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縮
小
し
解
体
し
て
い
く
家
族

市
民
生
活
の
基
盤
と
な
る
家
族
・
世
帯
の
規
模
、
機
能
が
急
速
に
縮
小
し
て
い
る
。
横

浜
市
の
1
世
帯
あ
た
り
の
平
均
人
数
は
、
1
9
8
0
年
（
昭
和
55
年
）
に
は
3
・
0
人
だ
っ

た
も
の
が
、
昭
和
60
年
を
境
に
2
人
台
に
落
ち
込
む
。
横
浜
市
民
の
標
準
的
な
家
族
像
の

解
体
と
世
帯
の
多
様
化
が
始
ま
る
の
は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。

多
様
化
す
る
家
族
の
姿

「
標
準
的
な
家
族
像
の
解
体
と
世
帯
の
多
様

化
」は
、
急
速
な
少
子
化
の
進
展
と
軌
を
一
に

し
て
い
る
。

「
少
子
社
会
」の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、
政

府
が
公
式
文
書
で
初
め
て
ふ
れ
た
の
は
、
平
成

4
年
度
に
発
行
さ
れ
た「
国
民
生
活
白
書
」
の

中
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
日
本
社
会
の
構
造

的
な
危
機
を
指
摘
す
る
場
合
に
、「
少
子
化
」

と
い
う
言
葉
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
横
浜
の
場
合
で
も
1
9
8
0
年
代
後

半
か
ら
、
合
計
特
殊
出
生
率（
1
人
の
女
性
が

生
涯
に
産
む
子
ど
も
数
の
推
計
）が
年
を
追
う

ご
と
に
急
速
に
下
が
り
続
け
、
1
9
9
0
年
代

の
中
ご
ろ
か
ら
少
子
化
対
策
が
重
要
な
政
策
課

題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

少
子
化
の
原
因
は
、
晩
婚
化
で
あ
り
、
非
婚

者（
生
涯
結
婚
し
な
い
人
）の
増
加
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
横
浜
市
で
も
、
各
年

代
の
未
婚
率
が
年
々
上
昇
し
て
い
る
。

男
性
で
は
、
25
〜
29
歳
で
は
、
1
9
8
0
年

に
60
・
0
％
だ
っ
た
未
婚
率
が
2
0
0
0
年
に

横
浜
市
の
1
世
帯
あ
た
り
の
平
均
人
数
は
、

2
0
0
5
年
に
は
2
・
4
2
人（
国
勢
調
査
速

報
値
）。

横
浜
市
で
は
、
大
正
の
始
め
以
来
、
1
世
帯

あ
た
り
の
人
数
は
、
ず
っ
と
4
人
台
だ
っ
た
が
、

1
9
6
0
年
を
境
に
3
人
台
へ
と
減
少
し
た
。

こ
の
時
期
、
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
と
、
家
族

の
あ
り
よ
う
が
変
化
す
る
。

1
9
6
0
年
か
ら
1
9
8
0
年
ま
で
は
、
1

世
帯
あ
た
り
の
平
均
世
帯
人
数
は
3
人
台
で
推

移
す
る
。「
子
ど
も
2
人
の
核
家
族
。
年
齢
が

20
歳
〜
40
歳
代
で
、
夫
は（
東
京
の
会
社
に
通

う
）サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
妻
は
家
庭
で
専
業
主
婦
」

と
い
う
世
帯
構
成
が
、
横
浜
市
民
の
標
準
的
な

家
族
像
と
な
る
。
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は
74
・
8
％
に
、
ま
た
30
〜
34
歳
で
は
、
26
・

9
％
が
45
・
5
％
と
な
っ
て
い
る
。

女
性
で
も
、
25
〜
29
歳
で
は
、
24
・
3
％
か

ら
55
・
5
％
に
、
ま
た
30
〜
34
歳
で
は
、
9
・

8
％
か
ら
26
・
6
％
に
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
晩
婚
化
・
非
婚
化
現
象
は
、

10
歳
代
、
20
歳
代
だ
け
で
な
く
30
歳
代
、
40

歳
代
に
ま
で
裾
野
を
広
げ
る
未
婚
の
単
身
世

帯
や
、
成
人
し
て
も
独
身
の
ま
ま
で
親
と
住

み
続
け
る
世
帯
の
増
加
を
も
た
ら
す
。

ま
た
、
人
口
構
造
の
高
齢
化
に
よ
っ
て
、

高
齢
の
夫
婦
の
み
の
世
帯
や
高
齢
単
身
世
帯

の
増
加
も
著
し
い
。
さ
ら
に
子
ど
も
の
い
な

い
共
働
き
世
帯
や
親
1
人
子
1
人
の
世
帯
も

増
え
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
2
0
0
0
年
の
国
勢
調
査
で

は
、
4
人
以
上
の
世
帯
が
減
少
し
、
1
人
世

帯
と
2
人
世
帯
が
54
・
8
％
と
全
世
帯
の
半
分

以
上
と
な
っ
た
。
子
ど
も
が
2
人
い
る
働
き

盛
り
の
核
家
族
と
い
う「
横
浜
の
標
準
的
な
家

族
像
」は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
と
問
わ
れ
る
公
共
性

世
帯
の
多
様
化
は
、
市
民
の
生
活
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
を
も
た
ら
し
、
1
9
6
0
年
以
降
の
都

