

踊
り
が
好
き
な
民
族
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ほ
ど
音
（
歌
）
と
踊
り
が
一
体
化
し

て
日
常
生
活
の
な
か
で
自
然
と
身
に
つ
い
て
い

る
の
で
す
。

　
民
謡
は
全
土
に
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
三
拍
子
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ

の
三
拍
子
が
最
も
舞
踊
に
適
し
て
い
る
こ
と
か

ら
優
れ
た
舞
踊
を
生
み
出
し
た
と
い
え
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
三
拍
子
も
平
板
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
ア
リ
ラ
ン
」
を
例
に
と
っ
て

み
る
と
各
地
方
毎
に
か
な
り
歌
い
方
に
差
が
あ

り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
三
拍
子
で
も
自
由

に
変
奏
的
な
抑
揚
と
メ
リ
ハ
リ
が
つ
け
ら
れ
て

歌
わ
れ
る
か
ら
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
自
由
な

リ
ズ
ム
の
取
り
方
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
実
は
わ

が
民
族
の
基
層
文
化
の
リ
ズ
ム
と
い
っ
て
い
い

も
の
で
す
。
民
俗
芸
能
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
「
農
楽
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

リ
ズ
ム
と
そ
れ
に
の
っ
て
大
地
の
上
を
動
き
ま

わ
る
踊
り
、
パ
ン
ソ
リ
に
お
け
る
唄
い
手
と
鼓

手
の
か
け
あ
い
の
リ
ズ
ム
の
変
調
、
転
調
み
な

し
か
り
で
す
。

　
庶
民
の
生
活
感
情
を
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
、
諷

刺
を
き
か
せ
て
演
じ
る
仮
面
劇
も
注
目
を
あ
び

て
お
り
、
こ
こ
に
も
軽
妙
な
庶
民
感
覚
が
顔
を

の
ぞ
か
せ
て
い
ま
す
。

②
「
古
代
の
美
術
に
つ
い
て
」
（
十
月
三
十
日

　
水
）
村
野
浩
東
海
大
学
教
授

　
文
化
的
に
は
と
も
に
儒
教
文
化
圏
の
な
か
に

あ
っ
て
、
双
子
の
兄
弟
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
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朝
鮮
と
日
本
の
間
柄
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
よ

く
そ
の
中
身
を
み
て
み
る
と
、
そ
の
環
境
、
歴

史
経
過
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
個
性
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
朝
鮮
文
化
の
基
層
に
は
、
古
代
か
ら
大
き
く

二
つ
の
流
れ
が
伏
流
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
儒

教
伝
来
以
前
の
東
北
ア
ジ
ア
（
北
方
民
族
）
的

感
覚
な
る
も
の
、
例
え
ば
新
石
器
時
代
の
朝
鮮

の
櫛
目
紋
土
器
に
み
ら
れ
る
実
用
的
で
簡
素
、

そ
し
て
開
放
的
な
造
形
感
覚
で
あ
る
。
も
う
ひ

と
つ
は
中
国
の
漢
の
時
代
に
移
植
さ
れ
た
儒
教

文
化
の
流
れ
で
あ
る
。
我
々
日
本
人
は
、
朝
鮮

が
単
に
日
本
に
儒
教
文
化
を
も
た
ら
し
て
く
れ

た
存
在
と
の
み
見
な
し
が
ち
だ
が
、
朝
鮮
は
東

北
ア
ジ
ア
的
な
も
の
と
儒
教
文
化
の
移
植
の
な

か
で
、
独
自
な
も
の
を
造
り
出
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
特
に
朝
鮮
の
美
の
本
領
を
発
揮
し
て
い

る
の
は
、
彫
刻
や
絵
画
に
お
い
て
よ
り
工
芸
面

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

③
「
韓
国
に
お
け
る
伝
統
文
化
・
社
会
と
現
代
」

（
十
一
月
六
日
　
水
）
　
伊
藤
亜
人
東
京
大
学

助
教
授

　
韓
国
社
会
は
六
〇
年
代
以
降
、
急
激
な
変
貌

を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
韓
国
社
会
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
原
理
そ
の
も
の
が
大
き
く
崩
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
朝
鮮
で
は
移
植
さ
れ
た
儒
教
（
朱
子
学
）
が

