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い
や
異
文
化
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
住

民
意
識
の
向
上
や
高
齢
者
の
生
き
が

い
の
創
出
な
ど
、
そ
の
期
待
さ
れ
る

効
果
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

交
流
人
口
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、

関
係
者
が
連
携
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

工
夫
や
知
恵
を
活
か
し
た
取
組
み
を

進
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
交
流
の
動
機
付
け
と
な
る

地
域
の
魅
力
を
、
常
に
発
信
し
続
け

る
こ
と
も
大
切
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
地
域
を
見
つ
め

直
し
、
資
源
を
見
つ
け
て
磨
き
を
か

け
、
地
域
の
宝
と
し
て
育
て
て
い
く

こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

「
交
流
」
に
は
様
々
な
形
態
が
あ

り
、
観
光
や
キ
ャ
ン
プ
、
ス
ポ
ー
ツ

大
会
、
夏
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
か

ら
、
学
校
や
職
場
な
ど
も
交
流
（
ふ

れ
あ
い
）
の
場
と
言
え
ま
す
。

現
在
、
検
討
中
の
も
の
を
含
め
、

事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
は
、
東

京
都
荒
川
区
と
の
交
流
、
東
京
都
中

野
区
中
野
第
一
中
学
校
の
農
業
体
験
、

中
学
生
の
翼
、
小
野
町
ふ
る
さ
と
暮

ら
し
支
援
セ
ン
タ
ー
の
田
舎
暮
ら
し

体
験
ツ
ア
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
推
進
体
制
や
受
け
入

れ
態
勢
の
整
備
に
力
を
注
ぎ
な
が
ら
、

工
夫
を
凝
ら
し
た
事
業
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。

観
光
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
古

代
中
国
の
易
経
の
中
に「
観
国
之
光
、

利
用
賓
于
王
（
国
の
光
を
観
る
は
、

も
っ
て
王
に
賓
た
る
に
よ
ろ
し
）」を

語
源
と
し
、
国
＝
地
域
、
光
＝
地
域

の
文
化
な
ど
、
観
＝
示
す
と
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

小
野
町
に
と
っ
て
、「
光
」
と
は
何

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
普
段
は
何

気
な
く
見
過
ご
し
て
い
る
モ
ノ
の
中

に
も
「
光
」
を
放
つ
素
材
が
眠
っ
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

眠
っ
て
い
る
素
材
を
「
光
」
に
変

え
る
の
は
、
外
か
ら
の
視
点
（
評
価
）

と
、
内
か
ら
の
創
意
工
夫
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。


