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市
内
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
居
住
市

民
」
、
「
昼
間
市
民
」
、
「
外
国
人
市
民
」
、
「
法
人
市

民
」
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
と
行
動
様
式
を

持
ち
、
横
浜
を
舞
台
に
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
互
い
に
無
関
係
に

ふ
る
ま
う
と
し
た
ら
、
多
く
の
問
題
が
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。
横
浜
に
住
み
活
動
す
る
人
た
ち
が
互
い

の
立
場
を
尊
重
し
、
か
か
わ
り
合
い
を
深
め
共
存

し
て
い
く
条
件
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
課
題
で
あ

●
障
害
者
を
地
域
の
な
か
で

　
障
害
者
、
老
人
な
ど
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ

る
人
た
ち
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、

地
域
社
会
の
な
か
で
日
常
的
に
、
市
民
と
し
て
の

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
行
政
と
市

民
の
積
極
的
な
行
動
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
念
の
も
と
で
、
障
害
者
や
老
人

の
た
め
の
施
設
も
、
で
き
る
だ
け
市
民
が
生
活
し

て
い
る
地
域
の
な
か
に
設
置
し
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
在
宅
の
障
害
者
に
対
す
る
施
策
の

充
実
も
図
っ
て
い
る
。
「
地
域
活
動
ホ
ー
ム
」
も
こ

の
考
え
に
も
と
づ
い
て
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る

新
し
い
タ
イ
プ
の
活
動
の
場
で
あ
る
。
こ
の
ホ
ー

ム
は
、
障
害
者
が
地
域
で
社
会
の
一
員
と
し
て
生

活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
訓
練
会
、
作
業
所
活

動
な
ど
の
場
、
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
広
げ
、

深
め
て
い
く
拠
点
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
鶴
見
区
の
地
域
活
動
ホ
ー
ム
「
ふ
れ
あ
い
の
家
」

づ
く
り
の
中
心
に
な
っ
た
矢
田
さ
ん
は
ホ
ー
ム
の

夢
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
作
業
所
に
来
る
人
だ
け
で
な
く
も
っ
と
広
げ

て
地
域
の
障
害
者
の
学
習
、
訓
練
の
グ
ル
ー
プ
や
、

障
害
者
だ
け
で
な
く
ま
わ
り
の
人
々
も
共
に
ふ
れ

合
う
趣
味
の
グ
ル
ー
プ
だ
…
…
そ
し
て
ふ
れ
あ
い

を
深
め
る
グ
ル
ー
プ
活
動
を
通
し
て
社
会
性
を
養

い
相
互
理
解
を
深
め
る
。
こ
う
し
て
障
害
者
が
。
生

か
さ
れ
る
"
の
で
は
な
く
”
生
き
る
条
件
”
を
少

し
づ
つ
整
え
て
い
く
。
」

●
人
間
と
し
て
の
障
害
者

　
こ
の
よ
う
に
障
害
者
と
障
害
者
を
支
援
す
る

人
び
と
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
だ
多
く
の
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① 市民の主体性と連帯

３ 市民の共生

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
人
た
ち
と
地
域
社
会
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困
難
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
福
祉
施
設
の
設
置
に

対
し
て
反
対
運
動
が
お
こ
る
こ
と
も
よ
く
聞
か
お

る
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
が
地
域
で
遊
び

相
手
を
み
つ
け
に
く
い
、
街
な
か
で
時
に
は
障
害

者
を
避
け
る
よ
う
な
傾
向
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
身

近
な
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
あ
る
。
就
業
な
ど
の
社

会
参
加
に
も
現
時
点
で
は
ま
だ
問
題
が
残
っ
て
い

る
。

鶴見区に誕生した地域活動ホーム、｢ふれあいの家｣

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
基
本
的
に
は
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
の
あ
る
人
た
ち
に
対
す
る
市
民
の
理
解
不
足

か
ら
来
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
か
ら
無
関
心

と
偏
見
が
生
ま
れ
、
な
か
に
は
、
障
害
の
あ
る
人

た
ち
を
「
自
分
と
は
別
の
種
類
の
人
間
」
と
し
て

考
え
る
よ
う
な
人
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
障
害
の

あ
る
人
も
、
同
じ
人
間
と
し
て
生
き
、
社
会
の
な

か
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
、
生
活
し
て
い
こ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
社
会
が
理
解
し
、

