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【
横
浜
市
民
意
識
調
査
】

こ
の
白
書
で
の
記
述
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
横

浜
市
民
の
意
識
や
生
活
行
動
に
関
す
る
デ
ー
タ

は
、
主
に
横
浜
市
民
意
識
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
横
浜
市
民
意
識
調
査
は
、
市
民
の
日
常
の
生

活
意
識
や
行
動
、
市
政
に
対
す
る
満
足
度
・
要
望

等
を
把
握
す
る
た
め
、
1
9
7
2
年
（
昭
和
47
年
）

か
ら
横
浜
市
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
調
査
の
た
め
の
調
査
で
は
な
く
、

調
査
の
結
果
が
横
浜
市
の
実
際
の
政
策
形
成
や
都

市
経
営
の
あ
り
か
た
に
直
接
的
に
反
映
さ
れ
る
事

が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
2
0
0
3
年
に

実
施
し
た
市
民
意
識
調
査
で
、
市
政
へ
の
要
望
で

「
防
犯
対
策
」
が
最
も
力
を
入
れ
て
欲
し
い
事
業

の
ト
ッ
プ
に
な
る
と
、
2
0
0
4
年
に
は
、
市
の

防
犯
に
取
り
組
む
基
本
的
な
考
え
方
を
ま
と
め
た

「
横
浜
市
防
犯
力
強
化
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
、
2
0

0
5
年
に
は
宣
言
で
示
し
た
考
え
方
を
具
体
化
す

る
た
め
に
実
践
的
な
防
犯
計
画
「
よ
こ
は
ま
安

全
・
安
心
プ
ラ
ン
〜
地
域
防
犯
力
の
向
上
を
め
ざ

し
て
〜
」
を
策
定
、
そ
の
後
全
市
を
挙
げ
て
防
犯

対
策
に
取
り
組
む
な
ど
は
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。

ま
た
郵
送
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
は
な
く
、「
個
別

面
接
聴
取
法
」
と
い
う
回
答
し
て
い
た
だ
く
市
民
に

直
接
に
面
談
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
点
も
特
徴

で
あ
る
。
平
成
16
年
度
ま
で
は
、
満
20
歳
以
上
の

男
女
個
人
3
0
0
0
名
の
市
民
の
方
々
に
調
査
を

行
っ
て
い
た
が
、
平
成
17
年
度
は
、
満
15
歳
以
上

の
3
5
0
0
名
の
市
民
の
方
々
に
対
し
て
調
査
を

実
施
し
て
い
る
。
な
お
平
成
17
年
度
の
調
査
の
回

答
率
は
74
・
1
％
で
あ
り
、
近
年
の
こ
の
手
の
世
論

調
査
の
中
で
は
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

【
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
】

暮
ら
し
の
多
様
化
や
社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
家
族
や
仕
事
、
環
境
、
災

害
・
犯
罪
な
ど
日
常
生
活
を
送
る
う
え
で
、
多
種

多
様
な
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
。
ち
な

み
に
リ
ス
ク
と
は
一
般
に
「
人
間
の
生
命
や
経
済

活
動
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
事
態
が
発
生
す
る

可
能
性
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
今
、
眼
前

に
迫
っ
て
い
る
危
機（
ク
ラ
イ
シ
ス
）
で
は
な
く
、

将
来
の
「
可
能
性
」
で
あ
る
だ
け
に
、
生
活
上
の
リ

ス
ク
に
対
す
る
私
た
ち
の
反
応
は
、
第
1
部
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
1
で
述
べ
た
よ
う
に「
漠
然
と
し
た
不
安
」

と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

こ
の
白
書
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
21
世
紀

に
な
っ
て
広
が
る
市
民
生
活
の
不
安
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
、
す
な
わ
ち
「
不

安
の
も
と
と
な
る
リ
ス
ク
要
因
を
具
体
的
に
洗
い

出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
軽
減
、
回
避
、
未
然

防
止
す
る
」リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト（
危
機
管
理
）

の
あ
り
か
た
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
リ
ス
ク
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
、
社
会
が
ど
の
よ
う
に
リ
ス
ク

に
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
戦
略
で
あ
る
だ
け
に
、

専
門
家
や
行
政
だ
け
で
な
く
市
民
も
含
め
た
多
様

な
主
体
の
協
働
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
多
様
な
利
害
関
係

者
間
で
、
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
、
体
験
、
知
識

な
ど
を
交
換
し
あ
い
な
が
ら
相
互
理
解
を
図
る
リ

ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
制
度
や
シ
ス
テ
ム

の
確
立
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
と
そ
の
手
段

と
し
て
の
「
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」は
、

第
1
部
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
10
で
取
り
上
げ
た
「
食
の

安
全
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
防
災
・
防
犯
、
医

療
や
子
育
て
・
教
育
な
ど
市
民
生
活
の
安
全
・
安

心
を
支
え
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
展
開
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
格
差
社
会
と
暮
ら
し
の
多
様
化
】

