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PROLOGUE 超・早解り「横浜市民生活白書」
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プロローグ　超・早解かり「横浜市民生活白書」

横
浜
市
で
最
初
の
市
民
生
活
白
書
が
発
行

さ
れ
た
の
が
、
1
9
6
4
年
。
飛
鳥
田
市
政

が
誕
生
し
た
翌
年
で
す
。
自
治
体
が
市
民
生

活
の
現
状
や
課
題
を
客
観
的
か
つ
科
学
的
に

把
握
し
、
そ
の
こ
と
を
市
民
に
向
け
て
赤

裸
々
に
情
報
発
信
す
る
白
書
を
独
自
に
発
行

す
る
と
言
う
こ
と
自
体
が
、
当
時
と
し
て
は

革
命
的
な
こ
と
で
し
た
。

「
横
浜
市
の
毎
年
の
人
口
増
の
約
3
分
の
2

が
社
会
増
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
東
京
か

ら
移
転
し
て
き
た
人
た
ち
で
あ
る
。
東
京
の
な

か
に
人
口
が
あ
ふ
れ
、
住
む
家
と
、
明
る
い
空

と
、
緑
を
求
め
て
、
東
京
か
ら
あ
ふ
れ
だ
し
て

き
た
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
た
ち
は
、

や
っ
と
横
浜
に
住
む
家
を
見
出
し
て
ほ
っ
と
し

た
と
き
、
つ
ぎ
に
横
浜
は
い
か
に
人
間
が
住
む

に
不
自
由
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
に
気
づ
き
、
が

く
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
東

京
か
ら
の
転
入
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
横
浜
に

生
ま
れ
横
浜
に
育
っ
た
人
た
ち
も
、
長
い
間
そ

う
し
た
不
自
由
を
じ
っ
と
ガ
マ
ン
し
て
き
た
の

で
あ
る
。」

「
川
崎
と
な
ら
ん
で
横
浜
の
既
成
工
業
地
帯
で

あ
る
鶴
見
区
に
住
む
人
々
も
、
ひ
ど
い
生
活
環

境
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
。
降
下
ば
い
塵
量

が
一
ヶ
月
に
20
ト
ン
以
上
と
い
う
地
域
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
市
民
の
健
康
を
む
し
ば
ん
で
い
る
。

磯
子
、
金
沢
の
地
域
は
ど
う
だ
ろ
う
。
か
つ
て

の
海
水
浴
場
が
汚
れ
た
海
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
根
岸
湾
の
埋
立
て

は
、
市
民
か
ら
自
然
海
岸
線
を
奪
っ
て
し
ま
っ

た
。
港
ヨ
コ
ハ
マ
の
な
か
で
、
日
本
唯
一
の
臨

海
公
園
と
し
て
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
っ
た
山

下
公
園
は
、
い
ま
山
下
ふ
頭
へ
の
貨
物
引
込
線

の
た
め
に
、
公
園
の
価
値
が
半
減
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
市
長
に
送
ら
れ
た
約
1
万
3
千
通
の

市
民
か
ら
の
手
紙
の
一
つ
、
一
つ
、
そ
し
て
毎

日
区
役
所
、
市
庁
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
市
民
の

声
は
、
市
民
の
生
活
環
境
が
い
か
に
不
完
全
で

あ
り
、
そ
の
改
善
が
い
か
に
切
実
な
も
の
で
あ

る
か
を
示
し
て
い
る
。」

以
上
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
最
初
の
市
民
生
活

白
書
「
新
し
い
横
浜
へ
の
展
望
」か
ら
原
文
の
ま

ま
ラ
ン
ダ
ム
に
抜
き
書
き
し
た
文
章
で
す
。
こ

れ
ま
で
の
地
方
役
場
の
文
書
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
、
市
民
の
側
に
立
ち
市
民
の
目
線
で
、
あ