市
の
成
長
・
拡
大
期
に「
標
準
的
な
家
族
像
」

の
存
在
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
現
在
の
行

政
の
仕
組
み
や
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
か
た
に

も
必
然
的
に
見
直
し
を
迫
る
。

こ
れ
を
市
民
の
関
心
の
高
い
身
近
な
公
共
空

間
で
あ
る「
公
園
」（
中
で
も
近
隣
、
地
区
公
園
）

を
例
に
と
っ
て
見
て
み
よ
う
。

「
市
長
さ
ん
、
毎
日
ご
活
躍
大
変
ご
苦
労
様

で
す
。
こ
の
た
び
私
達
市
民
一
人
一
人
の
意

見
を
伺
い
下
さ
れ
、
よ
り
よ
い
横
浜
に
し
た

い
と
の
お
言
葉
本
当
に
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

今
ま
で
私
達
は
大
曽
根
の
方
へ
間
借
り
生
活

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
が
ん
ば
っ
て
や
っ
と
去

年
こ
ち
ら
の
方
へ
自
分
達
の
力
で
家
を
持
つ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
子
ど
も
の
遊
ぶ
場
所

が
な
く
、
い
つ
も
家
の
前
の
悪
路
で
遊
ぶ
よ

う
に
な
り
ま
す
。

ど
ん
な
小
さ
な
遊
び
場
所
で
も
結
構
で
す
。

み
ん
な
が
楽
し
く
遊
べ
る
所
を
是
非
ほ
し
い
も

の
で
す
。
幼
い
子
供
た
ち
の
た
め
に
!!
」

（
港
北
区
・
主
婦
・
29
歳
）

こ
れ
は
1
9
6
4

年
に
発
刊
さ
れ
た
最

初
の
「
市
民
生
活
白

書
」
に
掲
載
さ
れ
た

「
市
長
へ
の
手
紙
」の

一
部
で
あ
る
。

こ
の
主
婦
か
ら
の

手
紙
が
切
々
と
訴
え

る
よ
う
に
、
こ
の
時

代
の
「
公
園
」
の
目

的
・
機
能
と
行
政
の

果
た
す
べ
き
使
命
は

明
確
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
山
下
公
園

や
野
毛
山
公
園
の
よ

う
な
大
規
模
公
園
は

別
と
し
て
、「
近
隣

公
園
」と
は
、「
幼
い

子
供
が
安
全
に
、
安

心
し
て
遊
べ
る
場

所
・
空
間
」で
あ
り
、

当
時
の
横
浜
で
は
子

ど
も
の
数
に
対
し

て
、
こ
の
よ
う
な
空

間
・
場
所
の
絶
対
数

が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
以

上
、
で
き
る
限
り
数
多
く
、
迅
速
に
、
市
域
ま

ん
べ
ん
な
く
公
園
を
整
備
す
る
こ
と
が
自
治
体

の
使
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
り

あ
え
ず
公
園
を
造
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

で
大
多
数
の
市
民
に
感
謝
さ
れ
、
喜
ば
れ
た
は

ず
だ
。
多
く
の
市
民
の
利
害
が
一
致
し
て
い
た

わ
か
り
や
す
く
て「
幸
福
な
時
代
」で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

公
園
に
対
す
る
市
民
の
要
望
や
ニ
ー
ズ
は
、

現
在
で
も
高
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
世

帯
＝
暮
ら
し
の
多
様
化
を
反
映
す
る
形
で
、
複

雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

近
所
の
公
園
が
高
齢
者
の
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

で
占
有
さ
れ
、
幼
い
子
ど
も
が
遊
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
要
望
に
始
ま
り
、
公
園
へ

ド
ッ
グ
ラ
ン
を
設
置
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要

望
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て

い
る
市
民
か
ら
は
賛
成
の
声
が
多
い
が
、
逆

に
子
ど
も
の
保
護
者
や
高
齢
者
か
ら
反
対
の

声
が
あ
が
る
。
そ
し
て
、
青
少
年
か
ら
バ
ス

ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
設
置
の
声
が
あ
る
半
面
、
近

隣
住
民
か
ら
夜
間
ボ
ー
ル
の
音
や
子
ど
も
の

声
が
う
る
さ
い
と
反
対
す
る
声
が
あ
る
。

そ
し
て
な
に
よ
り
も
近
年
、
公
園
整
備
の
た

め
の
説
明
会
な
ど
の
場
で
、「
う
ち
は
子
ど
も

が
い
な
い
の
で
公
園
な
ど
造
ら
な
く
て
も
い

い
」
と
い
う
公
園
整
備
そ
の
も
の
に
反
対
す
る

意
見
が
地
元
か
ら
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
少
子
化
が
進
む
住

宅
地
の
公
園
で
は
、
だ
れ
か
ら
も
利
用
さ
れ
ず

荒
れ
果
て
た
公
園
の
姿
も
目
立
ち
始
め
て
い

る
。こ

れ
は
、
な
に
も
公
園
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
く
、
地
区
セ
ン
タ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ

ス
な
ど
の
地
域
施
設
や
、
福
祉
や
教
育
な
ど
の

公
的
サ
ー
ビ
ス
に
も
通
底
す
る
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の「
公
的
」サ
ー
ビ
ス
は
、
い
っ

た
い
、
だ
れ
に
対
し
て
、
な
に
を
目
的
に
、
ど

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
提
供
さ
れ
る
べ
き
な
の

か
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手
は
だ
れ
で
あ
る
べ
き

な
の
か
。

世
帯
の
あ
り
か
た
が
多
様
化
し
、
市
民
の
生

活
ニ
ー
ズ
が
細
分
化
し
つ
つ
あ
る
今
、
み
ん
な

に
と
っ
て
の「
幸
福
」の
あ
り
か
た
が
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
時
代
を
迎
え
、「
公
」の
意
味
が

大
き
く
問
わ
れ
て
い
る
。

高齢化する郊外の街の公園

■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


