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変
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
｡

全
休
と
し
て
寸
づ
ま
り
で
､
こ
こ
で
も
セ
･
､
､
ダ
ブ
ル
･
ベ
ッ
ド
が
や
は
り
カ
ペ
に
く
っ
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
大
き
な
カ
ガ
ミ
が
方
々
に
つ
い
て
い
る
｡
一
旦
入
っ
て
し
ま
う
と
'
外

と
没
交
渉
で
数
時
間
す
ご
せ
る
よ
う
(
こ
れ
は
近
ご
ろ
の
旅
館
'
ホ
テ
ル
で
は
ど
こ
で
も
人
手
を

省
く
た
め
も
あ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
)
冷
蔵
麿
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
｡

そ
の
中
に
は
ス
タ
､
､
､
ナ
･
ド
リ
ン
ク
と
い
っ
た
も
の
が
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
る
｡

ル
ー
ム
･
マ
ネ
ー
は
､
六
九
年
現
在
一
時
間
一
'
0
0
0
円
'
二
時
間
一
､
五
〇
〇
円
､
三
時
間

一
､
八
〇
〇
円
､
四
時
間
以
上
一
時
間
を
ま
す
ご
と
に
一
二
〇
〇
円
､
箔
泊
(
一
〇
-
一
三
時
間
)
二
､
七

〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
｡

建
物
全
体
の
平
面
図
は
省
略
し
た
が
､
こ
の
場
合
も
普
通
の
ホ
テ
ル
と
ち
が
っ
て
'
食
堂
･
ロ

ビ
ー
と
い
っ
た
共
用
･
埜
父
ス
ペ
ー
ス
は
と
っ
て
い
な
い
｡
メ
一
ニ
ー
に
は
ビ
フ
テ
キ
(
一
'
0
0
0

円
)
､
ラ
ン
チ
A
(
六
〇
〇
円
)
か
ら
和
食
･
お
す
し
･
め
ん
類
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
'
す

べ
て
ル
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
｡
ロ
ビ
ー
で
社
交
的
フ
ン
イ
羊
を
味
わ
う
と
い
う
よ
り
'
あ
ま
り

人
に
み
ら
れ
す
す
ッ
と
出
入
り
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
`
そ
の
よ
う
な
出
入
ロ
へ
の
配
艦
が
こ
の

種
の
旅
館
の
利
用
率
を
上
下
す
る
大
き
な
枇
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
｡
短
時
間
利
用
の
特
別
料
金

制
と
あ
い
ま
っ
て
､
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
の
近
代
化
さ
れ
た
型
を
典
型
的
に
赤
し
て
い
る
｡

(
1
)
　
前
出
｢
田
辺
聖
子
の
風
俗
ル
ポ
｣
｡

木

　

賃

　

宿

娼
家
な
い
し
'
つ
れ
こ
み
宿
の
｢
ね
ど
こ
ず
ま
い
｣
あ
る
い
は
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
と
い
っ
た
'

い
さ
さ
か
品
の
よ
く
な
い
特
殊
な
す
ま
い
を
次
々
と
詔
介
し
て
き
た
の
は
､
別
に
興
味
本
位
か
ら

で
は
な
い
｡
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
は
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
と
き
わ
め
で
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
｡

都
市
の
最
底
辺
眉
の
最
低
質
の
住
宅
-
す
ま
い
の
型
と
し
て
は
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
に
な
る

那
-
　
の
集
ま
っ
て
い
る
ス
ラ
ム
･
貧
民
窟
で
は
､
住
宅
は
そ
の
形
式
か
ら
い
う
と
大
部
屋
に
追

い
込
む
雑
居
式
の
も
の
､
戸
別
に
｢
ね
ぐ
ら
｣
が
分
か
れ
て
い
る
｢
長
屋
｣
形
式
､
あ
る
い
は

｢
戸
別
建
L
I
と
い
っ
て
も
'
い
わ
ゆ
る
二
戸
趣
の
住
宅
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
､
長
屋
よ

り
も
と
き
に
は
い
っ
そ
う
ひ
ど
い
バ
ラ
ッ
ク
趣
の
､
掘
立
小
屋
で
あ
る
場
合
が
多
い
　
-
　
と
い
っ

た
も
の
に
分
か
れ
る
が
､
た
い
て
い
は
旅
宿
と
同
じ
-
｢
日
家
賃
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
住
み
つ

き
'
時
に
は
永
住
し
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
な
人
も
い
る
が
､
住
人
と
住
宅
と
の
む
す

び
つ
き
は
,
旅
館
的
な
｢
し
ば
し
｣
の
､
あ
る
い
は
｢
そ
の
日
そ
の
日
｣
の
仮
す
ま
い
÷
ぬ
ぐ

ら
や
と
｣
と
い
う
影
に
な
っ
て
い
る
｡
雑
居
的
な
ド
ヤ
と
長
屋
な
い
し
ア
パ
ー
ト
と
は
密
接
な
関

係
を
も
ち
､
建
物
と
し
て
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
､
雑
居
的
な
木
賃

宿
が
次
第
に
そ
の
中
を
区
切
っ
て
､
ア
パ
ー
ト
な
い
し
ホ
テ
ル
(
?
)
的
な
も
の
に
う
つ
り
加
わ

っ
て
い
く
経
過
も
み
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
追
い
込
み
の
雑
居
的
な
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
か
ら
ま
ず
な

か
め
て
ゆ
き
た
い
｡
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
｢
木
賃
宿
｣
で
あ
る
｡

元
来
､
大
阪
で
は
`
ス
ラ
ム
街
に
は
木
賃
宿
よ
り
も
長
屋
が
多
か
っ
た
の
で
､
横
山
源
之
助
は

吉
本
の
下
層
社
d
I
d
'
で
難
波
･
今
宮
･
天
王
寺
な
ど
の
南
､
曽
鰭
.
北
野
.
雷
な
ど
の
北
･

三
拝
屋
な
ど
に
木
賃
宿
が
若
干
み
ら
れ
た
だ
け
で
一
八
九
五
(
明
g
S
)
年
に
一
〇
四
戸
し
か
な
い

と
い
っ
て
い
る
が
､
東
京
で
は
ス
ラ
ム
街
に
は
木
賃
宿
が
多
か
っ
た
｡
む
ろ
ん
木
賃
宿
に
も
泊
ま

れ
ず
､
夏
の
夜
な
ど
外
の
方
が
涼
し
い
と
い
っ
て
公
園
の
ベ
ン
チ
に
要
る
｢
宿
な
し
｣
も
多
い
｡

し
か
し
そ
う
し
た
人
た
ち
の
最
後
に
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
は
木
賃
宿
で
あ
る
二
八
九
八
(
認
)

年
一
月
の
渦
ぺ
で
は
､
東
京
市
内
の
木
賃
宿
の
総
数
は
百
五
･
一
カ
月
の
宿
泊
人
員
一
万
二
･

九
七
四
人
､
一
日
平
均
四
三
二
人
で
(
但
し
こ
れ
は
暖
簿
の
上
だ
け
の
こ
と
で
.
実
際
は
も
っ
と
多
い
と

み
ら
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
､
二
月
当
り
三
人
に
も
満
た
な
い
の
だ
&
･
ら
,
宿
と
い
っ
て
も
き
わ
め
て

零
聖
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
)
､
そ
の
ほ
か
名
儀
は
｢
旅
人
宿
｣
と
な
っ
て
い
る
が
,
実
質
士

は
木
賃
宿
で
あ
る
も
の
が
多
い
と
し
て
い
る
o

も
と
も
と
木
賃
宿
と
い
う
の
は
､
全
国
街
道
四
〇
-
五
〇
の
戸
数
の
あ
る
村
で
は
ど
こ
に
で
も

ぁ
り
､
淋
し
い
墜
佃
を
す
る
貧
困
者
を
宿
泊
さ
せ
､
ナ
ペ
､
ワ
ン
な
ど
を
貸
し
て
自
炊
を
さ
せ
る

旅
人
宿
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
東
京
で
､
｢
安
宿
｣
｢
安
酒
｣
(
ヤ
ギ
･
ド
ヤ
､
ア
ン
バ
ク
,
求

ク
チ
ン
)
な
ど
と
称
し
て
い
る
木
賃
宿
は
そ
れ
と
ち
が
っ
て
､
白
旗
人
足
･
人
力
車
夫
･
車
力
･

縁
日
商
人
･
下
駄
な
お
し
･
祭
文
語
り
･
巡
礼
と
い
っ
た
,
明
治
時
代
の
そ
の
日
稼
ぎ
の
下
層
市

民
が
住
居
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
一
八
八
九
(
明
S
i
)
年
に
雷
視
総
監
三
島
通
庸
が
市
街
の

｢
体
面
｣
を
た
も
つ
た
め
`
本
所
花
町
'
業
平
町
､
深
川
の
富
川
町
,
芝
白
金
猿
町
･
浅
草
町
な

ヽ

1

■

ど
数
カ
所
の
免
許
地
に
二
〇
〇
戸
ほ
ど
あ
っ
め
さ
せ
た
｡
幸
徳
秋
水
｢
東
京
の
木
賃
宿
｣
に
よ
る

と
､
一
九
〇
三
(
明
捕
)
年
末
の
調
べ
で
は
､
宿
泊
客
九
'
七
四
六
人
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

(
1
)
横
山
源
之
助
言
本
の
下
層
社
会
』
･
一
八
八
八
(
岩
波
文
庫
､
一
九
四
九
･
五
)
｡

(
2
)
幸
徳
秋
水
｢
憂
思
の
木
賃
宿
｣
'
茜
刊
平
民
新
里
一
九
〇
四
二
二
〇
～
三
｡

明
治
の
ポ
ク
チ
ン

木
賃
宿
は
､
二
戸
の
す
ま
い
を
構
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
｢
そ
の
日
暮
し
｣
の
人
び
と
の
｢
住

居
｣
で
あ
る
｡
横
山
涼
之
助
は
木
賃
宿
を
｢
宿
泊
者
は
三
年
四
年
同
じ
畳
の
上
を
家
と
し
､
世
間

も
義
理
も
､
人
情
も
天
井
も
床
も
な
き
方
壷
も
し
-
は
二
理
の
間
に
あ
つ
め
て
､
破
れ
た
る
堕

に
天
地
を
界
り
永
住
す
る
｣
も
の
で
･
｢
二
戸
を
か
ま
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
細
民
に
は
木
賃
宿
の

畳
一
帖
は
簡
易
な
一
種
の
家
屋
だ
｣
と
い
っ
て
い
る
｡

日
露
戦
争
直
前
の
こ
ろ
の
東
京
の
木
賃
宿
の
様
子
を
幸
徳
秋
水
の
記
事
(
-
九
〇
四
年
)
か
･
ら
少

し
引
用
し
て
み
よ
う
｡

｢
御
安
宿
'
御
一
人
前
風
呂
附
大
鏡
'
八
銭
二
〇
銭
､
別
間
は
一
八
銭
よ
り
二
〇
銭
ま
で
｣

と
書
い
た
長
方
形
の
角
行
灯
の
か
か
っ
て
い
る
玄
関
を
入
る
と
､
正
面
ま
た
は
械
手
が
暖
均
で
あ

る
｡
夕
ま
ぐ
れ
に
な
っ
て
く
る
と
客
が
や
っ
て
-
る
｡
帳
塩
で
客
の
住
処
･
姓
名
･
年
齢
･
職
業
,

前
夜
の
宿
泊
地
な
ど
を
か
き
と
る
の
は
普
通
の
宿
と
同
じ
だ
が
､
ま
ず
｢
屋
根
代
｣
つ
ま
り
宿
賃

が
要
求
さ
れ
る
｡
先
払
い
で
あ
る
｡
屋
根
代
は
横
山
源
之
助
の
一
八
九
八
(
盟
)
年
ご
ろ
の
記
録

で
は
､
場
所
に
よ
り
ち
か
う
け
れ
ど
､
普
通
は
五
銭
･
中
箱
七
銭
,
上
等
一
〇
銭
と
あ
る
｡
一
〇

年
ほ
ど
後
の
前
述
の
行
灯
の
重
き
た
し
で
は
､
少
し
値
上
り
し
て
い
る
｡

そ
こ
で
の
寝
床
の
と
り
方
は
､
た
い
て
い
｢
割
込
み
｣
と
称
す
る
大
部
屋
に
酷
め
こ
ん
で
雑
居

す
る
形
式
で
あ
る
｡
た
だ
し
｢
大
広
間
｣
と
い
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
人
情
で
･
大
幡
､
四
船
半
も
あ