り
の
ま
ま
の
市
民
生
活
の
現
状
を
語
る
言
葉
が

持
つ
迫
力
。

こ
の
最
初
の
白
書
は
、
都
市
と
し
て
の
急
激

な
成
長
・
拡
大
期
の
入
り
口
に
立
つ
横
浜
の
苦

悩
す
る
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す
共
に
、

そ
の
後
、長
く
続
い
た
成
長
・
拡
大
の
時
代
に
、

こ
の
国
の
都
市
政
策
の
あ
り
よ
う
を
根
本
か
ら

革
新
す
る
様
々
な
施
策
や
事
業
が
、
な
ぜ
横
浜

か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
き
明
か

す
、
今
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
も
ド
キ
ド
キ
す
る

内
容
の
一
冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
『
新
し
い
横
浜
の
展
望
』
以
降
、
横
浜

市
は
、
ほ
ぼ
3
〜
4
年
ご
と
に
市
民
生
活
白
書

を
発
行
し
続
け
、
2
0
0
1
年
に
発
行
し
た
最

新
の
白
書『
よ
こ
は
ま
の
暮
ら
し
や
す
さ
。』で

実
に
10
冊
を
数
え
ま
す
。

珈
横
浜
市
民
生
活
白
書
と
は
｜

生
ま
れ
た
の
は
1
9
6
4
年

横浜の原風景は、内陸部の谷戸景観と臨海都心部の港の光景
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11
冊
目
と
な
る
こ
の「
横
浜
市
民
生
活
白
書
」

の
テ
ー
マ
は
、
非
「
成
長
・
拡
大
」の
時
代
に

お
け
る
市
民
生
活
と
都
市
・
横
浜
の
変
化
を
描

き
出
す
こ
と
で
す
。
60
年
代
以
降
、
四
半
世
紀

以
上
も
続
い
た「
成
長
・
拡
大
型
の
社
会
」が
90

年
代
中
頃
か
ら
機
能
不
全
と
制
度
疲
労
を
起
こ

し
、泡
立
ち
始
め
て
い
た
社
会
変
化
の
予
兆
が
、

21
世
紀
に
入
る
と
、
本
格
的
な「
変
化
の
波
」

と
な
り
、
私
た
ち
の
日
常
を
呑
み
込
み
始
め
て

い
ま
す
。私
た
ち
が
依
っ
て
立
つ
家
族
や
仕
事
、

学
校
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
誰
も

が
当
た
り
前
だ
と
考
え
て
い
た
社
会
通
念
や
慣

習
、
常
識
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今

回
の
白
書
の
重
要
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
つ
は
、

こ
の
よ
う
な
非「
成
長
・
拡
大
」の
時
代
の
変
化

の
実
相
と
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
市

民
生
活
の
様
々
な
課
題
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
具

体
的
で
リ
ア
ル
な「
数
字
」と「
事
例
」と
「
言
葉
」

で
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
初
の
市
民
生
活
白
書『
新
し
い
横
浜
へ
の
展

望
』が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

も
ち
ろ
ん
、
状
況
の
深
刻
さ
を
憂
え
、
課
題
を

投
げ
放
し
に
す
る
だ
け
で
は
、
市
民
生
活
の
安

心
と
安
全
を
支
え
る
自
治
体
の
発
行
す
る
刊
行

物
と
し
て
は
、き
わ
め
て
不
十
分
と
い
え
ま
す
。

今
回
の
白
書
の
も
う
一
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

は
、
横
浜
市
民
や
行
政
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ

ら
の
課
題
に
臨
み
、
自
ら
の「
生
活
」や「
地
域
」

を
い
か
に
豊
か
に
し
、
ま
た
再
生
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
取
材

し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
取
り
組
み
を
こ
の
非「
成
長
・
拡
大
」の

時
代
を
切
り
拓
い
て
い
く
た
め
の
未
来
へ
の
道

標
、
勇
気
の
糧
と
し
て
、
出
来
る
限
り
多
く
の

横
浜
市
民
と
共
有
化
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を「
横
浜
型
パ
イ
オ
ニ