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
人
が
身
近
な
隣
人
と

し
て
生
活
で
き
る
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　
障
害
の
あ
る
人
に
と
っ
て
も
、
地
域
に
積
極
的

に
出
て
行
く
こ
と
は
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
あ
る
人
が
『
訓
練
を
し
て
歩
け
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
だ
』
と
い
っ
た
。
ぼ
く
は
『
人
の
気
持
が
変

わ
ら
な
い
限
り
外
は
歩
け
な
い
よ
』
と
い
っ
た
。

…
…
ぼ
く
が
近
所
を
歩
く
の
は
、
ぼ
く
が
歩
く
こ

と
に
よ
り
わ
か
る
部
分
っ
て
多
い
と
思
っ
て
ど
こ

で
も
歩
い
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
近
所
教
育
か
な
。
」

「沖繩への交流の船旅」には、身障者をはじめ240人が参加

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

　
福
祉
の
基
盤
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
び
と

の
交
流
と
ふ
れ
あ
い
、
つ
ま
り
共
に
生
き
る
と
い

う
「
共
生
」
の
な
か
か
ら
確
か
な
も
の
に
な
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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山
田
し
げ
を
「
地
域
を
教

育
す
る
」
調
査
季
報
7
1
号

　
こ
れ
は
一
人
の
障
害
者
の
声
で
あ
る
。
障
害
者

が
地
域
で
活
動
す
る
姿
を
、
一
人
で
も
多
く
の
市

民
が
眼
に
し
、
そ
う
し
た
ふ
れ
あ
い
の
機
会
が
少

し
で
も
多
く
な
る
こ
と
は
、
市
民
の
障
害
者
に
対
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”
外
国
人
市
民
”
と
市
民

●
多
い
永
住
型
外
国
人
市
民

　
横
浜
に
は
二
万
人
を
こ
え
る
外
国
人
が
住
ん
で

い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
か
な
り
の
人
た
ち
は
長
期

に
、
な
か
に
は
何
代
に
も
わ
た
っ
て
横
浜
に
住
み

続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
中
区
在
住
の
一
五
歳
以

上
の
外
国
人
の
、
日
本
に
住
み
続
け
て
い
る
年
数

に
つ
い
て
の
調
査
で
は
、
二
〇
年
以
上
と
い
う
人

の
割
合
が
六
一
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
人
の
な
か
に
は
、
”
浜
っ
子
”
と
い
う
気
持
ち
を

も
っ
て
、
横
浜
を
故
郷
と
し
て
愛
し
て
い
る
人
も

少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
存
在
は
横
浜

の
街
を
国
際
色
豊
か
な
も
の
に
し
、
固
有
の
魅

力
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
外
国
人
市
民
と
の
つ

な
が
り
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
、
市
民
の
国
際
性

を
高
め
る
第
一
歩
と
い
え
よ
う
。

　
外
国
人
市
民
、
と
く
に
永
住
型
外
国
人
市
民
を

実
質
的
な
横
浜
市
民
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま

ず
彼
ら
の
生
活
の
利
便
の
向
上
が
図
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
。
彼
ら
は
外
国
の
国
籍
を
持
っ
て
い
る
た

め
に
、
ほ
ぼ
日
本
人
市
民
と
同
様
の
義
務
を
負
い

な
が
ら
、
外
国
人
登
録
に
は
じ
ま
り
、
就
職
、
結

婚
、
年
金
、
住
宅
、
融
資
な
ど
生
活
の
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
て
制
度
上
、
実
態
上
の
制
約
を
負
わ
さ
れ

て
い
る
。

　
ま
た
、
一
般
に
日
本
人
は
外
国
人
に
対
し
閉
鎖

的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
二
世
、
三
世

が
、
自
分
た
ち
を
外
国
人
で
あ
る
と
意
識
さ
せ
ら

れ
る
の
は
日
本
人
の
”
外
国
人
を
見
る
眼
”
て
あ

る
と
も
い
わ
れ
る
。
横
浜
市
民
は
比
較
的
、
外
国

人
に
対
し
開
放
的
て
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
今
後

も
意
識
の
壁
を
と
り
払
う
努
力
を
続
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
身
近
な
交
流
が
大
事

