
②
市
民
生
活
の
多
様
性
と
暮
ら
し
や
す
さ

１
－
歴
代
の
市
民
生
活
白
書
に
み
る
「
市
民
像
」
の

　
　
変
遷

２
－
暮
ら
し
方
に
よ
っ
て
異
な
る
市
民
の
生
活
意
識

　
　
と
行
動
－
市
民
生
活
行
動
調
査
か
ら
－

３
１
終
わ
り
に

　
注
１
　
昭
和
４
６
年
に
発
行
さ
れ
た
市
民
生
活
白

書
『
横
浜
と
私
』
で
は
、
こ
の
時
期
の
横
浜
市
へ
の

流
入
者
層
を
「
ホ
モ
ー
モ
ー
ペ
ン
ス
」
（
動
く
民
）

と
呼
び
、
彼
ら
の
「
多
様
な
価
値
を
求
め
て

あ
の
土
地
か
ら
こ
の
土
地
へ
、
さ
ら
に
は
つ
ぎ
の
土

地
へ
と
自
由
に
移
動
す
る
」
指
向
性
を
指
摘
し
な
が

ら
も
、
芽
生
え
始
め
た
横
浜
へ
の
永
住
意
識
に
も
着

目
し
両
義
的
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
白
書
を
発
行

し
た
頃
が
、
「
新
市
民
」
の
価
値
意
識
や
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
が
標
準
的
な
横
浜
市
民
の
そ
れ
と
な
っ
て
い

く
分
岐
点
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

表－１　市民生活行動調査概要表-2　暮らし方別分析について
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■
編
集
部

歴
代
の
市
民
生
活
白
書
に
み
る

「
市
民
像
」
の
変
遷

　
ひ
と
く
ち
に
横
浜
市
民
と
い
っ
て
も
、
そ
の
暮
ら

し
や
意
識
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
仕
事
の
違
い
、
歳

の
違
い
、
性
別
の
違
い
な
ど
、
依
っ
て
立
つ
場
所
が

違
え
ば
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
が
過
ご
す
時
間
の
中
身
が

違
い
、
見
え
る
ま
ち
の
姿
も
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の

よ
う
に
、
多
様
な
属
性
を
持
つ
市
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
生
活
ニ
ー
ズ
や
課
題
を
抱
え
て
、
こ
の

横
浜
の
ま
ち
で
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

平
成
1
3
年
度
横
浜
市
民
生
活
白
書
『
よ
こ
は
ま
の
暮

ら
し
や
す
さ
。
』
に
お
い
て
、
ま
ず
分
析
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
社
会
潮
流
に
即

し
た
形
で
、
市
民
の
生
活
像
や
横
浜
の
都
市
と
し
て

の
課
題
を
リ
ア
ル
に
分
析
し
、
そ
し
て
分
か
り
や
す

く
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
白
書
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
過
去
９
回
、
概
ね
４
年
ご
と
に

発
行
さ
れ
て
き
た
歴
代
の
横
浜
市
民
生
活
白
書
に
通

底
す
る
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
例
え
ば
、
横
浜
市
が
最
初
に
発
行
し
た
昭
和
3
9
年

の
白
書
で
は
、
従
来
ま
で
の
横
浜
の
都
市
構
造
や
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
か
た
を
根
本
的
に
変
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
社
会
変
動
と
共
に
登
場
し
た
市
民
層

を
「
新
市
民
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
概
ね
「
2
0

代
～
4
0
代
と
若
く
て
働
き
盛
り
で
、
結
婚
し
て
、
こ

ど
も
が
二
人
の
核
家
族
。
郊
外
に
住
み
、
夫
は
、
東

京
の
会
社
に
通
勤
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
妻
は
、
家

庭
で
専
業
主
婦
」
と
い
う
の
が
最
初
の
白
書
で
描
か

れ
た
「
新
市
民
」
の
属
性
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
彼

ら
の
生
活
ニ
ー
ズ
や
課
題
は
、
深
刻
で
は
あ
っ
た
が
、

極
め
て
明
確
で
分
か
り
や
す
か
っ
た
。
「
上
下
水
道

や
学
校
、
保
育
所
、
生
活
道
路
、
公
園
、
ご
み
収
集

な
ど
都
市
生
活
を
送
る
た
め
に
、
必
要
な
生
活
基
盤

と
サ
ー
ビ
ス
を
、
最
低
限
、
確
保
し
て
欲
し
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
3
5
年
以
前
の
横