ア
・
モ
デ
ル
」と
し
て
知
的
財
産
に
ま
で
昇
華

し
、
日
本
列
島
の
他
の
自
治
体
や
、
東
ア
ジ
ア

を
中
心
と
す
る
世
界
の
都
市
に
向
け
て
情
報
発

信
す
る
こ
と
で
す
。

玳
市
民
生
活
白
書
の
テ
ー
マ
｜

非「
成
長
・
拡
大
」の
時
代
に
お
け
る
変
化
と
変
革

都市にとって大切なことは、
人と人とのコミュニケーショーン

駅はまちの活力の源―今も昔も人と情報が往来する場所



5

こ
の「
横
浜
市
民
生
活
白
書
」で
は
、
非

「
成
長
・
拡
大
」の
時
代
と
は
何
か
と
い
う
問
い

に
発
し
て
、
私
た
ち
横
浜
市
民
が
臨
む
社
会
の

変
化
と
課
題
、
そ
し
て
解
決
の
方
向
性
が
、

大
き
く
以
下
の
3
つ
の
テ
ー
マ
と
仮
説
に
従

っ
て
展
開
さ
れ
ま
す
。

珎
市
民
生
活
白
書
の
内
容
と
構
成
｜

３
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
沿
っ
て

プロローグ　超・早解かり「横浜市民生活白書」

世
帯
規
模
と
家
族
機
能
の
縮
小
に
よ
っ
て

「
標
準
的
な
家
族
像
」
が
解
体
。
市
民
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
や
人
生
設
計
も
多
様
化
し
て
い

る
。
行
政
や
企
業
が
こ
れ
ま
で
担
っ
て
き
た
日

本
型
公
的
扶
助
の
機
能
も
縮
小
す
る
中
で
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
子
育
て
や
高
齢
者
介

護
、
青
少
年
の
自
立
の
た
め
の
場
づ
く
り
の

試
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
内
な
る

国
際
化
」
へ
の
対
応
や
帰
っ
て
来
る
団
塊
の

世
代
へ
の
受
け
皿
づ
く
り
な
ど
、
求
め
ら
れ

る
の
は
多
世
代
・
多
文
化
共
生
型
の
市
民
相

互
の
「
共
助
の
場
」
で
あ
る
。

大
都
市
・
横
浜
に
お
い
て「
人
口
減
少
社
会
」

は
ま
だ
ら
模
様
で
訪
れ
る
。地
域
に
よ
っ
て
は
、

急
速
な
少
子
高
齢
化
を
伴
う
人
口
減
に
よ
っ

て
、
市
民
が
今
住
む
街
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と

が
困
難
に
な
る
状
況
も
予
測
さ
れ
て
い
る
。
一

方
で
防
災
・
防
犯
や
自
然
環
境
の
保
全
創
造
、

地
産
地
消
、
公
共
交
通
手
段
の
確
保
や
情
報

格
差
の
解
消
な
ど
住
民
自
ら
が
主
役
と
な
っ

た
街
づ
く
り
の
試
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。
求

め
ら
れ
る
の
は
、
住
民
が
暮
ら
し
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
持
続
可
能
な
街
の
環
境
の
形
成

で
あ
る
。

社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
創

造
性
と
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を

持
っ
た
国
際
人
の
育
成
が
急
務
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
知
的
財
産
の
保
護
や
横
浜
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
製
品
開
発
な
ど
地
元
の
中
小
企
業
の
国
際

競
争
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
や
、
横
浜
な
ら
で

は
の
歴
史
文
化
資
産
を
生
か
し
た
文
化
芸
術

活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
な
ど
都
市
と
し
て
の

魅
力
を
高
め
る
こ
と
も
重
要
に
な
る
。
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
横
浜
が
都
市
間
競
争
に
勝

ち
残
り
、
自
立
的
に
再
発
展
す
る
た
め
の
戦

略
で
あ
る
。

「
標
準
的
な
家
族
像
」
の
解
体
と

求
め
ら
れ
る「
共
助
の
場
」

「
ま
だ
ら
模
様
の
人
口
減
少
社
会
」の
到
来
と

求
め
ら
れ
る
「
持
続
可
能
な
ま
ち
の
環
境
」

「
社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」の
進
展
と

求
め
ら
れ
る
「
横
浜
の
再
発
展
戦
略
」

横浜の海はいろいろな「顔」を持っている
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な
お
こ
の
白
書
の
構
成
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
と