理
論
面
で
よ
り
純
化
さ
れ
、
日
常
生
活
に
お
い

て
も
生
活
規
範
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
家
屋
の

配
置
ひ
と
つ
と
っ
て
も
「
長
幼
有
序
」
、
「
男

女
有
別
」
の
原
理
が
貫
か
れ
、
男
性
は
ま
ず
女

性
部
屋
に
立
ち
入
れ
ず
、
女
性
は
そ
こ
で
固
有

の
空
間
を
持
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
韓
国
社
会
は
、
「
祖
先
」
を
媒
介
に

し
た
血
縁
関
係
が
社
会
の
成
り
立
ち
の
上
で
大

き
な
位
置
を
占
め
る
父
系
社
会
で
あ
り
、
そ
の

き
ず
な
を
示
す
も
の
に
一
族
の
盛
大
な
祖
先
崇

拝
の
祭
「
祭
祀
」
（
チ
エ
サ
）
や
一
族
の
来
歴

を
数
百
年
も
さ
か
の
ぼ
れ
る
「
族
譜
」
な
ど
が

あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
儒
教
原
理
が
よ
り
徹
底

し
た
の
は
、
両
班
（
ヤ
ン
バ
ン
）
と
い
わ
れ
る

上
層
階
級
で
あ
り
、
地
域
的
に
は
半
島
の
中
部

地
方
内
陸
部
が
中
心
で
あ
っ
て
北
部
や
島
嶼
地

講義に聴き入る参加者写真―１

帯
で
は
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

　
一
方
、
儒
教
原
理
と
並
立
共
存
し
て
き
た
も

の
に
土
着
の
巫
俗
信
仰
が
あ
る
。
儒
教
が
生
活

習
俗
的
で
宗
教
的
要
素
を
少
な
く
し
て
い
る
の

に
対
し
、
こ
の
巫
俗
は
民
間
習
俗
と
習
合
し
な

が
ら
強
い
信
仰
性
を
維
持
し
て
お
り
、
病
気
療

養
、
悪
運
追
い
出
し
、
死
霊
送
り
な
ど
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
的
な
巫
歌
や
巫
踊
を
と
も
な
い
な
が

ら
庶
民
の
間
で
広
く
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ

れ
も
韓
国
の
高
度
成
長
に
よ
る
都
市
化
や
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
急
増
な
ど
に
よ
っ
て
衰
退
の
方
向

に
は
あ
る
が
、
し
か
し
ま
だ
根
強
い
勢
い
を
も

っ
て
い
る
。

れ
た
。
こ
う
し
て
区
内
で
の
Ｐ
・
Ｒ
を
広
報
と

チ
ラ
シ
、
区
外
で
の
Ｐ
・
Ｒ
を
一
般
新
聞
に
よ

っ
て
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
募
集
定

員
八
〇
人
を
超
す
応
募
が
あ
っ
た
。
参
加
者
の

内
訳
は
、
男
性
二
六
人
、
女
性
五
四
人
、
区
内

五
一
人
、
区
外
二
九
人
で
あ
る
。

　
さ
て
、
区
役
所
で
は
今
後
の
事
業
展
開
の
参

考
と
す
る
た
め
、
講
座
の
第
三
日
目
に
参
加
者

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
が
、
そ
の

う
ち
い
く
つ
か
の
結
果
を
次
に
示
す
。

　
こ
の
行
事
は
、
前
述
の
と
お
り
、
主
に
一
般

主
婦
層
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
置
い
た
た
め
、
平
日

午
前
一
〇
時
開
始
と
し
た
が
、
は
た
し
て
狙
い

ど
お
り
の
参
加
者
構
成
と
な
っ
て
い
る
（
図
―

１
）
。
開
始
時
刻
を
夕
刻
に
設
定
す
れ
ば
、
グ

図―1　参加者の年齢と職業ラ
フ
に
お
け
る
三
〇
代
と
五
〇
代
の
比
率
、
あ

る
い
は
職
種
比
率
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が

予
想
で
き
る
。

　
参
加
者
が
こ
の
行
事
を
知
り
得
た
情
報
源

は
、
図
―
２
の
示
す
と
お
り
多
岐
に
わ
た
る
が
、
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こ
の
行
事
は
、
主
に
一
般
主
婦
層
な
ど
韓
国