る
と
い
う
か
ら
'
決
し
て
｢
大
｣
き
-
は
な
い
o
定
員
は
普
通
一
人
当
り
一
帖
､
大
鏡
の
場
合
は

フ
ト
ン
ー
枚
､
八
銭
は
敬
二
竺
二
〇
銭
は
少
し
上
等
の
フ
ト
ン
で
･
三
銭
に
な
る
と
欺

-
･
掛
二
が
相
場
で
あ
る
o
し
か
し
八
五
%
ま
で
の
泊
ま
り
客
里
ハ
銭
の
一
枚
で
カ
シ
ワ
モ
チ
式

に
フ
ト
ン
を
体
に
く
る
め
て
寝
る
｡
足
を
の
は
す
と
先
が
出
る
し
･
ひ
ざ
を
か
が
め
る
と
フ
ト
ン

が
閲
-
｡
雑
居
で
あ
る
か
ら
客
･
住
み
手
は
つ
ぎ
つ
き
と
入
っ
て
く
る
の
で
･
鮨
局
ね
し
づ
ま
る

の
は
午
前
二
時
こ
ろ
に
な
る
｡
朝
に
な
っ
て
も
ま
だ
フ
ト
ン
を
手
は
な
さ
ず
使
っ
て
い
る
と
･
三

布
フ
ト
ン
一
枚
一
銭
五
厘
'
四
布
五
布
は
二
銭
の
損
料
が
追
加
さ
れ
る
と
い
う
さ
び
し
さ
で
あ
る
｡

｢
大
広
間
｣
に
対
し
て
｢
別
間
｣
と
い
う
の
が
あ
る
｡
こ
れ
は
区
切
ら
れ
た
ヘ
ヤ
を
借
り
切
る

ゎ
げ
だ
が
､
そ
の
大
き
さ
は
､
二
拍
ま
た
は
三
帖
と
い
う
最
小
の
ね
ぐ
ら
空
間
で
あ
る
o
夫
婦
ら

の
･
親
子
づ
れ
な
ど
が
借
り
る
の
だ
が
'
宿
と
い
う
よ
り
下
等
陳
謝
長
屋
で
あ
る
｡
毘
根
代
は
長

期
債
切
り
で
こ
姑
に
四
布
フ
ト
ン
一
枚
で
一
〇
銭
､
欺
･
掛
竺
枚
で
三
銭
･
三
帖
に
欺
･
掛

二
枚
で
ー
四
銭
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
｡
月
に
す
る
と
二
帖
で
三
円
-
三
円
五
〇
銭
･
三
伯
で
四

円
二
〇
銭
と
な
り
､
萱
の
=
戸
を
充
分
借
｡
る
こ
と
の
で
き
る
賓
だ
が
,
こ
こ
の
住
人
た
ち
ヤ

は
ま
と
め
て
家
賃
を
は
ら
っ
た
り
､
夜
具
を
と
と
の
え
る
余
裕
の
な
い
人
た
ち
だ
か
ら
･
ミ
ス
ミ

ス
高
い
住
居
費
を
負
担
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ス
ラ
ム
街
の
長
屋
と
同
じ
で
あ
る
｡

｢
別
間
｣
の
拐
合
に
は
一
室
に
何
人
い
て
も
料
金
は
同
じ
で
･
三
帖
の
ヘ
ヤ
に
五
､
六
･
七
　
ド

人
と
い
っ
た
例
も
あ
る
｡
タ
ナ
を
つ
｡
､
ホ
ウ
キ
や
雑
布
を
か
け
る
と
こ
ろ
も
あ
め
,
片
す
-
側



図21山谷の簡易宿泊所･町別分

布1972年7月,浅草･荒川而保健

所調,東京都城北福祉センター報

告資料にる｡

図22　大部屋の木賃宿･見取図

よ
せ
た
食
膳
の
メ
シ
の
上
に
湯
巻
や
オ
シ
メ
が
ひ
る
が
え
る
と
い
う
最
小
限
空
間
が
､
寝
室
兼
食

事
室
兼
仕
事
場
と
な
る
｡
二
⊥
二
年
､
長
い
も
の
で
八
-
九
年
も
住
み
つ
い
て
い
る
も
の
が
い
る

と
の
こ
と
だ
っ
た
｡
一
九
〇
三
　
(
朗
読
)
年
の
調
べ
で
は
､
木
賃
宿
二
戸
当
り
に
､
こ
の
種
の
家

慶
が
平
均
七
世
帯
す
ん
で
い
た
｡
し
か
し
ナ
ペ
･
カ
マ
･
食
器
な
ど
を
自
分
で
そ
ろ
え
て
い
る
も

の
は
せ
い
ぜ
い
二
%
程
度
で
､
た
い
て
い
は
着
の
み
着
の
ま
ま
の
無
一
物
で
あ
る
｡
ナ
ペ
･
カ
マ
･

メ
シ
ピ
ッ
･
ゼ
ン
･
ワ
ン
か
ら
ハ
シ
ま
で
入
用
の
時
は
宿
か
ら
借
り
る
｡
し
た
が
っ
て
朝
は
大
変

で
'
午
前
三
時
ご
ろ
か
ら
七
時
こ
ろ
ま
で
が
騒
が
し
く
な
る
家
事
の
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
で
あ
る
｡

｢
数
人
の
女
豪
傑
の
手
か
ら
手
に
'
一
個
の
す
り
鉢
､
車
輪
と
ま
わ
れ
ば
､
一
丁
の
殖
丁
電
光
と

ひ
ら
め
き
て
､
目
覚
し
な
ん
と
い
う
ば
か
り
な
し
｣
｡

こ
の
｢
別
間
｣
は
し
か
し
､
一
泊
､
二
滴
と
な
る
と
'
一
六
､
一
八
､
二
〇
'
二
四
銭
と
い
う

風
に
高
く
な
る
｡
そ
の
値
段
の
差
は
フ
ト
ン
の
品
柄
､
茎
の
恰
好
'
畳
の
よ
し
あ
し
､
出
入
の
便

不
便
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
利
用
す
る
人
た
ち
の
中
に
は
｢
つ
れ
こ
み
｣
　
｢
レ
コ

づ
き
｣
､
つ
ま
り
あ
い
び
き
や
売
春
の
た
め
の
宿
泊
者
が
多
い
｡
宿
の
方
も
こ
の
種
の
客
の
方
が

も
う
か
る
の
で
歓
迎
す
る
｡
二
〇
〇
戸
の
木
賃
宿
で
一
昼
夜
に
八
〇
〇
組
か
ら
一
､
二
〇
〇
-
一
`

三
〇
〇
組
が
泊
ま
る
｡
こ
の
ほ
か
に
相
宿
の
も
の
と
な
じ
ん
で
女
房
気
ど
り
で
い
る
｢
安
宿
ご
ろ

つ
き
｣
と
い
わ
れ
る
二
四
歳
か
ら
三
〇
歳
前
後
の
婦
人
が
五
'
六
百
人
い
た
と
い
う
｡
｢
ね
ぐ
ら

や
ど
｣
の
佳
格
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡

普
通
の
家
族
生
活
の
場
合
で
も
､
狭
い
家
の
中
の
過
密
居
住
で
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が

お
こ
る
｡
ま
し
て
や
こ
の
雑
居
で
は
｡
木
賃
宿
で
よ
く
起
こ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
夫
婦
ケ
ン
カ
で
あ

る
｡
あ
る
深
川
の
木
賃
宿
の
一
年
間
の
夫
婦
ケ
ン
カ
の
統
計
が
あ
る
が
､
潜
在
と
一
'
二
泊
を
通

し
て
二
､
五
九
三
組
の
夫
婦
に
対
し
て
合
計
五
三
一
件
､
毎
日
五
人
に
一
人
が
け
ん
か
を
し
て
い

る
｡
内
訳
は

痴

情

　

　

　

　

一

四

二

件

生
活
の
困
難
　
　
二
九
四
件

小
児
の
処
置
　
　
七
五
件

雑

件

　

　

　

　

　

　

二

〇

件

で
､
い
ず
れ
も
生
活
の
困
窮
が
根
本
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
｡

と
こ
ろ
で
労
働
者
に
と
っ
て
､
疲
れ
を
い
や
し
気
分
を
さ
っ
ぱ
り
さ
せ
る
｢
湯
｣
は
最
も
魅
力

が
あ
る
｡
当
時
ニ
ー
三
割
し
か
フ
ロ
が
な
か
っ
た
下
宿
屋
に
く
ら
ぺ
る
と
`
木
賃
宿
は
フ
ロ
を
も

つ
も
の
が
多
く
､
競
争
の
よ
う
に
浴
室
を
も
う
け
て
看
板
に
宣
伝
し
て
い
た
と
い
う
｡
た
だ
し
毎

日
た
て
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
一
日
お
き
'
ま
た
は
三
日
に
一
回
程
度
し
か
わ
か
き
ぬ
｡
し

か
も
入
浴
の
順
番
は
ヤ
ネ
代
を
は
ら
っ
た
煩
で
､
一
泊
六
銭
の
客
I
C
は
｢
な
か
空
か
で
き
ぬ
よ
　
償

う
､
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
て
も
(
水
道
栓
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
)
水
を
入
れ
さ
せ
ず
､
ま

た
ず
っ
と
後
の
番
に
な
る
と
火
が
消
え
て
ぬ
る
く
な
っ
て
い
て
も
致
し
方
が
な
い
と
い
う
､
手
の

こ
ん
だ
営
業
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
｡

山

　

　

谷

都
市
の
最
底
辺
層
の
住
民
の
す
ま
い
が
集
ま
っ
て
つ
く
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
ス
ラ
ム
(
細
長
宙
)
は

戦
後
だ
い
ぶ
様
相
を
か
え
た
｡
そ
の
中
で
､
明
治
の
木
賃
宿
に
相
当
す
る
も
の
は
､
今
日
`
ド
ヤ

-
簡
易
旅
館
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
さ
ま
ざ
ま
の
寄
生
的
な
搾
取
サ
ー
ビ
ス
犠
棚

に
と
り
か
こ
ま
れ
な
が
ら
､
最
低
の
生
物
学
的
生
存
ギ
-
ギ
リ
の
生
活
状
況
の
中
で
､
資
本
主
義

社
会
が
必
要
と
す
る
｢
自
由
｣
労
働
者
を
貯
留
し
集
積
し
て
お
-
場
と
し
て
､
し
た
が
っ
て
最
低

の
限
界
的
居
住
条
件
を
体
現
す
る
住
居
の
最
下
限
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
'
そ
れ
は
昔
と

変
わ
り
な
い
｡
し
か
し
'
そ
こ
に
住
む
労
働
者
の
階
層
､
労
働
の
形
態
'
労
働
力
の
管
班
組
織
な

ど
の
変
化
と
と
も
に
､
住
居
の
形
も
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
｡

現
在
'
い
わ
ゆ
る
ス
ラ
ム
･
不
良
住
宅
地
区
と
い
わ
れ
る
地
域
は
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出