浜
の
「
マ
チ
」
や
「
ム
ラ
」
で
営
ま
れ
て
い
た
「
大

家
族
」
（
血
縁
）
と
「
地
域
共
同
体
」
（
地
縁
）
に
依

る
日
々
の
暮
ら
し
と
は
無
縁
な
「
郊
外
」
で
孤
立
し

た
「
核
家
族
」
が
上
げ
た
悲
痛
な
叫
び
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
「
新
市
民
」
と
呼
ば
れ
た
市
民
層
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
や
生
活
ニ
ー
ズ
は
、
昭
和
3
0
年
代
後
半

で
は
、
ま
だ
横
浜
市
民
全
体
の
中
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
昭
和
5
0
年
代
の
中
頃
に
は
、

標
準
的
な
横
浜
市
民
像
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
経
緯

は
、
昭
和
4
0
年
代
～
5
0
年
代
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た

６
冊
の
白
書
を
読
み
通
す
と
良
く
理
解
で
き
る
。
高

度
経
済
成
長
期
を
通
じ
て
、
東
京
を
中
心
と
す
る
全

国
か
ら
「
い
ず
れ
は
故
郷
に
帰
る
」
こ
と
を
前
提
に
、

仮
の
宿
と
し
て
横
浜
へ
と
大
量
に
移
り
住
ん
で
き
た

流
動
性
の
高
い
市
民
層
（
注
―
）
が
、
時
間
の
経
過

の
中
で
、
な
ぜ
横
浜
に
「
定
住
」
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
時
々
の
行
政
が
悪
戦
苦
闘
し

つ
つ
も
、
「
と
に
か
く
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
」
と
い

う
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
が
ら
成
長
期
の
都
市
・

横
浜
の
暮
ら
し
や
す
さ
を
ど
の
よ
う
に
高
め
て
い
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
６
冊
セ
ッ
ト
で
、
戦
後
日

本
の
住
宅
都
市
形
成
の
一
大
叙
事
詩
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

　
バ
ブ
ル
全
盛
期
の
昭
和
6
0
年
代
～
平
成
の
初
め
に

か
け
て
発
刊
さ
れ
た
２
冊
の
白
書
で
は
当
時
、
流
行

っ
た
金
魂
巻
の
(
金
)
�
(
ビ
)
よ
ろ
し
く
｢
鉄
道
沿
線
別
に

市
民
像
を
カ
タ
ロ
グ
化
」
し
て
み
せ
る
な
ど
「
市
民

生
活
の
多
様
性
」
を
描
く
こ
と
が
編
集
上
の
大
き
な

テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
な
っ
て
初
め

て
都
心
（
旧
住
民
）
―
郊
外
（
新
住
民
）
と
い
う
２

分
化
さ
れ
た
図
式
で
は
な
く
、
横
浜
の
地
域
と
住
民

の
多
様
性
が
描
か
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
特
筆
す

べ
き
こ
と
だ
。
し
か
し
、
今
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
そ

こ
で
描
か
れ
た
「
市
民
像
の
多
様
性
」
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
市
民
の
生
活
構
造
や
横
浜
の
都
市
構
造
が
将

来
的
に
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
所
得

水
準
の
向
上
や
自
由
時
間
の
増
大
、
さ
ら
に
は
生
活

イ
ン
フ
ラ
の
蓄
積
な
ど
、
市
民
の
生
活
全
体
が
底
上

げ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
余
暇
（
ゆ
と
り
）
の

部
分
で
の
微
細
な
差
異
を
面
白
お
か
し
く
デ
フ
ォ
ル

メ
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

１

市
民
生
活
行
動
調
査
か
ら



　
そ
の
事
は
、
本
来
、
市
民
の
日
常
を
左
右
す
る
は

ず
の
家
族
や
職
業
な
ど
に
根
ざ
し
た
生
活
課
題
に
つ

い
て
、
こ
の
時
代
の
２
冊
の
白
書
が
ほ
と
ん
ど
踏
み

込
ん
で
描
い
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
都
市
・
横
浜
の

将
来
像
を
高
度
経
済
成
長
期
の
延
長
線
上
に
描
い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　
今
回
の
市
民
生
活
白
書
に
お
い
て
も
「
市
民
生
活