　
中
区
山
下
町
に
住
む
日
本
人
の
あ
る
主
婦
は
、

自
分
の
娘
が
中
華
街
に
あ
る
保
育
園
へ
通
っ
た
時

の
華
僑
の
人
々
と
の
交
流
の
経
験
を
中
心
に
つ
づ

っ
た
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
一
体
私
は
あ
の
人
達
の
何
を
見
、
何
を
わ
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
只
、
外
側
か
ら
遠
眼
で
覗
い
た
だ

け
だ
。
あ
の
人
達
の
こ
と
を
少
し
で
も
知
り
た
い
、

仲
良
し
に
な
り
た
い
な
あ
、
と
私
は
思
わ
ず
に
い

身
近
な
外
国
人
市
民
と
の
交
流
に
は
、
こ
こ
に

書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
相
互
の
理
解
を
求
め
る
気

持
が
基
本
と
な
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
日
本
人
と

外
国
人
と
い
う
よ
そ
よ
そ
し
い
関
係
で
は
な
く
、

異
な
っ
た
文
化
と
民
族
性
を
持
っ
た
市
民
同
士
と

し
て
、
互
い
に
異
質
性
を
認
め
な
が
ら
啓
発
し
合

う
よ
う
な
関
係
と
、
異
質
の
も
の
を
持
つ
者
同
士

学校単位の交流も行われるようになってきた(南区中村小)
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ら
れ
な
か
つ
た
。
」

市
民
作
文
「
私
の
中
の
ア
ジ

ア
と
日
本
」
優
秀
作
品
集
か
ら
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が
共
に
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
よ

う
な
意
識
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
を
持
つ
外
国
人
市
民
と
の
交

流
は
、
市
民
の
生
活
の
場
で
あ
る
地
域
を
中
心
に

実
現
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
例
を
あ
げ

れ
ば
、
南
区
の
弘
明
寺
に
建
設
さ
れ
た
留
学
生
会

　
”
法
人
市
民
”
と
市
民

●
企
業
と
市
民
の
新
し
い
つ
な
が
り

館
で
は
、
盆
踊
り
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ど
の
場
で

地
域
と
の
交
流
が
行
わ
れ
た
り
、
会
館
周
辺
の
商

店
な
ど
に
、
日
本
語
の
不
自
由
な
留
学
生
の
た
め

に
英
語
の
掲
示
が
見
ら
れ
た
り
す
る
。
日
常
の
暮

ら
し
の
な
か
で
の
ふ
れ
あ
い
を
大
事
に
し
て
い
く

と
こ
ろ
か
ら
交
流
の
輪
が
広
げ
ら
れ
て
い
く
の
だ

ろ
う
。

意
識
は
業
種
な
ど
に
よ
り
異
な
る
が
、
必
ず
し
も

高
く
は
な
い
。
②
市
民
も
会
社
人
間
と
し
て
形
成

さ
れ
市
民
意
識
が
薄
い
。
③
高
度
成
長
期
の
公
害

な
ど
の
弊
害
か
ら
、
市
民
の
企
業
に
対
す
る
悪
印

象
が
今
も
あ
る
。

　
企
業
と
市
民
が
よ
り
よ
い
関
係
を
築
い
て
い
く

た
め
に
は
、
ま
ず
企
業
が
市
民
と
し
て
の
意
識
を

持
ち
、
両
者
の
間
の
溝
を
埋
め
る
努
力
を
続
け
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
欧
米
で
は
地
元

対
応
の
た
め
の
専
任
の
重
役
を
置
く
企
業
も
あ
ら

わ
れ
る
（
日
本
に
も
一
部
あ
る
が
）
な
ど
、
地
域

を
重
視
す
る
考
え
方
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

企
業
に
と
っ
て
も
地
元
へ
の
愛
着
を
持
ち
、
市
民

と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
、
円
滑
な
企
業

活
動
を
続
け
て
い
く
た
め
の
条
件
と
も
な
っ
て
き

　
商
業
関
係
の
企
業
は
業
種
の
性
格
上
市
民
と
の

か
か
わ
り
も
大
き
く
、
伊
勢
佐
木
町
や
馬
車
道
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
商
店
街
を
中
心
に
し
た
自
主

的
な
地
域
の
街
づ
く
り
の
動
き
も
活
発
で
あ
る
。

　
大
企
業
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
グ
ラ
ン
ド
、

体
育
館
な
ど
の
企
業
施
設
の
地
域
へ
の
開
放
は
、

企業の市民開放もふえてきている
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て
い
る
。

　
法
人
市
民
と
し
て
は
ま
ず
企
業
が
考
え
ら
れ

る
。
企
業
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
経
済
活
動
を
通

し
て
、
市
民
に
就
業
の
場
を
提
供
し
、
ま
た
、
生

活
に
必
要
な
品
物
を
供
給
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

市
民
の
生
活
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
経
済
的
な
関
係
を
一
歩
こ