さ
れ
､
そ
の
性
格
も
ま
た
い
ろ
い
ろ
で
送
る
が
､
上
の
よ
う
な
意
味
か
ら
注
目
さ
れ
る
代
表
的
な

も
の
は
､
東
京
の
山
谷
､
大
阪
の
釜
ケ
崎
の
ド
ヤ
街
で
あ
ろ
う
｡

山
谷
は
一
九
六
〇
年
七
月
二
六
日
か
ら
は
じ
ま
っ
て
一
〇
日
間
あ
ま
り
'
そ
の
居
住
民
三
'
0

0
0
人
が
彼
ら
に
と
っ
て
彼
ら
を
抑
圧
し
て
い
る
績
カ
の
象
徴
と
感
じ
ら
れ
た
マ
ン
モ
ス
交
番
を

包
囲
し
'
三
`
0
0
0
人
の
謹
言
が
出
動
す
る
と
い
う
事
件
で
世
人
を
お
と
ろ
か
せ
た
｡
大
阪
の

釜
ケ
晦
は
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
あ
と
の
六
一
年
八
月
一
日
か
ら
一
二
日
間
､
一
時
は
一
万
人
の

群
衆
が
つ
め
か
け
､
そ
の
鎮
圧
に
六
､
0
0
0
人
の
欝
官
が
出
動
､
二
億
の
金
が
そ
の
た
め
に
消

え
た
と
い
う
事
件
で
再
び
世
人
の
注
目
を
ひ
い
た
｡
そ
こ
に
は
明
治
の
木
賃
緒
が
近
代
化
さ
れ
た

｢
ド
ヤ
｣
が
､
そ
の
も
っ
と
も
ア
ク
チ
ヴ
な
住
民
･
自
由
労
働
者
の
住
居
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い

た
｡
現
代
の
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
の
最
底
辺
の
一
つ
の
型
を
み
き
わ
め
る
た
め
､
こ
れ
ら
の
ド
ヤ

を
少
し
く
な
か
め
て
み
よ
う
｡

東
京
の
山
谷
は
浅
草
日
本
堤
の
北
東
の
低
湿
地
で
'
都
鐙
の
山
谷
町
と
渦
橋
の
停
留
所
が
あ
っ

た
あ
た
り
を
中
心
と
し
た
径
一
h
く
ら
い
の
地
域
を
さ
し
`
東
京
都
内
で
は
江
東
区
の
高
橋
地
区

と
と
も
に
最
大
の
ド
ヤ
街
(
簡
易
宿
泊
旅
館
街
)
で
あ
る
｡
町
名
変
更
で
台
東
区
滑
川
一
-
二
､
日

衣
堤
一
-
二
､
東
浜
単
二
の
一
部
か
ら
荒
川
区
南
千
住
二
王
二
と
な
っ
た
約
九
二
二
二
h
の
広

さ
｡
こ
こ
に
一
九
六
八
年
現
在
二
･
五
万
か
ら
三
万
人
の
人
が
住
み
､
そ
の
約
一
･
五
万
人
が
ド

ヤ
す
ま
い
と
み
ら
れ
て
い
た
｡

山
谷
は
江
戸
開
府
後
の
埋
立
地
で
､
徳
川
幕
府
の
袋
娼
政
策
に
よ
り
〓
ハ
五
七
(
明
暦
3
)
年
に

吉
原
が
薪
吉
原
に
移
転
し
た
時
か
ら
｢
仮
宅
営
業
｣
の
地
と
な
り
､
｢
山
谷
通
い
｣
と
い
う
言
葉

が
あ
る
よ
う
に
集
団
売
春
街
と
し
て
成
長
し
た
｡
明
治
の
初
め
ご
ろ
か
ら
木
賃
宿
街
と
し
て
も
知

ら
れ
､
一
八
八
七
　
(
明
豹
)
年
の
宿
屋
営
業
取
締
規
則
で
市
中
に
散
在
す
る
木
賃
衛
が
韮
理
集
中

さ
れ
た
と
き
､
山
谷
は
そ
の
指
定
地
と
な
っ
た
｡
木
賃
宿
は
一
人
一
帖
の
大
部
屋
雑
居
と
､
夫
姉

連
れ
､
世
帯
持
ち
な
ど
の
ニ
ー
三
帖
の
別
間
と
あ
る
が
'
後
者
は
売
春
宿
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡

木
賃
宿
は
明
治
維
新
の
変
革
で
発
生
し
た
大
証
の
失
業
者
が
流
れ
こ
ん
で
雑
多
な
職
業
に
従
軍
す

る
底
辺
層
の
す
ま
い
で
あ
っ
た
が
､
東
京
が
資
本
主
義
大
都
市
へ
成
長
す
る
と
と
も
に
､
多
-
の

木
賃
宿
街
.
は
自
由
労
働
者
の
集
積
す
る
場
と
な
り
､
木
賃
宿
に
は
も
う
ろ
う
人
夫
引
き
が
出
没

し
､
零
せ
場
は
人
夫
請
負
業
が
ナ
ワ
張
り
を
も
っ
て
人
夫
を
あ
つ
め
る
所
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
山

谷
界
隈
の
街
頭
労
働
市
塚
に
あ
つ
ま
る
も
の
は
一
九
三
一
(
昭
6
)
年
に
は
二
､
五
〇
〇
人
と
な
っ

て
い
た
｡
当
時
ド
ヤ
も
約
一
〇
〇
軒
､
労
働
者
相
手
の
食
堂
が
四
〇
軒
､
ほ
か
に
九
拝
の
｢
し
ろ

こ
や
し
も
で
き
て
い
た
｡
日
傭
人
夫
の
最
低
賃
金
が
一
円
五
〇
銭
-
ら
い
の
当
時
'
宿
泊
費
は
二

五
銭
､
食
堂
の
大
盛
り
丼
飯
三
銭
'
み
そ
汁
二
銭
､
上
新
香
二
銭
と
い
う
相
場
'
煙
草
の
ば
･
皇
冗

(
1
)

り
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

太
平
洋
戦
争
で
そ
れ
ら
が
焼
失
し
た
あ
と
'
上
野
の
地
下
道
に
あ
っ
ま
っ
て
き
た
戦
災
者
･
浮

浪
者
な
ど
を
収
容
す
る
施
設
と
し
て
､
東
京
都
の
尻
押
し
を
持
て
'
山
谷
の
焼
け
跡
に
五
〇
張
り

ほ
ど
の
テ
ン
ト
村
が
つ
く
ら
れ
た
｡
戦
争
餓
牲
者
た
ち
は
一
泊
一
〇
円
の
宿
賃
で
､
一
帖
に
つ
き

二
､
三
人
が
つ
め
こ
ま
れ
､
シ
ラ
､
､
､
の
行
列
を
苦
に
す
る
こ
と
も
な
-
毛
布
を
体
に
ま
き
つ
け
'

､
I
)

折
り
重
な
っ
て
寝
る
｢
ね
ぐ
ら
や
と
し
と
な
っ
た
｡
そ
れ
ら
が
次
第
に
バ
ラ
ッ
ク
延
に
か
わ
り
､

二
､
三
時
の
小
さ
な
室
を
な
ら
べ
た
簡
易
旅
館
が
生
れ
て
き
た
｡
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
売
春

婦
で
し
め
ら
れ
､
一
時
｢
準
青
線
地
域
｣
の
状
況
を
呈
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
そ
の
の
ち
､

｢
も
ぐ
り
売
春
禁
止
｣
に
よ
る
警
察
の
取
締
り
が
さ
び
し
く
な
り
､
旅
館
経
営
者
側
も
福
相
人
の

選
択
制
限
を
や
る
よ
う
に
な
り
'
個
室
を
少
な
く
す
る
と
い
っ
た
建
て
方
の
改
良
(
?
)
な
ど
で

売
春
婦
の
宿
泊
が
減
り
'
や
が
て
タ
ナ
型
の
ベ
ッ
ド
･
ハ
ウ
ス
が
考
案
さ
れ
て
か
ら
､
次
第
に
独

身
男
子
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
を
彊
供
す
る
ド
ヤ
街
と
し
て
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
　
　
ヤ

こ
の
地
区
は
､
隅
田
川
の
言
問
桶
西
話
か
ら
南
千
住
へ
ぬ
け
る
都
僚
通
り
の
浅
草
一
丁
目
(
山

杏
)
と
滑
稽
の
間
が
中
心
で
､
道
の
東
側
が
ほ
と
ん
ど
ド
ヤ
街
､
西
側
に
食
堂
と
飲
み
屋
が
並
ん

で
い
る
｡
こ
こ
に
浅
草
簡
易
旅
館
組
合
加
盟
の
箔
が
一
九
六
〇
年
当
時
で
約
一
八
〇
柿
･
未
加
入
　
卜

の
も
の
を
入
れ
る
と
二
三
〇
余
あ
り
'
そ
の
う
ち
の
三
割
近
-
を
し
め
る
六
五
軒
が
三
帖
の
小
郡
　
的
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図23　東京･山谷の使易旅館の間取り(1951年新築)

425　ド

屋
を
主
体
と
す
る
小
商
人
･
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
相
手
の
旅
人
専
門
の
簡
易
旅
館
で
あ
っ
た
｡
残
り
の
　
側

〓
ハ
五
軒
が
ド
ヤ
住
人
の
た
め
の
宿
舎
と
な
っ
て
い
る
が
､
こ
の
宿
舎
も
ま
た
さ
ら
に
ヘ
ヤ
の
榔

遠
で
わ
け
る
と
'
一
一
帖
な
い
し
三
拍
く
ら
い
の
小
部
屋
に
わ
け
て
一
時
鴻
在
者
や
家
族
も
ち
の
住

む
ド
ヤ
(
約
九
〇
軒
)
と
'
｢
ベ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
｣
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
独
身
着
弾
用
の
ド
ヤ
(
約
七

五
軒
)
と
に
わ
け
ら
れ
た
｡
六
八
年
の
調
査
で
は
簡
易
宿
一
九
一
軒
　
-
　
う
ち
個
室
式
一
〇
八
'

ベ
ッ
ド
式
七
二
､
個
室
ベ
ッ
ド
併
設
武
人
'
大
部
屋
式
一
-
　
と
な
っ
て
い
る
｡
ド
ヤ
す
ま
い
の

人
び
と
に
将
す
る
生
活
施
設
と
し
て
は
'
簡
易
料
理
店
七
､
酒
店
一
七
'
食
彗
二
六
'
喫
茶
店
一

(
8
)

〇
､
料
理
店
四
､
パ
チ
ン
コ
屋
六
'
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
四
が
で
き
て
い
た
｡

(
1
)
　
底
辺
の
会
頭
『
ド
ヤ
ー
山
谷
を
中
心
に
-
』
､
一
九
六
一
･
一
｡
以
下
､
山
谷
の
叙
述
は
こ

の
本
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
｡

(
2
)
　
袖
崎
浩
『
山
谷
ド
ヤ
街
　
-
一
万
人
の
東
京
鮎
宿
　
-
　
』
`
一
九
七
四
二
ハ
｡

(
3
)
　
『
朝
日
新
聞
』
'
一
九
六
八
･
八
･
二
三
｡

小
部
屋
と
大
部
屋

図
-
-
は
一
九
五
一
年
に
建
設
さ
れ
た
か
な
り
程
度
の
よ
い
小
部
屋
式
の
ド
ヤ
の
聞
取
り
の
一
例

で
あ
る
｡
戦
前
の
木
造
ア
パ
ー
ト
に
よ
-
似
て
い
る
が
､
ヘ
ヤ
が
三
帖
と
極
小
の
大
き
さ
で
､
押

入
が
全
く
な
い
の
が
異
様
で
あ
る
｡
そ
れ
が
ド
ヤ
街
の
ア
パ
ー
ト
の
特
徴
と
い
え
よ
う
｡
採
光
の

ほ
と
ん
ど
な
い
:
つ
す
ぐ
ら
い
廊
下
に
ヘ
ヤ
が
並
ん
で
お
り
'
入
口
は
ブ
ス
マ
で
､
カ
ギ
は
ほ
と

ん
ど
か
か
ら
な
い
｡
こ
の
種
の
ド
ヤ
の
間
仕
切
り
は
ベ
ニ
ヤ
板
だ
け
で
`
物
音
や
話
し
声
は
つ
つ

ぬ
け
で
あ
る
｡
居
住
者
は
世
帯
持
ち
が
多
い
が
､
男
二
人
で
組
ん
で
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
､