プ
ロ
ー
ロ
ー
グ
を
除
く
と
基
本
的
に
3
部
構
成

と
な
っ
て
い
ま
す
。

第
１
部
の「
12
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
描
く
変
わ

る
横
浜
の
市
民
生
活
と
都
市
の
姿
」で
は
、
成

長
・
拡
大
型
社
会
が
終
焉
し
、
非「
成
長
・
拡

大
」型
社
会
が
到
来
す
る
中
で
、
市
民
生
活
の

あ
り
よ
う
や
横
浜
の
都
市
構
造
が
ど
の
よ
う
に

変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

12
の
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
事
件
、
デ
ー
タ

に
よ
っ
て
描
き
出
し
ま
す
。

第
2
部
の「
横
浜
型
録（
カ
タ
ロ
グ
）2
0
0

6
」で
は
、
非「
成
長
・
拡
大
」型
社
会
に
お
け

る
市
民
生
活
や
地
域
の
多
様
性
を
統
計
デ
ー
タ

に
よ
っ
て
実
証
的
に
分
析
す
る
と
共
に
、
カ
タ

ロ
グ
式
に
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
ま
す
。
ま

ず
標
準
的
な
家
族
像
の
解
体
に
よ
っ
て
多
様

化
す
る
市
民
の
暮
ら
し
を
8
つ
の
家
族
像
で

分
類
説
明
。
さ
ら
に「
ま
だ
ら
模
様
の
人
口
減

少
社
会
」の
到
来
に
よ
っ
て
多
彩
に
な
っ
た
横

浜
の
地
域
の
姿
を
4
つ
の
都
市
圏
域
と
7
つ

の
駅
圏
類
型
、
16
の
市
街
地
類
型
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
や
資
源
の
あ
り
よ
う
を
最

新
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
手
法
な
ど
を
駆
使
し
て
ビ
ジ

ュ
ア
ル
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

第
3
部
の「
横
浜
の
未
来
を
切
り
拓
く
た
め

の
Q
&
A
」は
、
非「
成
長
・
拡
大
」の
時
代
に

お
い
て
も
横
浜
の
市
民
生
活
や
都
市
が
持
続
的

に
発
展
し
て
い
く
た
め
の
14
の
重
要
課
題
を

「
未
来
へ
の
問
い
」と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
現
場
の
実
践
に
よ
っ
て
、「
問
い
」に
対
す
る

「
答
え
」を
導
き
出
そ
う
と
奮
闘
す
る
開
拓
者
達

の
取
り
組
み
を
、
37
の
パ
イ
オ
ニ
ア
・
モ
デ
ル

と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

読
者
は
、
こ
の
頁
の
「
市
民
生
活
白
書
　
早

わ
か
り
フ
ロ
ー
図
」に
従
っ
て
、
白
書
の
中
で

も
自
分
が
興
味
を
持
つ
テ
ー
マ
や
分
野
か
ら

読
み
進
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

し
、
時
間
の
な
い
読
者
の
た
め
に
、
飛
ば
し
読

み
が
し
や
す
い
編
集
構
成
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
の
ペ
ー
ジ
か
ら
順
番

