
横
浜
の
私
た
ち

と
い
う
場
合
、
広
く
は
生
活
環
境
の
充
実
と
も
密
接
に
関
連
を

も
た
せ
つ
つ
も
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
従
来
の
貧
困
者
対
策
と

し
て
の
社
会
福
祉
の
概
念
を
こ
え
て
、
市
民
の
生
活
の
す
み
ず

み
ま
で
も
カ
バ
ー
で
き
る
概
念
で
用
い
る
こ
と
が
最
も
適
切
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
市
民
が
期
待
し
て
い
る
福
祉

は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。

４
　
生
活
意
識

の
な
か
に
は
、
な
お
楽
天
的
な
一
面
も
み
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
い
ま
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
「
住
み
よ
い
」
と

感
じ
て
い
る
人
は
六
割
に
も
達
し
「
住
み
に
く
い
」
は
わ
ず
か

に
一
割
余
り
で
あ
る
。
ま
た
、
毎
日
の
生
活
を
ひ
と
口
で
い
う

と
「
満
足
」
派
が
過
半
数
を
占
め
「
不
満
」
派
を
上
ま
わ
っ
て

表-10　勤労者世帯消費支出構成比の推移い
る
。
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
程
度
の
差
は
あ
れ
、
イ
ン

フ
レ
の
打
撃
を
八
割
に
も
お
よ
ぶ
市
民
が
受
け
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
五
割
の
市
民
は
暮
ら
し
む
き
に
「
少
し
は
ゆ
と
り

が
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
（
図
８
）
。
横
浜
市
民
の
収
入
が
全
国

132広
い
意
味
の

中
間
層
意
識

物
価
の
高
騰
、
老
後
や
病
気
の
不
安
、
住
宅

難
、
公
害
に
よ
る
環
境
悪
化
な
ど
、
深
刻
な
問

題
に
と
り
ま
か
れ
な
が
ら
も
、
市
民
の
気
持
ち



平
均
よ
り
高
い
と
い
う
こ
と
は
事
実
だ
が
（
表
1
1
）
、
そ
れ
に
し

て
も
五
割
と
い
う
の
は
全
国
平
均
の
三
割
（
四
十
九
年
三
月
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
調
査
）
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
高
い
割
合
で
あ
る
。

　
こ
の
ゆ
と
り
が
あ
る
と
感
じ
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
五
割
の

表-11　横浜市民の一世帯あたりーカ月間の収入と

　　　　支出（勤労者世帯）
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市
民
は
、
一
戸
建
持
家
に
住
み
、
子
ど
も
も
成
人
し
て
し
ま
っ

た
五
〇
代
や
六
〇
代
前
半
の
人
や
、
公
営
・
公
団
住
宅
な
ど
の

比
較
的
若
い
居
住
者
で
あ
る
が
、
一
五
万
円
以
上
の
収
入
を
得

て
い
る
人
に
多
い
。
ま
た
、
共
働
き
の
家
庭
や
両
親
の
家
に
同

図一9　遠のく住宅地

市
民
の
暮
ら
し
と
気
持
ち



横
浜
の
私
た
ち

居
し
て
い
る
未
婚
の
女
性
に
も
ゆ
と
り
を
感
じ
て
い
る
人
が
多

い
。
こ
の
人
た
ち
に
も
、
、
生
活
不
安
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

病
気
や
老
後
の
問
題
、
ま
た
若
い
共
働
き
の
家
庭
で
は
、
育
児

や
保
育
所
の
問
題
が
行
く
手
に
待
ち
か
ま
え
て
い
る
は
ず
だ

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
楽
観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
人
が
多
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
一
応
安
定
し
て
い
る
か
に
み
え
る

広
い
意
味
で
の
中
間
層
も
、
か
な
り
の
部
分
は
、
そ
の
生
活
基

盤
が
決
っ
し
て
強
い
と
は
い
え
ず
、
現
状
で
イ
ン
フ
レ
が
進

み
、
マ
イ
ホ
ー
ム
も
遠
の
き
（
図
９
）
、
市
民
福
祉
が
お
き
ざ
り

に
さ
れ
る
状
態
の
続
く
限
り
、
そ
の
安
定
は
く
ず
れ
る
可
能
性

も
あ
り
、
立
場
は
き
わ
め
て
流
動
的
と
い
え
そ
う
だ
。

と
も
多
く
の
人
が
し
た
の
は
「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
ク
、
デ
パ
ー
ト
歩

き
、
喫
茶
店
・
レ
ス
ト
ラ
ン
ヘ
行
く
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
と

く
に
二
〇
代
・
三
〇
代
の
女
性
に
多
く
、
気
軽
に
で
き
る
気
晴

図一10　市民が１週間にした余暇活動〔複数回答〕
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年
代
・
職
業

さ
て
、
市
民
は
仕
事
以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う

に
過
ご
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
一
週
間
の
間
に

し
た
こ
と
を
あ
げ
て
も
ら
っ
た
（
図
1
0
）
。
も
っ



ら
し
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
も
暮
ら
し
む
き

に
困
っ
て
い
な
い
人
に
多
く
、
困
っ
て
い
る
人
ほ
ど
出
控
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
男
女
を
問
わ
ず
二
〇
代
で
は
読
書
量
も
多
い
し
、
外
出
し
て

映
画
を
み
た
り
、
男
性
で
は
パ
チ
ン
コ
・
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
し
た