収
入
が
多
い
と
か
荷
物
が
あ
る
た
め
一
人
で
一
つ
の
ヘ
ヤ
を
使
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
昔
と
同

じ
く
､
日
家
賃
で
あ
る
が
､
い
ず
れ
も
比
較
的
に
長
期
滞
在
者
が
多
い
｡

設
備
は
最
低
で
､
ド
ヤ
は
一
般
旅
館
と
ち
が
っ
て
食
事
を
出
さ
な
い
の
に
､
世
帯
掠
ち
の
た
め

の
炊
事
場
と
い
っ
た
も
の
が
な
い
｡
自
炊
を
ゆ
る
さ
な
い
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
す

べ
て
外
食
に
た
よ
っ
て
い
て
は
費
用
も
か
さ
む
の
で
'
狭
-
て
き
た
な
い
仮
設
台
所
で
佳
人
が
ゆ

す
り
あ
っ
て
炊
事
を
し
て
い
る
例
も
あ
る
｡
収
入
が
少
な
い
た
め
内
職
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い

が
'
昼
間
は
電
灯
が
つ
か
ぬ
か
ら
廊
下
や
戸
外
で
､
ま
た
夜
も
一
〇
時
か
ら
二
時
ご
ろ
に
な
る

と
消
灯
と
な
る
の
で
'
そ
の
あ
と
廊
下
や
玄
関
さ
き
'
時
に
外
の
街
灯
の
下
で
手
内
職
の
仕
事
を

し
て
い
る
人
を
見
か
け
る
こ
と
も
あ
る
｡
ヘ
ヤ
代
は
ー
九
六
〇
年
当
時
で
一
五
〇
-
六
〇
〇
円
'

畳
一
帖
一
二
〇
円
経
度
で
あ
る
｡
三
姑
の
ヘ
ヤ
が
多
く
､
一
晩
三
〇
〇
円
'
長
期
滞
在
の
場
合
は

二
〇
〇
l
一
五
〇
円
く
ら
い
と
ら
れ
る
｡
ア
パ
ー
ト
の
家
賃
が
一
カ
月
一
帖
一
､
0
0
0
円
と
い

わ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
､
一
帖
当
り
月
二
､
0
0
0
円
な
い
し
三
､
0
0
0
円
と
い
う
の
で
は

ず
い
ぶ
ん
高
く
つ
く
こ
と
に
な
る
｡
貧
乏
人
が
よ
け
い
生
活
費
を
搾
取
さ
れ
る
と
い
う
原
則
は
こ

こ
で
も
変
っ
て
い
な
い
｡
こ
う
し
た
小
部
屋
式
の
ド
ヤ
は
非
常
に
狭
く
'
程
度
の
わ
る
い
木
賃
ア

パ
ー
ト
､
た
だ
し
家
賃
支
払
形
式
が
日
家
賃
と
な
っ
て
い
る
も
の
　
-
　
と
い
う
風
に
み
る
と
､
住

居
の
形
式
と
し
て
は
普
通
の
住
宅
の
一
つ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
ア
パ
ー
ト
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
ド
ヤ
住
人
の
大
半
を
し
め
る
男
子
単
身
者
は
､
大
部
屋
式
木
賃
宿
の
流
れ
を
く

む
も
の
で
､
ア
パ
ー
ト
な
ど
と
は
全
く
変
っ
た
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
す
ま
い
の
形
式
を
と
っ
て
い

る
｡
も
と
小
部
屋
は
戦
前
の
木
賃
宿
の
流
れ
を
く
む
行
商
人
･
逆
芸
人
･
手
職
人
ら
の
宿
泊
が
多

く
､
木
熟
練
労
働
者
は
大
蔀
畳
が
多
か
っ
た
｡
一
五
階
数
と
い
っ
た
大
き
な
部
屋
に
追
込
み
式
の

ず
つ
寝
で
二
王
二
〇
人
が
枕
を
並
べ
て
寝
る
と
い
う
の
も
あ
る
が
(
図
的
I
)
`
四
帖
か
ら
八
帖
ぐ
ら

い
の
も
の
を
｢
大
部
屋
｣
と
い
い
､
た
い
て
い
は
一
人
一
帖
の
割
で
ザ
コ
寝
を
す
る
｡
こ
れ
は
や

が
て
も
っ
と
効
率
の
よ
い
ベ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
に
改
善
(
?
)
さ
れ
て
ゆ
く
が
､
ド
ヤ
ず
ま
い
の
原
型

と
し
て
注
目
に
値
す
る
｡

山
谷
で
｢
個
室
式
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
､
上
に
述
べ
た
小
部
屋
の
こ
と
で
､
現
実
に
は

二
､
三
人
の
共
用
で
追
い
込
ま
れ
る
場
合
が
多
く
'
少
人
数
の
共
用
室
､
つ
ま
り
小
部
屋
と
い
っ

た
方
が
当
っ
て
い
る
｡
一
九
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
多
く
建
て
ら
れ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ッ

ド
式
は
六
三
-
四
年
オ
-
シ
ビ
ッ
ク
景
気
の
時
代
か
ら
ふ
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

大
蔀
屋
式
で
は
め
い
め
い
自
分
の
衷
て
い
る
頭
の
上
に
地
下
タ
ど
や
ゴ
ム
長
､
や
ぶ
れ
た
作
業

衣
や
シ
ャ
ツ
な
ど
を
つ
る
す
こ
と
に
な
る
｡
各
人
の
持
ち
物
は
､
そ
う
沢
山
な
い
｡
盗
難
は
し
ょ

っ
中
お
こ
る
の
で
､
も
の
を
持
た
な
い
､
特
に
貴
重
品
は
身
に
つ
け
な
い
､
と
い
う
の
が
原
則
で

あ
る
｡
し
か
し
'
そ
う
は
い
っ
て
も
無
一
物
で
は
生
活
が
で
き
な
い
｡
そ
し
て
地
下
タ
ビ
や
カ

サ
･
ナ
ガ
グ
ッ
･
作
業
服
と
い
っ
た
'
た
い
し
た
金
目
の
も
の
で
は
な
い
が
手
に
入
れ
る
に
は
少

し
ま
と
ま
っ
た
金
の
い
る
程
度
の
生
活
必
需
品
が
､
か
え
っ
て
よ
く
紛
失
す
る
｡
け
れ
ど
も
い
く

ら
寵
し
て
も
返
っ
て
こ
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
､
騒
ぎ
た
て
な
い
の
が
､
こ
う
し
た
ド
ヤ
馨
し
を

す
る
も
の
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
で
あ
る
｡
ま
た
｢
雑
居
｣
で
あ
る
か
ら
､
肌
が
す
れ
あ
う
く
ら
い
接
近

し
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
だ
が
二
で
れ
だ
け
に
互
い
に
他
人
に
か
ま
っ
た
〇
､
他
人
の
こ
と
に
興

味
を
も
た
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
エ
チ
ケ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
｡

大
切
な
も
の
は
帳
場
に
あ
す
け
る
か
､
安
-
質
に
入
れ
て
お
く
の
か
確
実
で
あ
る
｡
そ
の
反

面
､
金
が
少
し
た
ま
る
と
､
現
金
で
も
っ
て
い
る
の
が
不
安
で
あ
る
し
､
貯
金
と
い
っ
た
め
ん
ど

う
く
さ
い
こ
と
を
す
る
気
風
は
な
い
の
で
､
使
い
み
ち
に
困
っ
て
つ
ま
ら
ぬ
も
の
を
買
っ
て
し
ま

う
｡
そ
し
て
金
に
因
る
と
そ
れ
を
質
入
れ
し
て
流
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
商
店
と
質

屋
に
金
を
も
う
け
さ
せ
､
収
入
と
し
て
得
た
金
の
党
も
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の

か
､
雑
居
生
活
の
強
い
て
い
る
い
ま
一
つ
の
消
費
生
活
面
で
の
搾
取
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
｡

ガ
ラ
ン
と
し
た
大
詔
屋
の
備
品
と
い
え
ば
､
安
っ
ぽ
い
ア
ル
ミ
の
灰
皿
く
ら
い
'
窓
に
は
普
通

の
家
と
は
反
対
に
､
家
の
中
に
あ
る
フ
ト
ン
が
知
ら
ぬ
間
に
外
に
盗
み
出
さ
れ
ぬ
よ
う
ス
カ
シ
板

が
は
っ
て
あ
る
｡
単
な
る
同
宿
と
い
う
こ
と
で
､
雑
居
生
活
に
は
別
に
さ
び
し
い
オ
キ
テ
と
い
っ

た
も
の
は
な
い
｡
た
だ
や
は
り
先
輩
は
奥
の
方
に
寝
､
新
入
り
は
入
口
近
-
に
寝
る
｡
こ
れ
は
無

論
単
な
る
地
位
(
?
)
の
表
示
で
は
な
い
｡
入
口
近
-
に
寝
る
も
の
は
'
-
晩
申
ア
タ
マ
の
上
を

ま
た
が
れ
る
し
､
ね
方
に
よ
っ
て
は
足
で
蛾
と
は
さ
れ
た
り
､
同
宿
も
の
の
放
屈
を
頭
か
ら
ぶ
っ

か
ぶ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
む
ろ
ん
夜
中
は
電
灯
は
つ
け
っ
ぱ
な
し
で
あ
る
｡

そ
れ
で
も
平
気
で
寝
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
は
い
う
も
の
の
`
特
に
む
し

む
し
と
不
快
指
数
の
あ
が
る
湿
気
の
高
い
盛
夏
は
､
ノ
ミ
･
ナ
ン
キ
ン
虫
の
攻
壁
が
き
つ
く
て
余

経
の
繚
達
者
で
も
ね
ぐ
る
し
-
な
る
｡
そ
の
い
ら
だ
た
し
さ
が
も
と
で
､
夜
中
に
喧
嘩
が
お
こ
る

こ
と
が
多
い
｡
ニ
ュ
ー
ス
に
大
き
-
報
等
さ
れ
て
ド
ヤ
と
い
う
も
の
の
存
在
を
大
き
-
人
び
と
に

つ
き
つ
け
た
再
三
の
歴
史
的
な
騒
動
が
む
し
暑
さ
の
絶
頂
で
あ
る
八
月
は
じ
め
に
ね
こ
っ
た
の

は
､
こ
う
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
｡

ベ

ッ

ド

･

ハ

ウ

ス

大
部
屋
式
･
雑
居
型
の
最
も
原
始
的
な
形
式
は
､
ま
っ
た
-
一
面
の
大
部
屋
の
ま
ん
中
に
映
さ

ぬ
さ
の
階
段
の
つ
い
た
二
階
建
て
が
多
い
｡
板
韻
り
の
床
の
上
に
チ
ョ
ー
ク
で
番
号
が
曹
い
て
あ

る
｡
暖
壕
で
宿
賃
を
は
ら
う
と
番
号
を
示
さ
れ
る
｡
ヘ
ヤ
の
す
み
に
読
ま
れ
て
い
る
蚊
を
一
枚
か

っ
い
で
き
て
自
分
の
番
号
の
と
こ
ろ
に
お
く
｡
そ
の
つ
ぎ
に
一
組
の
フ
ト
ン
を
運
ん
で
き
て
そ
こ

に
敷
く
　
-
　
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
で
注
､
い
か
に
た
だ
｢
ね
ど
こ
｣
空