に
、
1
6
0
頁
を
読
み
通
し
て
い
た
だ
い
た

読
者
に
は
、
そ
れ
相
応
の
感
動
が
得
ら
れ
る

構
成
と
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

第1章多様な暮らしを支える共助の場

第2章住民が主体的に創る
持続可能なまちの環境

第3章開港都市・横浜の再発展に向けた
総合プロモーション

●グローバル化時代の人材育成に対応する公立学校を
どのように創るのか

●経済社会のグローバル化によって、横浜経済の自立が急務にな
っている。市民に支持される新しい経済政策の確立は可能か

●国際観光都市としての魅力を高め、海外も含めて横浜に交流人
口を呼び込み文化経済を活性化するにはどうすれば良いか

《コラム》
国際港都・横浜再発展への点火 開港150周年の夢

●地震や犯罪が不安だが、
防犯・防災にどのように取り組めば良いのか

●横浜ならではの森・川・海の自然環境を
どのように保全・継承・創造するのか

●全国各地で農産物直売所ができているが、
横浜ではそのような動き（地産地消）はないのか

●地域住民が主体となる公共交通手段とは
どのようなものか、どのように運用されているのか

●情報格差（デジタル・デバイド）とは何か？
なぜ解消しなければならないのか

《コラム》
多機能でコンパクトな持続可能なまちを創る
横浜郊外再構築への道

●乳幼児を持つ親と子どもの居場所がない。
子育て支援の場を地域の中でどのように形成するのか

●学齢期の子どもたちが地域で安心して遊び、学び、
暮らす場を誰がどのように創るのか

●青少年が自立するための多様なセーフティネットを
どのように形成するのか

●地域社会に「団塊の世代」があふれ出す。
はたして彼らの居場所はあるのか

●高齢者が急増する中でも安心して暮らすことのできる
多様な介護の仕組みづくりは可能か

●病気や高齢、失業などで生活に困った時に、
地域社会は、助けてくれるのか

《コラム》
私たちの居場所を求めて
非「成長・拡大型」の時代の「共助の場」

第3部

横浜の未来を切り拓くための
Q&A

文化芸術で都市を創造する
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プロローグ　超・早解かり「横浜市民生活白書」

1.広がる将来への不安

2.縮小し解体していく家族

3.主役は団塊のジュニア世代

4.「希望格差社会」を超えて
Y校と鶴工の生徒たちへのインタビューから

5.帰ってくる団塊の世代

7.まだら模様でやってくる
横浜の人口減少社会

8.横浜が「国際都市」となるために
中区中華街と鶴見区潮田

9.ユビキタス社会の新しい市民自治

10.「食の都」のリスクコミュニケーション

6.「開港都市」と「第四山の手」
東京からの自立は可能か

11.それは根岸湾から始まった
公害対策横浜方式と環境行動都市

12.横浜は『萌え』ているか？
文化芸術創造都市への道

標
準
的
な

家
族
像
の
解
体
と

共
助
の
場

社
会
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

横
浜
の
再
発
展
戦
略

ま
だ
ら
模
様
の

人
口
減
少
社
会
と

持
続
可
能
な
街
の
環
境

あなたの
横浜市民度チェック

家族のかたちで見る
横浜の市民力

8つのタイプで見る
横浜の家族像

Since―1964
私たちはどこまで来て、
どこへ向かっているのか

ズームレンズで見る
横浜の都市力・地域力

4つの都市圏域で見る
横浜

7つのタイプで見る
横浜の駅圏・駅力

16のタイプで見る
横浜の市街地

第2部

横浜型録（カタログ）2006

第1部

12のエピソードで描く
変わる横浜の市民生活と都市の姿
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今
回
の
市
民
生
活
白
書
の
特
色
の
一
つ
に
、
市
民

と
の
協
働
が
あ
り
ま
す
。

一
例
を
上
げ
れ
ば
、「
横
浜
の
内
な
る
国
際
化
」を

テ
ー
マ
に（
財
）横
浜
市
国
際
交
流
協
会
の
ト
ラ
ベ
ル
ラ

イ
タ
ー
養
成
講
座
の
受
講
生
有
志
が
取
材
ク
ル
ー
を

結
成
。
外
国
人
市
民
が
多
く
住
む
鶴
見
潮
田
地
区
な

ど
実
際
に
街
の
現
場
に
赴
き
取
材
し
な
が
ら
、
白
書

の
原
稿
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。ま
た
、白
書
の
表
紙
や

こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
写
真
撮
影
で
は
、プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ

ン
が
全
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
企
画
段
階
か
ら
参

加
。
変
わ
り
行
く
横
浜
の
街
の
今
を
撮
影
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、第
2
部
の
横
浜
の
都
市