の
多
様
性
」
を
描
く
こ
と
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
描
か
れ
る
「
多
様
性
」
と

は
、
急
激
な
少
子
高
齢
化
や
終
身
雇
用
制
の
崩
壊
、

児
童
虐
待
や
学
校
崩
壊
な
ど
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
慣

れ
親
し
ん
で
き
た
「
家
族
」
の
あ
り
方
や
「
働
き

方
・
学
び
方
」
と
い
っ
た
暮
ら
し
の
枠
組
が
根
本
か

ら
ゆ
ら
い
で
い
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
だ
。
す
な
わ

ち
国
勢
調
査
な
ど
の
社
会
統
計
が
如
実
に
示
す
よ
う

に
、
「
子
ど
も
の
居
る
2
0
代
～
4
0
代
の
核
家
族
」
と

い
う
成
長
期
の
横
浜
の
典
型
的
な
市
民
像
の
属
性

は
、
も
は
や
標
準
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
標
準

的
な
市
民
と
い
う
概
念
す
ら
成
り
立
た
な
い
ぐ
ら
い

に
市
民
の
暮
ら
し
方
（
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
ラ
イ
フ

コ
ー
ス
）
が
多
様
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
多
様
な
市
民
の

多
方
向
に
乱
反
射
す
る
生
活
ニ
ー
ズ
の
ベ
ク
ト
ル
を

行
政
と
し
て
ど
う
受
け
止
め
、
市
民
と
共
に
手
を
携

え
て
、
成
熟
期
を
迎
え
た
都
市
・
横
浜
全
体
の
暮
ら

し
や
す
さ
を
高
め
て
行
け
ば
良
い
の
か
。
時
代
の
転

換
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
に
ま
ず
、
真
摯

に
向
き
合
う
こ
と
が
、
『
よ
こ
は
ま
の
暮
ら
し
や
す

さ
。
』
を
編
集
発
行
す
る
う
え
で
の
課
題
で
あ
っ
た
。

2

暮
ら
し
方
に
よ
っ
て
異
な
る
市
民
の
生
活

意
識
と
行
動
―
市
民
生
活
行
動
調
査
か
ら
Ｉ

一

　
こ
の
よ
う
に
暮
ら
し
の
枠
組
み
の
変
化
と
共
に
多

様
化
す
る
市
民
の
生
活
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
に

「
市
民
生
活
行
動
調
査
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
５
、
０
０
０
人
の
市
民
を
対
象
に
実
施
し
た
。

（
表
―
1
参
照
）
横
浜
の
よ
う
な
大
都
市
で
、
市
民

の
生
活
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
は
調
査
広
聴
が
最

も
有
効
な
手
段
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
今

回
、
こ
の
調
査
を
設
計
・
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

従
来
の
社
会
調
査
の
一
般
的
な
属
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
性
別
・
年
齢
・
居
住
地
等
）
に
加
え
て
、
家
族
形

態
を
中
心
と
す
る
「
暮
ら
し
方
」
（
表
―
２
参
照
）

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
析
の
主
軸
と
し
た
。
そ
れ
は
市

民
層
と
し
て
①
共
働
き
で
あ
え
て
子
ど
も
を
産
ま
な

い
若
・
中
年
夫
婦
（
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）
や
子
ど
も
が
成