間
さ
え
あ
れ
ば
い
い
と
い
っ
て
も
'
め
い
め
い
の
占
有
空
間
は
心
理
的
に
ぎ
わ
め
て
不
安
定
で
あ

る
｡
一
九
五
〇
年
こ
ろ
は
一
泊
三
〇
円
で
こ
の
形
式
の
も
の
が
ま
だ
か
な
り
あ
っ
た
か
'
そ
れ
よ

り
も
寝
る
場
所
が
ハ
ッ
キ
-
し
､
立
体
的
に
つ
め
こ
ん
で
効
率
的
か
つ
職
能
的
な
ベ
ッ
ド
式
が
生

ま
れ
て
き
た
｡

こ
れ
は
'
ち
ょ
う
ど
一
人
の
人
間
が
寝
る
長
さ
二
つ
と
廊
下
に
あ
て
る
空
間
の
幅
と
を
も
つ
ヘ
　
ヤ

ヤ
の
ま
ん
中
に
細
い
廊
下
を
と
お
し
､
そ
の
両
側
に
た
い
で
は
上
下
二
段
`
か
い
こ
棚
の
与
つ
な

床
を
つ
く
り
､
廊
下
側
に
足
を
む
け
て
一
人
一
帖
の
割
で
寝
床
が
な
ら
べ
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
て

い
る
｡
中
二
階
が
つ
く
ら
れ
る
の
で
空
間
利
用
の
効
率
は
ぐ
っ
と
高
く
な
る
｡
各
人
の
荷
物
は
そ

の
寝
床
の
上
の
方
に
つ
く
っ
た
タ
ナ
に
お
く
｡
新
米
だ
'
新
入
り
だ
と
い
っ
て
古
参
の
足
も
と
に
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寝
な
く
て
も
よ
い
｡
平
等
で
あ
る
｡
各
人
の
寝
床
の
両
方
は
勝
り
に
攫
し
て
い
で
も
'
一
応
安
定
　
飾

感
が
あ
る
｡
一
段
に
三
人
な
い
し
四
人
く
ら
い
二
重
に
二
で
一
六
人
程
度
と
い
う
も
の
が
多

い
｡
し
か
し
全
体
は
開
放
的
で
'
売
春
取
締
り
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
｡
経
営
者
の
方
も
有
利
だ

し
･
宿
泊
人
の
方
も
こ
の
方
を
よ
り
好
む
の
で
'
次
第
に
こ
の
形
式
が
ふ
え
で
き
た
｡
こ
の
ベ
ッ

ド
･
ハ
ウ
ス
式
で
大
体
一
泊
七
〇
-
九
〇
円
(
一
九
六
〇
年
当
時
)
で
あ
っ
た
｡

た
い
て
い
の
ド
ヤ
は
､
や
は
り
生
活
革
新
の
あ
ふ
り
を
う
け
て
テ
レ
ビ
が
お
い
て
あ
る
し
'
す

く
汚
れ
る
小
さ
な
家
猿
風
呂
程
度
の
も
の
で
は
あ
る
が
タ
イ
ル
撮
り
の
風
呂
が
あ
り
'
フ
ト
ン
も

八
〇
円
以
上
に
な
る
と
シ
ー
ツ
が
つ
き
､
冬
は
カ
ケ
ブ
ト
ン
一
枚
が
ふ
え
る
｡
し
か
し
六
〇
円
以

下
で
は
夏
冬
と
も
上
下
一
枚
､
シ
ー
ツ
な
し
の
万
年
床
'
風
呂
も
な
い
と
い
っ
た
状
態
で
`
金
の

値
打
ち
が
変
わ
っ
て
値
段
が
上
っ
た
た
だ
け
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
人
間
関
係
の
近
代
化
･
個
人
主

義
化
を
反
映
す
る
就
寝
形
式
の
若
干
の
近
代
化
が
み
ら
れ
る
が
'
明
治
の
木
賃
宿
と
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
ぬ
体
質
が
引
き
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

一
九
七
一
(
昭
4
6
)
年
の
東
京
都
内
簡
易
宿
泊
所
は
五
五
〇
軒
､
宿
泊
人
員
三
･
四
万
人
で
あ

っ
た
が
･
山
谷
は
二
一
四
軒
で
'
そ
の
三
九
%
'
宿
泊
人
民
で
は
四
八
%
を
し
め
て
い
た
｡

七
二
(
器
)
年
七
月
現
在
､
山
谷
地
蕾
宿
泊
所
と
宿
泊
鞭
は
大
体
･
次
の
通
り

A
　
三
帖
程
度
の
個
室
を
中
心
と
し
た
ド
ヤ
　
ー
一
四
三
種

一
泊
三
〇
〇
-
一
'
0
0
0
円
(
平
均
五
〇
〇
円
)
｡

B
　
ベ
ッ
ド
･
ハ
ウ
ス
(
男
子
楓
身
着
用
､
三
帖
の
問
に
二
段
で
四
人
､
六
帖
で
八
人
)
五
〇
軒

一
泊
二
五
〇
円
-
三
〇
〇
円
｡

C
　
個
室
と
ベ
ッ
ド
併
用
　
-
一
八
時

D
　
大
部
屋
(
戦
争
直
後
の
テ
ン
ト
村
の
名
残
り
'
追
込
み
式
)
-
一
軒
､
亜
一
帖
一
〇
〇
円
｡

合
計
三
三
軒
の
収
容
定
員
は
七
一
二
年
一
月
現
在
一
万
五
､
六
二
二
人
(
但
し
浅
草
保
健
所
衛
内

で
は
三
帖
の
定
員
を
三
人
､
荒
川
管
内
で
は
一
人
と
計
筑
し
て
い
る
の
で
若
干
の
誤
差
が
あ
る
)
と
な
っ
て

い
る
o
し
か
し
現
実
の
宿
泊
人
員
は
一
九
六
五
年
末
の
一
万
二
､
七
五
八
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
'

七
一
年
末
で
は
八
､
六
八
二
人
と
な
っ
て
い
る
｡

ド
ヤ
(
簡
易
宿
泊
所
)
は
､
ア
パ
ー
ト
や
一
般
の
す
ま
い
と
ち
が
っ
て
宿
泊
施
設
で
あ
る
か
ら

日
家
賃
で
あ
る
が
､
そ
う
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
､
宿
泊
暗
闘
が
午
後
一
二
-
五
時
か
ら
､
親
潮
の

九
-
一
二
時
ま
で
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
ド
ヤ
が
ド
ヤ
モ
ン
(
客
人
)
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
る

こ
と
を
怖
れ
る
経
営
者
側
が
つ
く
り
出
し
た
原
則
で
あ
ろ
う
が
'
長
期
滞
在
者
で
も
こ
の
時
間
に

な
る
と
必
ず
外
へ
追
い
出
さ
れ
る
｡

門
限
は
一
〇
-
一
一
時
で
､
消
灯
の
た
め
霞
化
器
具
は
つ
か
え
な
い
｡
洗
濯
も
の
の
干
し
場
も

な
く
､
衣
類
は
｢
着
た
き
り
す
ず
め
｣
で
使
い
捨
て
'
内
職
や
接
客
は
許
さ
れ
ず
'
社
交
は
街
頭

か
公
園
､
金
の
い
る
喫
茶
店
で
し
か
で
き
ぬ
｡
炊
事
の
設
備
の
あ
る
所
も
あ
る
が
せ
い
ぜ
い
禰
企

程
度
で
､
食
奉
は
原
則
と
し
て
食
堂
･
居
酒
屋
･
街
頭
の
軽
飲
食
施
設
な
ど
で
と
ら
ね
ば
な
ら
な

い
｡
そ
こ
に
家
族
生
活
か
ら
見
放
さ
れ
た
単
身
者
が
集
積
さ
れ
て
住
む
｡
こ
れ
は
す
ま
い
に
必
要

な
条
件
を
多
く
欠
落
し
た
｢
ね
ど
こ
｣
の
集
団
的
集
積
で
あ
り
､
睡
眠
と
外
気
か
ら
の
保
温
だ
け

を
可
能
に
す
る
｢
ね
ぐ
ら
｣
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
も
そ
の
｢
居
住
者
｣
は
､
-
〇
年
住
み
つ
い
て

い
て
も
住
民
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
､
登
録
も
さ
れ
ず
､
選
替
権
も
な
く
無
権
利
･
鯨
保
障
の
住
所

不
定
の
浮
浪
人
･
｢
無
宿
者
｣
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

六
〇
年
当
時
の
旅
館
組
合
の
調
査
に
よ
る
と
`
宿
泊
者
の
年
齢
は
二
一
殻
か
ら
工
ハ
○
擬
ま
で
の

壮
年
労
働
人
口
が
圧
倒
的
で
`
日
傭
労
働
者
が
多
-
.
そ
の
働
き
境
は
建
設
工
疎
･
港
湾
な
ど
で

あ
っ
た
｡
ド
ヤ
街
が
そ
う
し
た
労
働
力
の
稿
給
地
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

一
九
六
八
年
の
東
京
都
労
働
局
の
推
定
で
は
､
山
谷
の
住
人
は

職
安
利
用
者

睦
時
労
働
者

常
備
労
働
着

日
傭
労
務
者

自
営
な
ど

そ
の
他

二
､
六
〇
〇
人

二
､
五
〇
〇
人

三
､
一
〇
〇
人

二
`
0
0
0
人

一
二
〇
〇
人

一
'
七
〇
〇
人

計
一
三
､
0
0
0
人

で
､
そ
の
う
ち
三
､
0
0
0
人
が
い
わ
ゆ
る
｢
た
ち
ん
は
｣
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
で
あ
る
｡
そ
の

就
労
先
は
建
設
業
が
五
五
%
で
圧
倒
的
､
運
輸
一
四
%
､
塑
造
そ
の
他
三
一
%
と
い
う
｡
大
抵
屋
式

の
ド
ヤ
の
居
住
形
式
は
の
ち
に
み
る
建
設
労
働
者
の
｢
飯
場
｣
と
お
ど
ろ
く
は
ど
よ
く
似
通
っ
て

い
る
が
､
居
住
者
の
労
働
生
活
の
面
で
も
補
完
的
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
'
注
目
さ
れ
る
｡

(
1
)
　
前
出
『
山
谷
ド
ヤ
街
』
に
よ
る
｡
江
口
英
二
西
岡
串
蒸
･
加
読
佑
冶
編
著
『
山
谷
』
二
九
七

九
･
六
で
は
､
同
じ
頃
の
調
査
で
あ
る
が
軒
数
･
宿
泊
料
が
若
干
こ
と
な
っ
て
い
る
｡

大
阪
の
釜
ケ
崎

夜
逃
げ
に
は
ま
ず
｢
釜
が
さ
き
｣
､
あ
る
い
は
質
屋
か
ら
請
け
出
す
の
に
も
｢
釜
が
さ
き
｣
と

い
う
言
葉
が
地
名
に
な
っ
た
と
い
う
珍
説
が
あ
る
け
れ
ど
､
大
阪
の
祭
ケ
崎
は
本
営
は
古
-
か
ら

あ
る
字
名
で
､
大
阪
南
部
の
繁
華
街
･
浪
速
区
の
南
､
国
鉄
環
状
線
を
こ
え
た
西
成
区
の
兜
･
西

南
入
舟
町
言
筒
を
中
心
と
す
る
区
域
の
俗
称
で
あ
る
｡
明
治
の
こ
ろ
､
長
町
(
名
接
町
)
あ
る
い
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図26　番ケ崎附近地図.両側に黒店のある道は

商店街,ハーフ･トーンはドヤ街(1009年巽在)｡
表3　家族型別･宿泊施設(1967年)