力
・
地
域
力
の「
駅
圏
・
駅
力
」の
分
析
手
法
は
、
横
浜

国
大
の
佐
土
原
・
吉
田
研
究
室
の
み
な
さ
ん
と
協
働
で

開
発
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
取
材
対
象
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な

く
、
自
ら
が
制
作
の
主
体
と
な
り
、「
俺
た
ち
の
白

書
を
一
緒
に
創
ろ
う
」
と
い
う「
志
」
を
分
か
ち
合
う

市
民
と
と
も
に
こ
の
白
書
は
創
ら
れ
て
い
ま
す
。

何
よ
り
も
、
こ
の
4
年
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有

の
名
前
と
歴
史
を
持
つ
横
浜
の
彩
り
豊
か
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
場
で
、
共
助
の
た
め
の
地
道
な
活
動
を
展

開
す
る
実
に
多
く
の
市
民
の
方
々
と
出
会
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
現
場
か
ら
横
浜
の
ま
ち
や
都
市
を
ど
う
し
て

い
く
の
か
と
い
う
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し
た（
こ
こ

で
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
パ
イ
オ
ニ
ア
・
モ
デ
ル
は
そ

の
う
ち
の
一
部
で
す
）。

こ
の
市
民
生
活
白
書
の
編
集
内
容
に
は
、
そ
の
一

人
ひ
と
り
の
市
民
の
思
い
を
、
で
き
る
限
り
反
映
し

た
つ
も
り
で
す
。

玻
白
書
の
創
ら
れ
方
｜
市
民
と
の
協
働
編
集

今
回
の
白
書
は
横
浜
市
と
神
奈
川
新
聞
社
と
の
協

働
発
行
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
よ
く
あ
る
行
政
の
刊

行
物
の
よ
う
に
行
政
の
視
点
だ
け
で
、
統
計
デ
ー
タ

を
分
析
し
た
り
事
業
を
紹
介
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル

で
な
く
、
時
に
は
、
第
三
者
の
視
点
で
行
政
の
事
業

も
市
民
の
活
動
も
同
じ
土
俵
に
並
べ
て
論
評
し
て
い

ま
す
。

た
と
え
行
政
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
も
、
あ

え
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ッ
ク
に
取
り
上
げ
て
い
く
と

い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
今

回
の
白
書
の
編
集
発
行
に
あ
た
っ
て
の
意
欲
的
な
試

み
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

珀
白
書
の
発
行
主
体
｜

横
浜
市
と
神
奈
川
新
聞
社
と
の
協
働
発
行

最
後
に
こ
の
白
書
は
、
何
よ
り
も
横
浜
の
未
来
を
切

り
拓
く「
高
校
生
」に
こ
そ
読
ん
で
も
ら
い
た
く
て
編
集

さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う「
高
校
生
」

と
は
、
実
年
齢
で
は
な
く
、
こ
の
白
書
に
登
場
す
る
17

歳
や
87
歳
の
市
民
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
物
事
の
本

質
を
深
く
考
え
、
世
界
の
変
化
に
対
し
て
新
鮮
に
驚
く

こ
と
の
出
来
る
感
受
性
を
持
ち
続
け
て
い
る
人
た
ち
。

現
実
の
困
難
な
状
況
に
も
立
ち
向
か
い
、
時
に
は
う
ま

く
か
わ
し
た
り
、
す
り
抜
け
た
り
し
な
が
ら
、
決
し
て

明
日
へ
の
希
望
は
失
わ
な
い
｜
そ
う
い
う
個
性
を
持
っ

た
市
民
す
べ
て
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
白
書
を
通
じ
て
、
世
代
や
地
域
や
思
想
信
条
を

越
え
て
こ
の
よ
う
な
市
民
の
輪
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と

を
何
よ
り
も
願
っ
て
い
ま
す
。

横
浜
市
民
生
活
白
書
　
編
集
部

プロローグ　超・早解かり「横浜市民生活白書」

横浜の街の姿と人の暮らしは十人十色