1
9
9
0
年
代
半
ば
か
ら
日
本
に
お
い
て
も
所

得
面
で
の
格
差
か
ら
中
流
社
会
が
崩
壊
、
社
会
が

階
層
化
し
、
固
定
化
す
る
「
格
差
社
会
」
が
到
来

し
つ
つ
あ
る
と
い
う
論
調
が
研
究
者
や
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
間
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
例
え
ば
終
身
雇
用
・
年
功
序
列
型
賃
金
体

系
か
ら
、
実
績
・
能
力
主
義
型
の
賃
金
体
系
へ
の

シ
フ
ト
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
、
若
年
層
の
フ
リ

ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
の
増
加
、
教
育
に
お
け
る
学
力

格
差
な
ど
に
よ
っ
て
社
会
が
２
極
化
し
、
将
来
に

希
望
の
持
て
る
「
勝
ち
組
」
と
、
将
来
に
希
望
を

持
て
な
い
「
負
け
組
」
に
わ
か
れ
て
い
く
と
い
う

よ
う
に
。
こ
の
市
民
生
活
白
書
で
は
、
第
1
部
エ

ピ
ソ
ー
ド
2
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
公

的
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
際
に
「
標
準

的
な
家
族
像
」
が
崩
壊
し
、
市
民
の
暮
ら
し
が
多

様
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
認
識
に
立
つ
べ
き
だ

と
い
う
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

「
市
民
の
暮
ら
し
に
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
」
と
い

う
仮
説
と
「
市
民
の
暮
ら
し
が
多
様
化
し
て
い
る
」

と
い
う
仮
説
は
、
一
見
す
る
と
同
じ
現
象
を
別
の

表
現
で
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か

と
捉
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
「
若
年
層
に
お
い
て
フ
リ

ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
が
増
え
て
い
る
」
と
い
う
社
会

現
象
を
「
社
会
的
格
差
の
進
展
」
と
し
て
と
ら
え

る
の
か
「
社
会
の
多
様
化
」
と
し
て
捉
え
る
の
か

で
は
、
自
治
体
と
し
て
も
対
処
の
仕
方
も
大
き
く

異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。「
社
会
の
多
様
化
」

で
あ
れ
ば
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
、
個
々
の
市
民
の
ニ

ー
ズ
や
生
活
様
式
に
応
じ
て
い
か
に
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
に
提
供
す
る
か
と
い
う
議
論
か
ら
始
ま
る
が
、

「
社
会
的
格
差
の
進
展
」と
し
て
捉
え
た
場
合
に
は
、

そ
の
こ
と
を
あ
る
程
度
は
是
と
す
る
方
向
で
政
策

を
展
開
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
容
認
せ
ず
、
是
正

す
る
方
向
で
政
策
を
展
開
す
る
の
か
と
い
う
次
元

の
違
う
議
論
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

か
ら
だ
。

な
お
こ
の
白
書
で
は
、
横
浜
市
民
の
間
で
格
差

が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
対
し
て
は
、
極

め
て
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
エ

ピ
ソ
ー
ド
4
の
「
希
望
格
差
社
会
を
超
え
て
」
の

高
校
性
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
に
お
い
て
も

明
確
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
格
差
社
会
」
の
議
論
の
延
長
線
上
に

「
意
欲
あ
る
個
人
に
報
い
る
競
争
型
社
会
の
実
現
」

と
「
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

の
形
成
」
の
両
者
を
天
秤
に
か
け
、「
自
由
競
争
」

と
「
平
等
」
の
2
者
択
一
を
迫
る
よ
う
な
議
論
を
し

ば
し
ば
見
受
け
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
の
「
幸
福
」

の
実
現
を
考
え
る
自
治
体
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ナ

ン
セ
ン
ス
な
問
い
で
あ
る
。
第
3
部
の
「
横
浜
の

未
来
を
切
り
拓
く
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
で
も
明
ら
か

に
す
る
よ
う
に
、
自
治
体
と
し
て
は
そ
の
両
方
を
、

同
時
に
実
現
す
る
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
だ
け
の

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
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用
語
集

そ
の
１

横
浜
市
民
生
活
白
書
2
0
0
6
を

読
み
解
く
た
め
の