り
気
楽
な
余
暇
活
動
を
し
て
い
る
が
、
三
〇
代
で
は
家
族
む
き

の
行
楽
や
「
子
ど
も
の
勉
強
相
手
」
を
し
た
り
、
町
内
会
や
Ｐ

Ｔ
Ａ
の
会
合
に
出
席
す
る
な
ど
家
庭
的
あ
る
い
は
地
域
的
活
動

に
重
点
が
移
り
、
四
〇
代
で
は
こ
れ
に
加
え
て
「
講
演
会
や
勉

強
会
に
行
っ
た
り
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の
教
養
番
組
を
視
聴
」

す
る
教
養
派
が
増
え
る
。
五
〇
代
・
六
〇
歳
以
上
で
は
、
全
般

的
に
余
暇
活
動
は
低
調
に
な
り
、
女
性
で
は
「
親
し
い
人
を
訪

問
」
し
て
世
間
話
を
す
る
の
が
主
な
楽
し
み
に
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。

　
し
か
し
、
年
代
に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
る
と
同
時
に
、
職
業
や

暮
ら
し
む
き
に
よ
っ
て
も
ち
が
い
が
あ
る
。
な
か
で
も
特
徴
的

な
の
は
労
務
職
の
人
で
、
こ
の
人
た
ち
は
映
画
や
演
劇
を
み
た

り
ス
ポ
ー
ツ
の
見
物
を
す
る
な
ど
の
こ
と
は
少
な
く
、
読
書
も

市
民
の
暮
ら
し
と
気
持
ち

し
な
い
し
、
図
書
館
や
美
術
館
に
行
く
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な

い
。
何
か
を
す
る
と
す
れ
ば
「
パ
チ
ン
コ
・
マ
ー
ジ
ャ
ン
や
競

輪
・
競
馬
」
か
「
囲
碁
・
将
棋
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
む

し
ろ
こ
の
人
た
ち
は
、
仕
事
の
忙
し
い
自
営
業
の
人
だ
ち
と
同

様
、
仕
事
以
外
の
時
間
は
休
息
を
し
て
い
る
人
が
多
い
よ
う

だ
。
そ
の
点
、
余
暇
時
間
は
な
く
、
あ
る
の
は
休
息
時
間
と
い

っ
た
方
が
適
当
か
も
知
れ
な
い
。

暮
ら
し
む

き
と
時
間

市
民
は
、
十
分
な
時
間
的
な
ゆ
と
り
を
も
っ
て
生

活
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
勤
め
て
い

る
人
の
通
勤
時
間
を
み
る
と
、
平
均
片
道
四
七
分

で
あ
る
。
と
く
に
通
勤
時
間
の
長
い
の
は
、
旭
・
緑
・
戸
塚
・

瀬
谷
な
ど
の
周
辺
区
に
住
ん
で
い
る
人
々
で
、
一
時
間
以
上
か

け
て
通
勤
し
て
い
る
人
が
ほ
ぼ
半
分
に
も
達
し
て
い
る
。
市
民

の
生
活
は
け
っ
こ
う
忙
し
そ
う
だ
が
、
一
日
の
な
か
で
も
っ
と

時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
っ
た
ら
ど
ん
な
こ
と
に
使
い
た
い
か
、
不

足
し
て
い
る
時
間
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
比
較
的
暮
ら
し
む
き
に
ゆ
と
り
の
あ
る
若
い
人
に
は
「
レ
ジ
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横
浜
の
私
た
ち

ャ
ー
・
趣
味
・
娯
楽
」
の
時
間
が
も
っ
と
求
め
ら
れ
て
い
る

が
、
四
○
代
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
働
い
て
い
る
男
性
に
は
「
睡

眠
・
休
養
」
が
不
足
し
て
い
る
ら
し
く
、
と
く
に
六
〇
歳
か
ら

六
四
歳
の
男
性
の
四
割
が
、
こ
の
時
間
を
欲
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
新
聞
を
読
ん
だ
り
考
え
る
ゆ
と
り
」
や
「
勉
強
す
る

時
間
」
を
欲
し
て
い
る
の
は
男
性
よ
り
女
性
に
多
く
、
と
く
に

三
〇
代
・
四
〇
代
の
女
性
が
知
識
欲
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
職
業
や
暮
ら
し
む
き
に
よ
る
ち

が
い
が
で
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
経
営
管
理
職
や
専
門
技
術
職

で
は
「
新
聞
を
読
ん
だ
り
、
考
え
る
ゆ
と
り
」
や
「
勉
強
の
時

間
」
が
望
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
労
務
職
や
自
営
業
で
は
「
睡

眠
・
休
養
」
の
不
足
を
訴
え
て
い
る
人
が
平
均
を
大
幅
に
上
ま

わ
っ
て
お
り
、
毎
日
の
仕
事
で
の
疲
労
感
が
強
く
み
ら
れ
る
。

ま
た
「
家
族
と
団
ら
ん
し
た
り
親
し
い
人
と
の
つ
き
あ
い
」
の

時
間
を
求
め
て
い
る
の
も
こ
の
人
た
ち
で
あ
る
。
低
所
得
層
や

暮
ら
し
む
き
を
苦
し
い
と
感
じ
て
い
る
人
は
「
ア
ル
バ
イ
ト
・

副
業
」
や
「
睡
眠
・
休
養
」
の
時
間
を
求
め
て
お
り
、
ゆ
と
り

を
も
て
な
い
人
た
ち
の
生
活
の
一
面
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
（
図

1
1
）
。

図一11　暮らしむきと足りない時間
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