慕-i圭戸萱アパート驚その他i計

(備考)大阪社会学研究会『愛嬢地区縁合実態詞査報
告』による｡

衷4　釜ヶ晦と山谷の比較(1951年)

i嘉山数谷主崇^i
700　　　75

15,000 ll,000

10,000　4,000

25,70015,075

(備考)大阪府警詞｡

表5　愛臨地区の靖泊所の変化(1970, 78年)

簡易宿泊所　一度アパート　日払アパート　　旅館　　　合計

軒1970 (昭45)　　221　　282　　　　46　　46　　　595

数1978 (昭53)　　　192　　　　255　　　　　　43　　　　31　　　　521

収能約70　　　　21･613　10･436　　　2･852　　杯明) (34901)

85 1978　　　　　17,792　　　4829　　　　　2, 2m　　　710　　　25, 537

(備考)大阪肺西成警察署の調査による｡毎年12月現在｡収容能力は　実宿泊ではな
い｡ 1970年の旅館の収容力は不明,総計はこれを算入していない｡
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は
下
寺
町
･
日
東
町
あ
た
り
の
伝
統
的
な
ス
ラ
ム
街
か
､
ら
､
大
阪
の
南
へ
通
ず
る
住
吉
街
道
ぞ
い
　
他

に
お
し
だ
さ
れ
て
き
た
貧
民
と
'
南
部
周
辺
農
村
か
ら
入
っ
て
き
た
出
稼
ぎ
の
貧
民
な
ど
が
住
み

つ
い
た
と
こ
ろ
で
'
一
八
九
八
(
明
3
1
)
年
の
大
阪
府
の
取
締
令
で
追
い
出
さ
れ
た
市
内
数
軒
の
木

賃
宿
が
田
ん
ぼ
の
中
に
家
を
建
て
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
｡
一
八
九
五
(
明
郷
)
年
に
東
田
町

に
マ
ッ
チ
エ
揚
が
で
き
､
労
働
者
長
屋
が
な
ら
び
､
の
ち
に
市
営
の
共
同
食
堂
･
共
同
宿
泊
所
な

ど
も
つ
く
ら
れ
た
が
､
資
本
主
義
大
都
市
成
長
の
一
環
と
し
て
木
賃
宿
も
み
る
み
る
ふ
え
で
､
明

治
末
期
に
は
三
〇
軒
に
な
り
､
第
一
次
世
界
戦
争
宿
後
の
大
正
七
､
八
年
に
は
四
九
軒
と
な
っ

て
･
裏
通
り
に
一
､
九
〇
〇
百
の
あ
ば
ら
や
が
建
ち
な
ら
ぴ
'
六
'
0
0
0
人
が
ド
ン
底
生
活
を
し

て
い
た
と
い
う
｡
一
九
二
五
　
(
大
調
)
年
に
今
宮
村
は
大
阪
市
に
編
入
さ
れ
入
船
町
と
な
っ
た

が
､
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
一
九
三
七
　
(
昭
S
)
年
に
は
､
今
宮
の
ス
ラ
ム
に
筒
易
旅
館
六
四

軒
､
そ
の
ほ
か
ホ
テ
ル
･
旅
館
一
七
軒
と
な
っ
て
お
り
､
ド
ヤ
の
宿
泊
者
は
五
'
七
三
四
人
(
ほ
か

に
曹
カ
ン
二
〇
〇
人
ほ
ど
)
'
ヘ
ヤ
は
三
帖
程
度
の
も
の
が
多
-
､
一
人
当
り
二
〇
銭
(
借
切
り
の
助
命

五
〇
銭
)
の
宿
泊
料
で
､
そ
こ
に
何
人
か
を
泊
ま
ら
せ
て
い
た
と
い
う
(
郡
昇
作
『
日
本
の
玄
関
･
釜

ケ
崎
』
)
｡
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
直
前
の
一
九
四
〇
(
囲
1
5
)
年
に
は
木
賃
宿
は
六
八
軒
に
ふ
え

で
い
た
｡
こ
の
間
一
九
l
八
(
大
1
)
年
に
こ
の
附
近
に
飛
田
遊
廓
が
開
設
さ
れ
た
｡
当
初
七
軒
.

娼
妓
三
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
､
二
五
年
に
は
一
六
八
軒
､
一
､
九
五
七
人
と
な
り
､
新
世

界
に
つ
づ
く
一
大
歓
楽
街
と
な
っ
て
飛
田
本
通
り
商
店
街
も
形
成
さ
れ
た
｡
そ
の
装
通
り
･
隣
接

地
と
い
う
条
件
も
加
わ
り
'
一
坪
二
戸
の
調
立
国
軒
長
屋
で
日
家
賃
を
と
る
と
い
っ
た
細
民
住
宅

に
､
日
倣
い
人
夫
･
下
駄
な
お
し
･
露
天
商
人
･
大
道
芸
人
･
紙
屑
買
い
な
ど
の
都
市
紐
民
が
住

み
つ
き
`
｢
ル
ン
ペ
ン
･
シ
う
､
､
､
･
大
事
･
フ
グ
申
誌
｣
な
ど
と
漣
び
つ
い
た
ス
ラ
ム
地
区
が
形

成
さ
れ
た
｡
戦
災
で
一
時
壊
滅
し
た
が
､
戦
後
は
旅
館
法
が
改
正
さ
れ
､
｢
簡
易
宿
所
｣
と
改
名

さ
れ
た
木
賃
宿
が
さ
ら
に
ふ
え
て
二
〇
〇
軒
を
こ
え
､
そ
の
立
地
範
囲
も
宿
営
業
制
限
が
な
く
な

っ
た
の
で
入
船
町
か
ら
周
辺
に
大
き
く
ひ
ろ
が
り
`
国
鉄
線
を
こ
え
て
エ
ビ
ス
町
方
面
に
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
図
2
6
)
｡

こ
の
地
区
の
住
人
は
一
九
六
〇
年
現
在
で
約
三
･
五
万
人
'
日
価
労
働
者
が
六
-
七
割
を
し
め
'

定
着
商
店
二
股
住
民
は
二
王
二
割
､
一
割
た
ら
す
の
寄
生
的
ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
と
い
っ
た
梯
戊

を
も
つ
と
い
わ
れ
た
｡
戦
後
の
人
口
は
一
九
五
五
(
昭
5
0
)
年
と
ろ
ま
で
は
わ
り
に
ゆ
る
や
か
な

増
加
で
あ
っ
た
の
に
'
そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
を
反
映
し
て
､
一
人
世
帯
･
単
身
者
を
中
心
と

し
て
急
激
に
ふ
え
､
一
山
当
り
七
〇
〇
人
と
い
う
過
蕗
状
態
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
世
帯
人

員
で
み
る
と
世
帯
総
数
の
四
〇
%
が
一
人
世
帯
`
二
人
世
帯
ま
で
で
六
〇
%
を
し
め
る
と
い
う
特

異
な
構
成
を
も
ち
､
そ
の
八
五
-
九
〇
%
が
戦
後
の
来
任
と
い
う
'
つ
ま
り
経
済
成
長
の
波
に
の

っ
て
資
本
の
要
求
す
る
建
設
･
運
輸
･
港
湾
等
の
下
謁
･
培
身
･
自
由
労
働
者
の
薬
殺
地
･
貯
水

池
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
｡
そ
し
て
職
安
と
ヤ
ミ
手
配
師
を
通
じ
て
､
日
傭
･
臨

時
工
･
社
外
工
･
人
夫
な
ど
約
一
万
人
が
当
時
こ
の
地
区
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

釜
ケ
晦
の
ド
ヤ

(
-
〕

一
九
六
七
年
八
月
に
社
会
学
研
究
会
の
お
こ
な
っ
た
九
〇
八
人
の
抽
出
調
査
に
よ
る
と
袈
-
の

よ
う
に
そ
の
住
人
に
は
ド
ヤ
す
ま
い
の
単
身
者
が
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
こ
に
あ
っ
ま
っ
て
い
る
底
辺
労
働
者
の
す
ま
い
の
形
式
は
､
大
ま
か
に
い
っ
て
佃
島
宿
所

(
ド
ヤ
)
､
簡
易
ア
パ
ー
ト
'
仮
小
屋
･
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
の
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
が
'
-
九
五
一
年

八
月
の
大
阪
府
欝
の
調
査
で
は
､
一
般
住
宅
を
の
ぞ
い
て
表
一
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
う

ち
の
簡
易
宿
泊
所
(
ド
ヤ
)
　
が
往
年
の
木
賃
宿
の
伝
統
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
'
山
谷
に
比
頓
す
る

と
ド
ヤ
の
規
模
(
一
軒
当
り
宿
泊
人
員
)
が
や
や
大
き
い
こ
と
が
目
に
つ
く
｡

大
阪
で
は
元
来
こ
う
し
た
木
賃
宿
影
式
よ
り
も
､
粗
末
な
長
屋
な
い
し
バ
ラ
ッ
ク
に
住
む
世
滞

詩
ち
の
住
民
の
方
が
組
員
街
に
多
い
の
で
あ
っ
た
か
'
高
度
成
長
期
に
入
っ
て
か
ら
農
村
の
崩
壊

に
よ
っ
て
か
り
出
さ
れ
た
母
身
労
働
者
の
集
積
が
こ
の
よ
う
な
状
況
を
う
み
だ
し
て
､
ド
ヤ
街
の

形
成
を
も
た
ら
し
た
｡
ド
ヤ
の
形
式
は
山
谷
の
場
合
よ
り
も
の
ち
に
み
る
よ
う
に
'
近
代
化
が

よ
り
す
す
ん
で
い
た
よ
う
に
み
え
る
｡
な
お
､
ド
ヤ
に
住
ん
で
い
る
､
い
わ
ゆ
る
ド
ヤ
モ
ン
は
大

半
が
単
身
･
肉
体
労
働
者
で
､
そ
の
ほ
か
の
二
割
が
ま
じ
め
な
世
帯
萬
ち
'
一
割
が
表
向
き
は
無

職
で
､
割
に
ぜ
い
た
く
な
暮
し
を
し
て
い
る
寄
生
搾
取
組
織
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
な
っ
て

い
て
､
昔
の
木
賃
宿
に
三
割
ち
か
-
み
ら
れ
た
身
心
障
害
や
藷
齢
な
ど
に
よ
る
社
会
的
落
伍
周
は

戦
後
は
少
な
く
な
り
､
一
割
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
｡
ド
ヤ
街
が
高
度
経
済
成
長
に
奉
仕

す
る
労
働
力
の
貯
水
池
的
な
請
給
源
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
き
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
｡

釜
ケ
崎
(
公
式
に
は
愛
隣
地
区
)
は
万
国
博
前
後
の
建
設
ブ
ー
ム
で
大
き
く
ふ
-
れ
上
が
る
が
'

そ
の
後
の
宿
泊
施
設
の
動
向
を
一
九
七
〇
年
と
七
八
年
に
つ
い
て
示
し
て
み
る
と
衷
-
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
｡
さ
き
の
五
一
年
の
調
査
と
比
べ
合
わ
せ
て
み
る
と
'
旅
館
は
減
少
(
収
容
人
員
は

あ
ま
り
減
っ
て
い
な
い
)
　
の
傾
向
が
あ
る
が
､
簡
易
宿
泊
所
､
ア
パ
ー
ト
(
一
般
吸
び
日
払
い
)
は
共

に
七
〇
年
に
は
増
大
し
､
旅
館
を
の
ぞ
い
て
収
容
能
力
一
二
･
五
万
人
に
ふ
-
れ
上
っ
て
い
る
｡
そ
　
ヤ

の
後
､
高
度
経
済
成
長
の
ス
ト
ッ
プ
と
建
設
軍
藁
の
沈
滞
を
反
映
し
て
減
少
し
､
七
八
年
は
旅
館

の
七
一
〇
人
を
加
え
て
も
､
収
容
能
力
は
二
二
ハ
万
人
､
七
〇
年
の
七
割
程
度
に
下
が
っ
て
い

ド

る
｡
盛
衰
の
茜
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

(
1
)
　
大
阪
社
会
学
研
究
会
『
愛
隣
地
図
線
合
実
態
調
査
報
告
.
)
'
一
九
六
八
･
四
｡
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図27　かいこ湖式ベッド･-クス
図29　2度ハブ型個室