人
し
て
巣
立
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
仕
事
も
リ
タ
イ
ヤ

し
た
高
年
夫
婦
（
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
タ
ー
ズ
）
層
②

パ
ラ
サ
イ
ト
シ
ン
グ
ル
と
言
わ
れ
る
成
人
し
て
も
、

独
身
で
親
と
同
居
し
て
い
る
層
（
核
家
族
そ
の
も
の

高
齢
化
）
⑤
局
齢
者
を
中
心
に
し
た
独
り
暮
ら
し
層

が
、
そ
れ
ぞ
れ
増
え
て
い
る
と
い
う
近
年
の
社
会
潮

流
の
傾
向
に
着
目
し
、
暮
ら
し
方
の
異
な
る
市
民
の

意
識
や
価
値
観
、
生
活
ニ
ー
ズ
の
相
違
を
的
確
に
把

握
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
調
査
の
分
析
結
果
に
つ
い

て
は
、
主
に
市
民
生
活
白
書
の
第
１
章
で
紹
介
し
た

が
、
こ
こ
で
は
、
白
書
で
は
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た

調
査
デ
ー
タ
を
中
心
に
、
「
市
民
生
活
の
多
様
性
と

暮
ら
し
や
す
さ
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
考
え

て
み
よ
う
。

①
―
生
活
満
足
感

　
横
浜
市
民
の
生
活
満
足
感
は
市
民
意
識
調
査
の
結

果
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
数
年
７
割
を
超
え
て
お
り
、
こ

特
集
・
都
市
の
暮
ら
し
や
す
さ
②
暮
ら
し
や
す
さ
を
表
現
す
る
方
法
―
暮
ら
し
や
す
さ
指
標

の
こ
と
が
、
横
浜
市
が
他
都
市
と
比
べ
て
暮
ら
し
や

す
い
都
市
で
あ
る
こ
と
の
証
と
さ
れ
て
き
た
。

　
今
回
の
生
活
行
動
調
査
で
も
、
自
分
の
生
活
全
般

に
対
し
て
6
3
・
６
％
の
市
民
が
満
足
し
て
い
る
と
答

え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
字
は
、
あ
く
ま
で
、

市
民
各
層
の
意
識
を
押
し
並
べ
て
、
均
し
た
結
果
で

あ
り
、
市
民
の
属
性
ご
と
に
生
活
満
足
度
を
見
て
み

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
方
の
違
い
に
よ
っ
て
大

き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
例
え
ば
生
活
満
足
度
の
高
さ
を
、
生
活
形
態
に
着

目
し
て
比
較
す
る
と
、
夫
婦
の
み
（
7
5
・
９
％
）
、
子

ど
も
あ
り
夫
婦
（
6
3
・
２
％
）
、
一
人
暮
ら
し
（
5
5
％
）

の
順
に
な
っ
て
い
る
。
（
図
―
１
）
特
に
6
0
歳
以
上

の
高
齢
層
の
満
足
度
が
、
平
均
7
0
・
Ｏ
％
と
高
く
な

っ
て
い
る
中
で
、
同
じ
高
齢
者
で
も
夫
婦
二
人
暮
ら

し
の
高
年
夫
婦
層
（
7
7
・
１
％
）
と
一
人
暮
ら
し
の

高
年
単
身
層
（
6
　
1
　
・
３
％
）
で
は
、
生
活
満
足
度
に

1
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
も
差
が
つ
い
て
い
る
。
（
図
―
２
）

　
子
ど
も
が
成
人
独
立
し
、
金
銭
、
時
間
的
に
も
ゆ

と
り
が
あ
り
、
そ
の
上
に
長
年
連
れ
添
っ
て
き
た
パ

ー
ト
ナ
ー
が
居
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
現
時
点
で
は
、
生

活
満
足
度
が
高
い
高
年
夫
婦
層
も
、
時
間
の
経
過
と

共
に
、
い
ず
れ
、
そ
の
う
ち
の
多
数
が
一
人
暮
ら
し

に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
高
年
単
身
層
の
過
半

数
（
5
2
・
９
％
）
が
「
介
護
保
険
」
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
（
注
―
２
）
、
急
速
な
超
高
齢

化
社
会
を
迎
え
る
中
で
、
横
浜
市
と
し
て
一
人
暮
ら

し
の
高
齢
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
ト
ー
タ
ル
な

支
援
シ
ス
テ
ム
を
、
再
構
築
し
て
い
く
べ
き
時
期
に

差
し
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
数
字
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
成
人
し
て
も
親
と
同
居
し
て
い
る
独
身
者
、