・
朝
鮮
に
比
較
的
関
心
の
薄
い
区
民
の
参
加
を

前
提
と
し
て
企
画
さ
れ
た
が
、
参
加
者
の
募
集

メ
デ
ィ
ア
も
こ
れ
を
考
慮
し
て
広
く
区
民
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
一
般
的
に
区
役
所
の
行
事
Ｐ
・
Ｒ
、
に
用

い
ら
れ
る
の
は
、
「
広
報
よ
こ
は
ま
つ
る
み
区

版
」
で
あ
る
。
今
回
は
、
こ
れ
と
町
内
会
を
通

し
て
の
Ｂ
五
判
チ
ラ
シ
回
覧
を
併
用
し
た
。
区

役
所
サ
イ
ド
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
手
段
を

用
い
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
講
師
の
ひ
と
り
で

あ
る
金
両
基
氏
が
「
読
売
新
聞
」
と
「
統
一
日

報
」
に
働
き
か
け
、
こ
の
行
事
を
紹
介
し
て
く

四

参
加
者
の
構
成
と
反
応

と
う
し
よ



区
外
参
加
者
二
九
人
は
、
一
般
新
聞
や
く
ち
コ

ミ
に
よ
っ
て
こ
の
行
事
を
知
り
得
た
わ
け
で
あ

り
、
回
覧
や
広
報
だ
け
が
区
の
行
事
を
Ｐ
・
Ｒ

す
る
手
段
な
の
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
た
。

　
ま
た
、
参
加
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
全
員
が

テ
ー
マ
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

図―２　「集い」を知ったきっかけが
、
参
加
者
に
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
も
多

く
、
祖
国
の
文
化
に
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
参

加
者
も
い
れ
ば
、
諸
外
国
の
一
つ
と
し
て
、
隣

国
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
た
い
と
い
う
参
加

者
も
い
た
模
様
で
あ
る
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
最
後
に
参
加
者
が
韓
国
・

朝
鮮
に
関
す
る
行
事
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
望

ん
で
い
る
の
か
を
質
問
し
て
お
り
、
代
表
的
回

答
を
列
挙
し
た
い
。

～
講
義
の
テ
ー
マ
～

・
古
代
に
お
け
る
日
本
と
韓
国
の
関
係

・
風
俗
・
習
慣
・
言
葉

・
日
本
と
の
比
較
文
化
論

・
現
代
の
政
治
・
経
済

・
食
生
活

～
講
義
以
外
に
希
望
す
る
催
し
～

・
パ
ン
ソ
リ
・
仮
面
劇
の
上
演

・
写
真
展

・
美
術
・
工
芸
の
見
学
会

・
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
と
日
本
人
と
の
交
流
の

　
場

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
最
後
の
回
答
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
交
流
の
場
を
設
け
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
し
た
り
、
も
っ
と
ナ
マ
の
文
化
に
触
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
理
解
を
し
た
い
と
い
っ

た
意
見
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

○
今
後
の
課
題

①
区
民
の
理
解
度
と
評
価

　
今
回
の
参
加
者
は
、
五
〇
代
以
上
の
主
婦
、

も
し
く
は
退
職
し
、
老
後
生
活
を
送
っ
て
い
る

区
民
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
が
、
参
加
者

を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
ひ
と
つ
は
、
昨
今
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
お
い

て
現
代
韓
国
の
産
業
構
造
の
変
化
、
国
民
生
活

の
模
様
が
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
隣

国
に
も
欧
米
な
み
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
市

民
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
韓
国
・
朝
鮮
文

化
、
東
洋
美
術
に
か
な
り
精
通
し
て
い
る
市
民

で
あ
り
、
そ
の
知
識
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
は
、

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
で
あ
り
。
彼
ら
は
文
化
を

通
し
て
祖
国
の
「
心
」
に
触
れ
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
三
人
の
講
師
は
、
日
常
こ
の
よ
う
な
分
野
に