図28　釜ケ崎のドヤ断

面の発展変化の図式
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図31デラックスな2度型ドヤ(鉄筋コンクリート)

431ド　　　ヤ

ネ
グ
ラ
個
室

簡
易
宿
泊
所
の
ほ
か
に
､
こ
の
地
区
で
聖
二
晴
建
て
湿
度
で
天
井
が
低
-
'
狭
い
廊
下
の
両
側

に
二
階
-
ら
い
の
小
さ
な
ヘ
ヤ
が
な
ら
ぷ
日
家
賃
の
簡
易
ア
パ
ー
ト
(
一
驚
雪
り
面
積
平
均
一
丁

二
帖
､
一
人
当
り
〇
･
八
帖
)
や
､
権
利
金
を
支
払
い
'
家
賃
は
月
払
い
の
三
帖
一
間
-
ら
い
の
バ

ラ
ッ
ク
住
宅
が
あ
る
o
こ
れ
ら
は
古
い
ス
ラ
ム
街
の
陳
謝
長
尾
の
伝
統
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

が
､
他
方
ド
ヤ
と
の
瑞
界
が
は
っ
き
り
し
な
い
存
在
で
も
あ
る
｡
そ
れ
ら
す
べ
て
が
こ
の
地
区
に

あ
っ
ま
っ
て
く
る
雑
多
な
人
び
と
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
(
宿
所
)
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
そ
の
最
も
現
代
的
な
典
型
は
い
わ
ゆ
る
ド
ヤ
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
を
少
し
-
挫
現
し
て
な
が

め
て
み
よ
う
｡

も
と
も
と
ド
ヤ
は
旅
館
業
法
で
取
り
締
ら
れ
て
い
る
が
､
罰
則
が
な
い
｡
旅
館
,
ホ
テ
ル
･
下

宿
の
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
､
｢
簡
易
宿
所
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
元
来
｢
山
小

屋
｣
な
ど
を
規
定
し
た
も
の
で
､
条
項
は
少
な
い
｡
た
だ
客
室
は
三
幅
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
､
建
築
申
請
の
書
類
は
三
帖
の
室
に
な
っ
て
い
て
も
実
際
は
一
帖
程

度
の
小
間
に
分
割
す
る
｡
よ
く
お
こ
な
わ
れ
.
t
e
分
割
法
は
平
面
を
三
つ
に
区
切
る
方
法
､
二
段
に

し
て
三
堕
一
室
･
あ
る
い
は
両
側
に
二
段
の
ベ
ッ
ド
･
ル
ー
ム
四
つ
と
い
う
方
法
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
に
し
て
･
た
と
え
ば
一
二
階
建
を
事
実
上
六
階
建
に
す
る
こ
と
も
よ
-
お
こ
な
わ
れ
る
｡

ド
ヤ
-
噛
易
宿
所
に
は
い
ろ
い
ろ
の
形
式
が
あ
り
､
さ
き
に
｢
山
谷
｣
の
項
で
も
ふ
れ
だ
が
'

釜
ケ
晴
に
現
実
に
存
在
す
る
ド
ヤ
の
代
表
的
な
も
の
を
し
め
す
と
`

0
0
　
大
部
邑
式
1
一
〇
脂
な
い
し
二
〇
帖
敷
き
の
並
等
船
室
の
よ
う
な
タ
ダ
っ
広
い
大
部
屋

に
追
込
み
式
で
幾
人
も
つ
め
こ
む
も
の

㈲
　
榔
ベ
ッ
ド
式
-
山
谷
の
ベ
ッ
ド
･
ハ
ウ
ス
と
よ
く
似
た
'
二
段
に
棚
を
お
い
て
､
そ
れ

が
ベ
ッ
ド
と
な
り
`
幾
列
も
な
ら
ん
で
い
る
形
式

㈲
　
小
間
式
(
個
室
式
)
　
-
一
室
一
･
五
帖
な
い
し
三
帖
-
ら
い
｡
三
胎
で
定
員
二
名
が
普
通

だ
が
､
二
帖
で
二
人
の
相
部
屋
も
あ
る
｡
一
人
当
り
二
〇
拍
な
い
し
÷
五
肺
く
ら
い
に

な
る
｡

一
九
五
八
年
ご
ろ
の
調
べ
で
は
伽
が
一
人
当
り
一
晩
四
〇
-
五
〇
円
､
㈲
で
八
〇
-
一
〇
〇

円
,
㈲
ば
一
〇
〇
-
一
八
〇
円
､
一
人
ぺ
や
で
一
五
〇
-
二
〇
〇
円
が
相
場
だ
っ
た
｡

個
は
最
も
原
始
的
な
雑
魚
軸
形
式
の
も
の
で
､
宿
泊
料
も
一
番
や
す
い
が
･
こ
れ
は
山
谷
の
地

合
と
同
じ
く
古
い
影
と
な
り
'
次
第
に
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
｡

の
は
山
谷
で
は
圧
倒
的
な
も
の
で
､
釜
ケ
崎
で
も
最
近
ふ
え
て
お
り
､
収
容
力
か
ら
い
う
と
か

灘

　

　

-

　

　

i

i

i

i
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表6　釜ケ時の宿泊所形式(1967･6)

許　可　無許可　　計

図32　旧式の2度型

を｢立てる｣部屋に改

造した例(金ヶ崎･橿

売国)室肉断面(右)

もとは2段になって

床のあった謡分の疎が

そのまま壁面に残り,
マドももとのままであ

る｡上下2室を1室に

したため,天井高が-

ヤのスペースにくらべ

ていちじるしく高い｡

左図は上から見た室内
宿泊状況｡床面は京間
1曲こもみたぬ広さ

である｡なお釜ケ崎の

ドヤの見取図は山本康

弘君の実測データによ
る｡ (南口恭行.加藤

男親,山本康弘｢ねぐ

らみてある記･雀蜂｣｡

『住宅建設』 No. 18,

1969 3参照)｡
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図33　同前.採光通風のため処々に中庭(光庭)を

とっているが.ほとんど密閉空間で,迷路のような
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図37　釜ケ崎のデラックス･ドヤの外観

図36　2技塾4膳8屈の

鉄筋ドヤ(山草園)

図34　最大限度に空
間的につみかさねてい
のろで.上下入りくん

で廊下が争える(同上)

図35　ドヤの玄関(同上)
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的

的

5

3

約

1

9

鋤

1

1

飴

5
0
銑
4
2
戯

式
式
式
式

層
届

-
葦

佃

階

伯

太

な
り
の
比
重
を
し
め
る
が
･
あ
ま
り
多
く
は
な
い
｡
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
個
人
の
空
間
領
域
を
ハ
　
拙

ッ
キ
リ
さ
せ
た
個
室
式
の
方
が
薯
ば
れ
る
傾
向
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
タ
ナ
式
の
床
を
騙
一
m

程
度
に
ギ
リ
ギ
リ
の
大
き
さ
で
区
切
る
と
い
っ
た
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
｡
こ
れ
が
㈲
の
小
間

式
で
､
そ
の
一
個
当
り
の
大
き
さ
は
一
帖
軽
度
の
も
の
が
あ
り
､
二
脂
に
満
た
な
い
も
の
も
多

い
｡
ウ
ナ
ギ
が
石
が
さ
の
穴
に
も
ぐ
り
こ
む
よ
う
に
す
べ
り
こ
ん
で
入
る
タ
ナ
･
ハ
コ
式
の
も
の

も
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
で
は
､
床
の
上
に
坐
わ
る
こ
と
が
で
き
て
も
ま
っ
す
ぐ
に
は
立
て
な
い
｡

カ
イ
コ
榔
式
で
は
何
と
か
手
樽
で
き
た
け
れ
ど
､
個
々
の
ハ
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
､
も
ぐ
り
こ

む
よ
う
な
入
り
方
し
か
で
き
な
く
な
る
｡
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
確
保
で
き
て
も
居
住
性
は
い
ち
じ
る

し
く
低
下
す
る
｡

そ
こ
で
や
は
り
頭
が
つ
か
え
る
よ
う
な
タ
ナ
型
な
い
し
タ
ナ
･
ハ
コ
型
は
さ
ら
わ
れ
､
立
っ
て

も
頭
の
つ
か
え
な
い
｢
立
て
る
｣
個
室
が
求
め
ら
れ
て
く
る
｡
そ
う
い
う
要
求
が
強
い
た
め
'
図

織
の
よ
う
に
ハ
コ
･
タ
ナ
式
の
中
間
の
床
を
お
と
し
て
一
部
の
郵
屋
を
｢
立
て
る
霊
｣
に
改
造
し

た
も
の
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
が
､
ギ
-
ギ
-
や
っ
と
立
っ
て
頭
が
つ
か
え
な
い
稜
度
の
ヘ
ヤ
を
は

じ
め
か
ら
二
段
つ
み
か
さ
ね
て
一
階
と
す
る
デ
ラ
ッ
ク
ス
･
ハ
コ
タ
ナ
型
が
あ
ら
わ
れ
て
-
る
｡

こ
う
な
る
と
個
室
型
と
全
く
か
わ
ら
な
く
お
る
が
'
た
た
ち
が
う
の
は
天
井
商
が
居
室
の
条
件
を

そ
な
え
て
い
な
く
て
'
ギ
-
ギ
リ
立
て
る
だ
け
の
高
さ
だ
け
し
か
な
い
｡
た
だ
し
義
向
き
は
そ
う

し
た
つ
-
り
方
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
で
､
中
の
床
を
ぬ
い
て
一
階
で
届
出
て
お
き
`
あ
と
で
こ

れ
を
上
下
に
区
切
っ
て
二
階
に
す
る
｡
そ
の
た
め
特
に
上
段
の
室
に
出
入
り
す
る
の
に
は
工
夫
が

い
る
｡
は
じ
め
は
か
い
こ
タ
ナ
(
ベ
ッ
ド
･
ハ
ウ
ス
)
式
と
同
じ
く
ハ
シ
ゴ
を
つ
け
て
い
た
｡
し

か
し
上
段
を
使
う
人
に
は
ハ
シ
ゴ
は
何
と
い
っ
て
も
個
室
の
戸
を
あ
げ
た
て
し
て
出
入
り
す
る
の

に
不
便
で
あ
る
｡
よ
っ
は
ら
っ
て
い
る
と
事
故
が
よ
く
お
こ
ろ
｡
そ
こ
で
非
常
に
伯
母
な
､
幅
五

〇
の
く
ら
い
の
廊
下
を
上
階
の
片
方
に
-
つ
つ
け
､
向
い
側
の
ヘ
ヤ
に
も
入
れ
る
よ
う
に
'
こ
の

廊
下
か
ら
戸
ご
と
に
橋
を
つ
け
る
(
図
紬
'
3
8
)
｡
つ
ま
り
中
二
階
の
廊
下
に
穴
が
あ
い
て
一
応
｢
中

二
階
｣
の
感
じ
を
出
し
て
い
る
よ
う
な
つ
く
り
方
で
あ
る
｡
し
か
し
中
に
は
更
に
も
う
少
し
ぜ
い

た
く
に
し
て
`
ま
ん
中
に
吹
き
ぬ
き
を
と
っ
て
い
る
も
の
(
図
的
'
〓
)
も
あ
る
｡
こ
う
な
る
と
､

た
だ
天
井
高
が
低
く
個
室
の
単
位
面
積
が
小
さ
い
だ
け
で
､
普
通
の
ア
パ
ー
ト
や
ホ
テ
ル
と
あ
ま

り
か
わ
ら
な
い
｡
か
な
り
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
ハ
コ
型
と
な
る
｡