す
な
わ
ち
パ
ラ
サ
イ
ト
ー
シ
ン
グ
ル
層
の
満
足
度

図一1　暮らしかた別の生活満足感（1）図一２　暮らしかた別の生活満足感（2）注
２
　
市
民
生
活
行
動
調
査
で
は
、
今
の
時
代
の
社

会
状
況
と
市
民
生
活
を
反
映
す
る
４
２
個
の
キ
ー
ワ

ー
ド
を
掲
げ
、
そ
の
中
か
ら
回
答
者
に
自
分
の
興
味

関
心
の
あ
る
事
柄
を
マ
ル
チ
ア
ン
サ
ー
で
選
ん
で
も

ら
っ
た
。
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（
5
0
・
５
％
）
や
中
年
単
身
層
の
満
足
度
（
4
3
・

６
％
）
は
、
同
年
代
の
結
婚
し
て
い
る
層
と
比
較
し

て
低
く
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
回
答
者
が
少

な
い
の
で
、
一
概
に
は
比
較
で
き
な
い
が
、
シ
ン
グ

ル
フ
ァ
ザ
ー
、
マ
ザ
ー
の
満
足
度
も
、
2
6
・
３
％
と

極
端
に
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
（
図
―
３
）
こ

う
し
た
従
来
ま
で
の
標
準
型
で
は
な
い
新
し
い
生
活

形
態
の
市
民
層
は
、
晩
婚
化
や
離
婚
率
の
上
昇
に
よ

っ
て
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
だ
け
に
、
彼
ら
の
満
足
度
の
低
さ
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
生
活
課
題
や
不
満
を
行
政
と
し
て
具
体

的
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
て

こ
よ
う
。
ち
な
み
に
彼
ら
の
生
活
関
心
事
を
見
て
み

る
と
パ
ラ
サ
イ
ト
ー
シ
ン
グ
ル
層
で
は
「
資
格
・
キ

ャ
リ
ア
」
（
4
3
・
８
％
）
、
「
就
職
・
転
職
」
（
4
9
・

５
％
）
に
、
中
年
シ
ン
グ
ル
層
で
は
「
リ
ス
ト
ラ
・

再
就
職
」
（
3
8
・
５
％
）
と
い
ず
れ
も
「
仕
事
・
就

労
」
に
関
す
る
こ
と
に
高
い
関
心
を
示
し
て
お
り

（
注
２
）
、
シ
ン
グ
ル
フ
ァ
ザ
ー
、
マ
ザ
ー
に
つ
い
て

も
同
様
の
傾
向
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
、
自

宅
の
近
所
や
市
内
で
働
く
こ
と
に
強
い
意
向
を
示
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
市
民
層
が
安
心
し

て
生
計
を
営
み
、
生
き
生
き
と
働
く
こ
と
の
で
き
る

の
就
労
の
場
を
市
域
に
、
い
か
に
生
み
出
し
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
が
彼
ら
の
暮
ら
し
や
す
さ
を
高
め
る

う
え
で
、
重
要
な
鍵
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。

②
―
身
近
な
居
住
環
境
に
対
す
る
重
視
度

　
市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
に
応
じ
て
、
ど
の
よ
う

な
居
住
環
境
を
重
視
し
、
住
ま
う
場
所
と
し
て
選
択

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
も
、
社

会
移
動
を
念
頭
に
お
い
た
都
市
全
体
の
暮
ら
し
や
す

さ
を
考
え
る
う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
事
で
あ
る
。
事

実
、
横
浜
市
に
お
い
て
も
「
都
心
回
帰
」
な
ど
成
長

期
と
は
異
な
る
成
熟
期
な
ら
で
は
の
人
口
移
動
の
予

兆
が
現
れ
始
め
て
お
り
、
市
民
各
層
の
居
住
ニ
ー
ズ

を
的
確
に
把
握
し
た
う
え
で
、
市
域
全
体
の
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
発
展
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
行
政
と
し
て