お
い
て
学
生
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
機
会

は
あ
っ
て
も
予
備
知
識
の
少
な
い
市
民
に
概
論

的
講
義
を
す
る
機
会
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
講

義
の
内
容
も
Ｖ
Ｔ
Ｒ
も
し
く
は
ス
ラ
イ
ド
上
映

を
骨
格
と
し
、
そ
れ
に
解
説
を
加
え
肉
付
け
す

る
と
い
う
手
法
を
と
り
、
誰
に
で
も
理
解
し
得

る
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
前
述

の
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
市
民
に
と
っ

て
は
容
易
に
理
解
で
き
、
韓
国
・
朝
鮮
の
文
化

に
さ
ら
に
ひ
か
れ
る
講
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
一
方
、
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
市

民
に
と
っ
て
は
、
質
的
・
量
的
に
は
物
足
り
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
少
な
い
こ
の
よ
う
な

テ
ー
マ
の
講
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
研
究
の
一
助

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
質
疑
応
答

に
お
い
て
も
講
義
や
ス
ラ
イ
ド
の
内
容
と
自
分

の
知
識
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
多
く
の
質
問
が

寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

属
す
る
市
民
は
、
お
そ
ら
く
自
分
の
祖
国
の
文

化
を
肌
で
感
じ
た
こ
と
が
な
く
、
ほ
ん
の
微
少

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
触
れ
得
た
は
ず
で
あ
る
。

　
今
回
の
「
集
い
」
は
、
参
加
者
に
も
総
じ
て

好
評
で
、
一
般
新
聞
に
も
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮

問
題
へ
の
行
政
の
積
極
的
取
り
組
み
」
と
し
て

大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
事
務
局
の
立
場
と
し
て

こ
の
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
が
、

何
事
も
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
も
の
に
対
し
て
は
惜

し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
韓
国
・
朝
鮮
に
関
す
る

事
業
は
今
後
も
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

時
、
次
節
で
あ
げ
る
よ
う
な
今
回
の
反
省
点
を

ど
の
よ
う
に
活
か
し
、
踏
み
台
に
し
て
ゆ
く
か

が
、
本
事
業
全
体
に
対
す
る
評
価
に
つ
な
が
る

も
の
と
考
え
る
。

②
今
回
の
経
験
か
ら

・
テ
ー
マ
と
形
式

「
民
族
芸
能
」
「
古
代
美
術
」
「
伝
統
文
化
と

社
会
」
と
い
う
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
仮
面
劇
」

「
民
謡
」
「
石
仏
」
「
血
縁
」
「
儒
教
」
と
い

っ
た
テ
ー
マ
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
ま
た
、
「
古
代
に
お
け
る
日
本
と
朝
鮮
半

島
の
つ
な
が
り
」
「
現
代
風
俗
」
「
生
活
様
式
」

と
い
っ
た
他
の
テ
ー
マ
に
波
及
さ
せ
て
ゆ
く
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
前
章
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
は
、
参
加
者
の
様
々
な
要
求
を
示
し
て

い
る
が
、
テ
ー
マ
を
絞
れ
ば
講
義
形
式
で
は
満

足
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
仮
面
劇
の

上
演
、
楽
器
演
奏
等
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
あ
る

い
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
で
あ
る
。
今
回
の

事
業
は
、
我
々
の
持
つ
数
少
な
い
情
報
・
資
料

を
も
と
に
進
め
ら
れ
た
た
め
、
ま
た
、
応
募
者

数
の
予
測
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
当
区
の
こ
れ

ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
等
の
経
験

に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
事
業
形
態
と
し
て
は
独

自
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
今

後
、
他
都
市
あ
る
い
は
民
間
団
体
が
進
め
る
事

業
の
動
向
に
も
広
く
目
を
向
け
吸
収
し
て
い
か
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ね
ば
な
ら
な
い
。
市
民
が
我
々
に
何
を
求
め
る