え
、
企
業
自
身
も
市
民
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら

両
者
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
「
市
民
と
企
業
の
間
に
は
三
重
の
亀
裂
が
あ
り

ま
す
。
」
－
横
浜
商
工
会
議
所
組
織
部
長
の
片
山
氏

は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
氏
の
い
う
亀
裂
と
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
企
業
の
市
民
と
し
て
の

●
企
業
の
市
民
意
識
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今
後
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
へ
の
需
要
が
高
ま
る

な
か
で
、
地
域
と
企
業
を
結
び
つ
け
る
有
効
な
手

段
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
鶴
見
区
の
Ｋ
社
の
よ

う
に
、
地
域
の
市
民
に
定
期
的
に
工
場
を
開
放
し

た
り
、
災
害
時
の
飲
料
水
の
提
供
を
約
東
す
る
な

ど
、
積
極
的
に
地
域
と
の
か
か
わ
り
を
求
め
る
企

業
も
ふ
え
て
い
る
。

　
企
業
と
市
民
を
つ
な
ぐ
組
織
と
し
て
、
企
業
の

町
内
会
と
も
い
え
る
地
域
の
工
業
会
の
結
成
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
ほ
ぼ
区
を
単
位
に
六
つ
の

工
業
会
が
あ
る
が
、
操
業
環
境
に
つ
い
て
の
地
域

の
市
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
な
ど
、
地
域
と
の

接
点
と
し
て
の
活
動
が
期
待
さ
れ
る
。
商
工
会
議

所
も
企
業
の
地
域
活
動
の
活
発
化
に
努
め
て
お

り
、
空
か
ん
の
散
乱
防
止
、
放
置
自
転
車
対
策
な

ど
に
取
り
組
ん
て
き
た
。

　
地
域
の
文
化
を
高
め
る
た
め
の
企
業
活
動
と
し

て
、
昭
和
五
七
年
一
二
月
か
ら
、
美
術
館
建
設
の

た
め
の
基
金
へ
の
募
金
が
商
工
会
議
所
を
通
し
て

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
地
域
へ
の
貢
献
の
新
し

い
形
と
い
え
よ
う
。
文
化
面
で
は
大
学
な
ど
の
教

育
機
関
の
地
域
へ
の
働
き
か
け
も
活
発
に
な
っ
て

い
る
。
神
奈
川
県
や
横
浜
市
か
ら
の
委
託
て
、
市

内
の
各
大
学
で
市
民
の
た
め
の
公
開
講
座
が
開
か

れ
た
り
、
緑
区
の
束
京
工
業
大
学
（
大
学
院
）
の

学
園
祭
で
郷
土
芸
能
の
お
囃
子
（
は
や
し
）
が
演

じ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

　
市
民
と
企
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
市
民
の
側

に
も
考
え
る
べ
き
こ
と
も
多
い
。
商
店
や
工
場
な

ど
の
存
在
が
こ
れ
ま
で
地
域
の
市
民
生
活
に
果
た

し
て
き
た
役
割
を
も
う
一
度
評
価
し
、
両
者
の
協

力
関
係
の
拡
大
を
今
後
も
一
層
図
っ
て
い
く
べ
き

て
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
多
様
な
市
民
の

交
流
と
ふ
れ
あ
い
を
広
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
市
民
が
、
地
域
を
中
心
に
し
た
場
て
お

互
い
を
理
解
し
、
認
識
し
あ
う
こ
と
が
基
本
的
な

条
件
て
あ
る
。
ま
た
、
市
民
相
互
の
関
係
も
固
定

し
た
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た

と
え
ば
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
場
合
も
、
「
与
え
る

も
の
」
と
「
与
え
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
関
係

で
は
な
＜
、
互
い
に
自
立
し
、
連
帯
し
て
い
く
と

い
う
相
互
関
係
と
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

159

る
。　

こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
な
か

か
ら
お
互
い
を
認
め
あ
い
、
共
に
生
活
し
て
い
く

と
い
う
意
味
で
の
「
共
生
」
が
し
っ
か
り
と
根
を

お
ろ
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
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