急
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
市
民

生
活
行
動
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
子
ど
も
の
居
な

図一４　暮らしかた別に見た居住環境への重視点・満足点

い
若
年
層
は
、
一
人
暮
ら
し
、
パ
ラ
サ
イ
ト
ー
シ
ン

グ
ル
、
夫
婦
の
み
に
限
ら
ず
で
、
交
通
、
買
い
物
、

通
勤
の
便
利
さ
と
い
っ
た
「
利
便
性
」
（
都
心
的
要

素
）
を
、
逆
に
、
中
・
高
年
層
で
は
、
一
人
暮
石
し
、

夫
婦
の
み
、
こ
ど
も
あ
り
に
限
ら
ず
「
緑
や
自
然
の

豊
か
さ
」
と
い
っ
た
「
う
る
お
い
」
（
郊
外
的
要
素
）

を
そ
れ
ぞ
れ
住
む
場
所
を
選
択
す
る
際
に
重
視
し
て

い
る
点
が
ま
ず
着
目
さ
れ
る
。
（
図
―
４
）

図―3　暮らしかた別の生活満足感（3）図―5　通勤の交通手段
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こ
の
世
代
に
よ
っ
て
２
分
化
さ
れ
る
居
住
の
指
向

性
は
、
近
年
の
横
浜
郊
外
部
の
交
通
不
便
地
域
で
の
、

若
年
層
の
流
出
に
よ
る
街
ぐ
る
み
の
高
齢
化
な
ど

「
成
熟
化
す
る
郊
外
」
の
動
向
を
裏
付
け
る
結
果
と

な
っ
て
い
る
。
今
後
、
郊
外
部
の
活
性
化
や
リ
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
の
実
現
を
考
え
た
場
合
、
「
子
育

て
環
境
の
よ
さ
」
を
軸
と
し
な
が
ら
も
「
利
便
性
」

と
「
う
る
お
い
」
の
両
方
の
要
素
に
振
子
が
振
れ
る

育
児
、
子
育
て
夫
婦
層
が
、
果
た
し
て
横
浜
の
郊
外

部
を
魅
力
的
な
居
住
環
境
と
し
て
選
択
す
る
か
ど
う

か
が
、
一
つ
の
分
水
嶺
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
高
年
層
が
お
し
な
べ
て
「
防
災
や
防
犯
な

ど
で
の
安
心
さ
」
や
「
病
院
・
医
院
の
近
さ
や
便
利

さ
」
な
ど
安
全
・
安
心
性
を
居
住
環
境
と
し
て
重
視

し
て
い
る
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
層
へ
の
生
活
支
援
の
あ
り
方
な
ど
を
考
え
る
際

に
考
慮
す
べ
き
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

③
―
移
動
手
段

　
市
民
の
暮
ら
し
や
す
さ
を
考
え
る
う
え
で
、
暮
ら

し
方
の
属
性
に
応
じ
た
通
勤
・
通
学
、
買
い
物
、
余

暇
活
動
な
ど
日
常
生
活
の
各
分
野
に
お
け
る
移
動
範

囲
や
移
動
手
段
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
も
、
極
め

て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
市
域
内
の

公
共
交
通
網
や
道
路
体
系
が
充
実
し
て
い
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
近
な
街
の
居
住
環
境
に
お
い
て

欠
け
て
い
る
要
素
を
、
広
域
的
な
移
動
に
よ
っ
て
あ

る
程
度
補
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に

近
年
、
横
浜
市
に
お
い
て
も
、
道
路
網
の
成
熟
化
等

に
よ
る
モ
ー
タ
リ
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
本
格
的
に
到
来

し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
市
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

や
都
市
の
構
造
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る

の
か
を
、
将
来
の
都
市
づ
く
り
を
考
え
る
う
え
で
、

一

認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
生
活
行
動
調
査
の
結
果
を
読

み
解
く
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
育
児
・
子
育

て
夫
婦
層
の
自
家
用
車
利
用
率
の
高
さ
で
あ
る
。
例

え
ば
、
通
勤
で
は
子
育
て
夫
婦
層
の
４
分
の
１
が
車

を
利
用
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
買
い
物
で

は
、
食
料
品
の
購
入
で
す
ら
５
割
を
超
え
る
（
5
7
・

２
％
）
育
児
夫
婦
が
普
段
か
ら
車
を
利
用
し
て
お
り
、

余
暇
活
動
で
は
、
育
児
夫
婦
層
の
約
５
割
（
5
0
・

８
％
）
が
、
ま
た
子
育
て
層
の
約
４
割
（
4
1
・
３
％
）

が
日
常
的
に
自
家
用
車
を
利
用
し
て
い
る
と
答
え
て

い
る
。
こ
の
調
査
の
結
果
を
見
る
限
り
、
子
育
て
層

が
身
近
な
徒
歩
圏
内
で
生
活
す
る
と
い
う
従
来
の
通

説
は
全
く
崩
れ
て
お
り
、
子
育
て
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
し
た
公
共
施
設
へ
の
駐
車
場
整
備
な
ど
を
子
育
て