の
か
、
そ
し
て
我
々
が
現
状
を
ど
の
よ
う
に
変

え
た
い
の
か
、
そ
の
接
点
が
今
後
の
事
業
展
開

と
い
う
回
答
を
導
き
だ
す
の
で
あ
る
。

・
開
催
時
間
帯
と
参
加
者
層

今
回
は
、
よ
り
多
く
の
市
民
が
参
加
で
き
る

よ
う
午
前
一
〇
時
（
他
事
業
の
経
験
上
）
開
始
と

し
た
が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
学
生
に
と
っ
て
は

夜
間
の
方
が
好
都
合
で
あ
る
。
予
算
と
の
兼
合

い
も
あ
る
が
、
よ
り
多
く
の
年
齢
層
、
職
業
層

に
こ
の
問
題
に
対
す
る
認
識
を
求
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
昼
夜
二
部
制
あ
る
い
は
休
日
開
催
も
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
―
今
後
の
取
り
組
み
と
将
来
へ
の

　
　
課
題

　
国
際
交
流
の
舞
台
に
行
政
区
が
乗
り
出
す
例

は
あ
ま
り
見
か
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ま

で
行
政
区
が
自
治
制
度
下
で
築
か
れ
た
国
―
県

―
市
―
区
と
い
っ
た
分
相
応
の
役
割
分
担
と
機

能
を
意
識
し
す
ぎ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。
勿
論
定
め
ら
れ
た
枠
の
中
で
活
動
す

べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
区

に
と
っ
て
そ
れ
程
の
支
障
を
も
た
ら
す
も
の
で

は
な
い
。
何
故
な
ら
自
ら
の
機
能
の
中
で
国
際

交
流
の
舞
台
に
立
て
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
国
際
交
流
の
舞
台
は
広
く
多
様
で
あ
り
、
と

も
す
れ
ば
政
治
、
外
交
分
野
に
ま
で
発
展
す
る

可
能
性
を
含
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
ふ
と
こ
れ

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
区
の
活
動
の
場
が
き
ち

　
当
区
の
課
題
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
区
民
と
し

て
多
数
居
住
す
る
外
国
人
と
の
友
好
関
係
を
築

き
あ
げ
る
道
は
、
結
局
お
互
い
の
民
族
性
を
尊

重
し
合
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
地
域
と

は
外
国
人
と
の
直
接
交
流
の
舞
台
と
し
て
最
良

の
場
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

六

ん
と
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
当
区
の
取
り
組
み
の
第
一
歩
は
韓
国
・
朝
鮮

の
文
化
講
座
に
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は

深
海
の
深
さ
を
持
つ
領
域
で
あ
る
。
今
回
の
内

容
が
韓
国
・
朝
鮮
の
民
族
芸
能
や
美
術
史
を
通

じ
た
同
国
の
歴
史
と
生
活
風
習
の
理
解
に
重
点

が
置
か
れ
、
一
定
の
成
果
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
後
は
こ
の
取
組
み
を
区
民
に
と
っ
て

よ
り
身
近
な
交
流
へ
と
接
近
さ
せ
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
為
に
は
例
え
ば
各
種
の
芸
能

観
賞
、
料
理
教
室
な
ど
触
れ
合
い
の
場
を
設
け

な
が
ら
、
こ
の
方
向
を
講
座
方
式
か
ら
民
族
間

相
互
の
対
話
方
式
へ
と
向
け
て
ゆ
く
必
要
が
あ

る
。

　
と
も
あ
れ
、
文
化
を
通
じ
た
国
際
交
流
の
舞

台
は
行
政
区
が
活
躍
す
る
有
力
な
領
域
の
一
つ

で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
将
来
の
国
際
交
流
を
念
頭
に
、
広
く

現
下
の
国
内
を
見
渡
す
と
、
ま
だ
ま
だ
交
流
と

い
う
美
名
の
下
に
本
来
の
交
流
と
は
懸
け
隔
っ

た
現
実
が
目
に
つ
く
機
会
に
出
会
う
。

　
本
来
、
国
際
交
流
の
基
本
は
各
々
の
民
族
が

持
つ
風
俗
、
宗
教
、
文
化
、
生
活
様
式
と
い
っ

た
民
族
性
を
対
等
な
立
場
で
尊
重
し
な
が
ら
相

互
に
理
解
し
合
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
観
点
に

立
ち
将
来
へ
の
課
題
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
と

も
す
れ
ば
排
他
的
な
島
国
民
族
に
な
り
が
ち
な

我
々
日
本
人
が
新
た
な
国
際
交
流
感
覚
を
自
ら

の
中
に
構
築
す
る
と
い
う
課
題
が
投
げ
か
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

心
度
は
常
に
高
い
と
聞
き
及
ぶ
が
、
そ
れ
に
対

す
る
我
々
日
本
人
の
関
心
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
視
野
の
外
に
置
か
れ

が
ち
な
「
近
く
て
遠
い
見
え
に
く
い
国
」
と
し

て
捉
え
が
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
理
由
は
様
々
考
え
ら
れ
る
が
「
見
た
く

な
い
か
ら
見
え
に
く
く
な
っ
た
」
と
い
え
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
地
域
社
会
の
中
に
あ
っ
て
も
外
国
人
と
の
良

好
な
関
係
で
の
共
存
条
件
は
何
よ
り
も
先
ず
相

互
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
は
人

間
性
の
基
盤
に
立
ち
な
が
ら
相
手
を
よ
く
知

り
、
ま
た
自
分
の
考
え
も
正
し
い
と
思
え
ば
主

張
す
る
相
互
の
差
異
の
認
め
合
い
と
尊
重
の
中

に
真
の
理
解
を
熟
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
国
際
化
の
渦
中
に
あ
っ
て
単
一
民
族
と
い
う

生
来
の
宿
命
を
抱
え
て
い
る
我
々
で
は
あ
る

が
、
今
や
井
の
中
の
蛙
的
な
処
世
法
や
既
定
観

念
の
み
で
の
相
手
の
見
方
は
世
界
潮
流
を
泳
ぎ

き
る
力
を
与
え
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
度
の
当
区
の
取
り
組
み
の
力
点
は
、
一

つ
の
積
極
的
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
旧

習
か
ら
の
脱
皮
や
新
し
い
国
際
関
係
の
樹
立
は

よ
く
語
ら
れ
る
。
し
か
し
我
々
は
何
の
形
に
し

ろ
実
際
の
活
動
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
さ

な
灯
の
と
も
る
窓
口
を
見
つ
け
出
し
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。

〈
長
塚
＝
鶴
見
区
主
幹
・
総
務
課
長
（
兼
務
）
／

柏
田
＝
総
務
課
庶
務
係
長
／
鈴
木
＝
同
課
同
係

／
真
野
＝
保
険
年
金
課
〉
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こ
の
集
い
は
所
詮
一
〇
〇
人
程
度
の
人
数
で

あ
り
三
回
の
催
し
に
過
ぎ
な
い
。
如
何
に
参
加

者
全
員
の
熱
意
に
溢
れ
た
集
い
で
あ
っ
た
と
し

て
も
こ
の
催
し
の
価
値
を
直
接
の
参
加
者
に
つ

い
て
の
み
計
る
の
な
ら
そ
の
高
は
し
れ
た
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
敢
え
て
そ
の
価

値
を
問
う
な
ら
ば
、
何
処
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
通
信
交
通
手
段
の
発
達
に
よ
る
地
球
の
狭
隘

化
は
国
際
交
流
の
可
能
性
を
飛
躍
的
に
拡
大
し

た
。
我
が
国
も
こ
れ
に
違
わ
ず
脱
亜
入
欧
、
或
い

は
経
済
合
理
主
義
的
観
点
か
ら
広
い
国
際
関
係

を
築
き
あ
げ
て
き
た
。
し
か
し
国
家
と
し
て
存

在
す
る
以
上
隣
国
と
の
関
係
が
等
閑
視
さ
れ
て

よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
我

が
国
と
韓
国
・
朝
鮮
と
の
関
係
は
歴
史
的
に
も

甚
だ
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
在
留
す
る
外
国

人
と
し
て
の
数
の
上
か
ら
も
、
在
留
経
緯
の
特

殊
性
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
を
重
視
す
る
こ
と
は

至
極
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
韓
国
・
朝
鮮
の
我
が
国
に
対
す
る
関

お
わ
り
に
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