支
援
策
の
一
つ
と
し
て
検
討
し
て
い
く
必
要
も
で
て

く
る
だ
ろ
ゝ
つ
。

　
逆
に
、
一
人
暮
ら
し
や
パ
ラ
サ
イ
ト
シ
ン
グ
ル
層

で
は
通
勤
通
学
や
余
暇
活
動
で
の
鉄
道
利
用
者
が
年

代
を
問
わ
ず
高
く
、
例
え
ば
一
人
暮
ら
し
層
の
移
動

手
段
を
見
る
と
、
通
勤
・
通
学
で
は
約
７
割
（
7
1
・

４
％
）
が
、
余
暇
活
動
で
も
約
５
割
（
4
8
・
１
％
）
が

鉄
道
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
食
料
品
の
買
い
物

行
動
で
は
、
５
割
近
く
（
4
5
・
３
％
）
が
徒
歩
の
み

で
済
ま
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
暮
ら
し
方
を
問
わ
ず
、
6
0
歳
以
上
の
高

齢
者
の
路
線
バ
ス
の
利
用
率
の
高
さ
も
目
立
っ
て
い

る
。
特
に
敬
老
パ
ス
が
支
給
さ
れ
る
7
0
歳
以
上
で
は
、

病
院
に
通
っ
た
り
、
食
料
品
の
買
い
物
に
３
割
近
く

（
病
院
2
7
・
９
％
、
買
物
2
7
・
２
％
）
が
、
余
暇
活

動
で
は
、
３
割
を
超
え
て
（
3
1
・
７
％
）
利
用
し
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
身
軽
な
シ
ン
グ
ル
層
や
高
年
層
の
徒

特
集
・
都
市
の
暮
ら
し
や
す
さ
②
暮
ら
し
や
す
さ
を
表
現
す
る
方
法
―
暮
ら
し
や
す
さ
指
標

歩
・
公
共
交
通
へ
の
指
向
性
を
支
援
促
進
す
る
こ
と

は
、
歩
い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
や
、
公
共
交
通

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
形
成
す
る
と
い
う
観
点
か

ら
も
重
要
な
こ
と
と
な
ろ
う
。

３
一
終
わ
り
に

　
以
上
は
、
あ
く
ま
で
も
、
生
活
行
動
調
査
の
結
果

の
一
端
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
現
在
は
時
代
の
転
換
期
に
あ
た
り
、
市
民

の
暮
ら
し
方
も
生
活
ニ
し
ス
も
大
き
く
変
わ
っ
て
来

て
い
る
。
「
市
民
の
望
ん
で
い
る
行
政
の
方
向
は
こ

う
だ
」
と
従
来
ま
で
の
予
見
で
決
め
つ
け
て
し
ま
う

こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
市
民
の
「
声
な
き

声
」
を
す
く
い
上
げ
、
多
様
化
す
る
市
民
の
生
活
像

や
ニ
ー
ズ
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
た
う
え
で
、
本

市
の
施
策
や
事
業
を
よ
り
市
民
生
活
に
根
ざ
し
た
も

の
と
す
る
た
め
に
、
調
査
広
聴
は
も
っ
と
活
用
さ
れ

て
良
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
分
か

り
易
い
形
で
、
市
民
に
公
表
し
、
横
浜
の
暮
ら
し
や

す
さ
を
高
め
る
た
め
の
政
策
論
議
を
市
民
と
行
政
が

一
体
と
な
っ
て
進
め
て
い
く
土
壌
形
成
に
資
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
の
横
浜
市
民
生
活
白
書
『
よ
こ
は
ま
の
暮
ら

し
や
す
さ
。
』
は
そ
の
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。

図―6　買い物（食料品）の交通手段図―7　最も大切な余暇活動の交通手段
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