一
九
六
七
年
の
大
阪
社
会
学
研
究
会
の
調
査
で
は
､
表
-
の
よ
う
に
'
こ
の
㈲
小
間
型
が
圧
倒

的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
傾
向
は
､
前
に
み
た
個
室
か
ら
ベ
ッ
ド
･
ハ
ウ
ス
型
に
か
わ
っ

て
き
た
と
い
う
山
谷
の
変
化
傾
向
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
､
そ
の
個
室
は
今
ま
で
の
常

識
か
ら
す
る
と
お
そ
る
べ
き
狭
小
な
個
室
で
:
ス
グ
ラ
バ
コ
型
=
カ
プ
セ
ル
住
宅
の
見
本
の
よ
う
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図40　吹按をまん中につけた2段型

ドヤ･山光(個室190円, 1鮒年)

衷7　釜ケ崎の簡易宿泊所の実態(1粥7年4月及び70, 78年各12月現在,大阪府轡調)

情話~｢器~許　　　　　可

個人経営　全社組織　小　　計

個室(小間) ベ.,.ド一式 ��#S#��Cb�32�鼎�2�51 4 3 I 59 ��途�r��b�"���##2�2脇 1 13 ���"���

個室ベット併用 大部屋(追込) 大部屋.個室併用 総計 ���"��3�#c�cB��4 221 澱�2���"�

8, 833　　　634　　9, 467

495　　　　　　　　　　495

1, 512　　　590　　2. 102

70　　　　200　　　　270

10. 910　　1, 424　12. 334

(側考)収容人員は収容偶力で.実宿泊人員ではない｡

1鯵4

蓑8　釜ケ噂のドヤの居住者(1960年)

単身者　　　世帯詩

男　　女　　　男　　女

行商･露店･自営

常勤僅社…

トビ･大工･職人

日　鮨･人　夫

芸人･そ　の他

無　　　　　　職

計

世帯主の比率　　　　　　年　齢

世話持　　　独　身　　　　　こども

男　13･ 5　　　　61 0%　　　　　青少年

女　16.8　　　　8 7%　　　　20歳代

計　　30 3　　　　69 7%　　　　30-50代

老　人

図41吹抜き廊下の見取り図(パレス)
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縫
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な
も
の
で
あ
る
｡

別
の
謂
査
(
一
九
六
七
年
四
月
)
に
よ
る
と
表
-
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
'
個
室
･
中
間
型
が
圧

倒
的
に
多
い
｡
無
許
可
は
年
々
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
､
ド
ヤ
の
半
分
は
建
築
塑

造
法
遵
反
､
菊
は
旅
館
業
法
に
速
度
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
た
｡

万
国
博
に
む
か
う
六
〇
年
代
の
末
期
の
傾
向
と
し
て
は
'
鉄
筋
ド
ヤ
の
設
備
競
争
が
み
ら
れ
`

｢
完
全
冷
房
｣
｢
完
全
個
室
｣
が
う
た
い
文
句
に
な
り
'
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
冷
房
つ
き
の
鉄
筋
五
階

建
､
四
〇
〇
人
以
上
も
収
容
し
､
カ
ラ
ー
ナ
レ
ピ
を
そ
な
え
た
高
級
マ
ン
モ
ス
･
ド
ヤ
が
出
現
し

た
し
､
三
な
い
し
五
階
建
の
も
の
が
急
増
し
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
古
い
木
造
二
階
建
て
程
度

の
も
の
は
改
築
が
お
こ
な
わ
れ
て
や
や
減
少
気
味
で
あ
っ
た
｡

六
八
年
八
月
の
調
べ
で
'
愛
擁
地
区
三
高
､
六
二
m
の
こ
の
地
区
の
宿
泊
施
設
は
旅
館
五
一
'

簡
易
宿
二
二
八
(
う
ち
鉄
壁
ハ
一
)
､
ア
パ
ー
ト
三
一
七
､
共
同
住
宅
八
〇
､
バ
ラ
ッ
ク
二
四
一
'

登
録
･
無
登
録
を
あ
わ
せ
て
四
･
五
万
人
が
住
み
(
一
心
当
り
七
三
〇
人
)
`
そ
の
う
ち
一
･
八
万
人

の
日
傭
労
働
者
が
ド
ヤ
す
ま
い
と
み
ら
れ
た
｡
宿
泊
料
金
は
､
平
均
賃
銀
が
一
'
三
〇
〇
円
で
あ

っ
た
六
七
年
と
ろ
､
個
室
一
面
(
一
〇
0
-
四
〇
〇
円
)
､
ベ
ッ
ド
式
(
八
〇
l
一
〇
〇
円
)
'
大
蔀
屋

(
八
〇
-
二
〇
〇
円
)
で
あ
っ
た
も
の
が
`
や
や
上
昇
気
味
に
な
り
､
賃
銭
も
年
に
二
〇
〇
⊥
二
〇
〇

円
ア
ッ
プ
し
た
け
れ
ど
､
一
泊
三
〇
〇
-
四
〇
〇
円
を
と
る
ド
ヤ
が
ふ
え
`
六
〇
〇
円
の
個
室
も

六
八
年
に
は
あ
ら
わ
れ
て
き
た
｡

そ
の
後
の
変
化
を
七
〇
年
､
七
八
年
の
調
査
で
み
る
と
(
裳
7
)
､
無
許
可
は
整
理
さ
れ
､
七
〇

年
に
は
六
七
軒
(
収
容
能
力
七
､
〇
五
九
人
)
に
ふ
え
で
い
た
が
'
七
八
年
に
は
全
く
な
く
な
っ
た
o

宿
泊
室
の
形
式
か
ら
み
る
と
`
大
部
屋
(
追
込
み
式
)
の
宿
泊
所
は
客
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
消
え
へ
個
室
(
小
間
)
型
が
軒
数
で
も
(
七
八
年
'
九
五
%
)
'
収
容
人
員
で
も
(
九
三
%
)
､

支
配
的
に
な
っ
て
い
る
｡
ド
ヤ
は
完
全
に
｢
近
代
化
｣
さ
れ
'
蜂
の
巣
の
よ
う
に
小
さ
な
寝
床
空

間
を
立
体
的
に
薄
み
あ
げ
た
｢
人
間
倉
庫
｣
に
変
っ
た
｡

ド

ヤ

モ

　

ン

こ
う
し
た
ド
ヤ
に
す
む
住
人
-
ド
ヤ
モ
ン
は
さ
き
に
も
述
べ
た
と
お
り
'
ほ
と
ん
ど
が
単
身
者

で
あ
る
｡
少
し
古
い
が
二
九
六
〇
年
の
調
査
を
不
す
と
､
雫
の
よ
･
つ
に
な
る
｡
こ
の
茨
で
は
　
ヤ

ま
だ
自
営
行
商
･
芸
人
と
い
っ
た
伝
統
的
な
ス
ラ
ム
街
的
居
住
者
が
か
な
り
い
る
が
･
注
目
さ
れ

る
こ
と
は
男
の
一
人
も
の
が
七
〇
%
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
男
は
女
の
三
倍
'
男
の
二
割
が
世
帯

持
ち
に
す
ぎ
な
い
｡
反
対
に
女
の
七
割
､
つ
ま
り
女
は
大
部
分
世
話
持
ち
と
し
て
住
ん
で
い
る
o
　
ド

し
か
し
世
帯
持
ち
の
二
割
は
欠
寂
家
族
で
子
供
づ
れ
は
一
割
､
そ
の
場
合
も
継
父
母
が
多
-
､
手
　
鍋
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図42　パレス室内(個室170円)
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3

僕
の
半
分
以
上
は
未
就
学
ま
た
は
不
就
学
､
子
供
中
心
の
家
族
で
は
な
く
で
子
供
は
｢
邪
魔
も
の
　
鍋

扱
い
｣
に
な
っ
て
い
る
｡
ド
ヤ
は
家
庭
生
活
の
容
器
で
な
い
こ
と
を
も
の
が
た
る
｡
子
供
は
だ
か

ら
早
く
か
ら
家
庭
を
と
び
出
し
､
年
齢
梅
戌
は
三
〇
-
五
〇
歳
代
が
六
割
で
､
督
少
年
は
少
な

い
｡
素
人
は
男
や
も
め
が
多
い
｡
し
か
し
老
人
は
次
第
に
減
り
､
二
〇
歳
代
が
ふ
え
て
い
た
｡
外

国
人
は
少
な
い
｡
ド
ヤ
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
ぬ
日
家
賃
の
ア
パ
ー
ト
や
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
の
住
人
も

い
る
が
､
こ
の
ド
ヤ
モ
ン
こ
そ
は
盆
ケ
階
を
形
成
し
て
い
る
典
型
的
な
階
層
で
あ
り
'
こ
の
地
区

の
住
人
の
性
格
を
代
表
し
て
い
る
｡

そ
の
生
活
の
時
間
的
な
パ
タ
ー
ン
は
､
六
八
年
末
か
,
皇
ハ
九
年
一
月
に
か
け
て
こ
こ
に
住
み
つ

い
て
調
査
し
た
東
大
生
･
山
本
康
弘
君
ら
の
研
究
(
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
図
面
の
資
料
も
同
君
ら
に
よ
る
)

に
よ
れ
ば
､
図
僻
の
よ
う
な
彩
に
な
る
｡

ド
ヤ
モ
ン
は
､
夕
方
五
時
ご
ろ
に
な
る
と
ボ
ツ
ボ
ツ
､
ド
ヤ
に
や
っ
て
来
る
｡
肢
渇
で
椿
貨
を

は
ら
い
宿
を
予
約
す
る
｡
七
時
ご
ろ
に
な
る
と
満
員
に
な
る
所
も
あ
る
か
ら
'
宵
の
口
に
金
を
出

し
て
ヘ
ヤ
を
と
っ
て
お
く
の
か
コ
ツ
で
あ
る
｡
ド
ヤ
の
フ
ロ
ま
た
は
公
衆
浴
場
で
入
浴
を
す
ま

せ
'
ノ
､
､
､
ヤ
ま
た
は
メ
シ
ャ
で
夕
食
を
と
る
｡
六
八
年
畳
の
調
査
で
は
､
こ
の
界
隈
に
立
ち
ノ
ミ

や
三
一
六
`
酒
屋
三
六
､
喫
茶
店
八
九
､
め
し
や
一
〇
八
､
す
し
や
二
三
`
お
好
み
焼
屋
二
二
､

ホ
ル
モ
ン
屋
二
二
､
中
華
店
八
､
パ
チ
ン
コ
店
二
､
マ
ー
ジ
ャ
ン
二
六
､
ス
マ
ー
ト
ポ
ー
ル

二
'
ゼ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
二
'
小
料
琵
店
な
ど
九
九
と
な
っ
て
い
た
｡

九
時
か
ら
一
〇
時
ご
ろ
に
な
る
と
ド
ヤ
忙
帰
っ
て
来
る
｡
ヘ
ヤ
と
い
っ
て
も
音
は
つ
つ
ぬ
け
で

あ
る
｡
一
一
時
ご
ろ
に
な
る
と
少
し
静
か
に
な
る
が
'
呼
び
だ
し
の
マ
イ
ク
が
時
々
ど
な
る
｡

朝
五
時
半
に
な
る
と
目
を
さ
ま
す
｡
大
小
の
バ
ス
が
宵
空
労
働
市
場
に
集
ま
っ
て
い
る
｡
元

講
･
下
請
､
作
業
場
'
作
業
内
容
'
労
働
時
間
､
賃
銭
を
書
き
入
れ
た
ビ
ラ
が
車
体
に
べ
タ
-
｡

メ
シ
ャ
で
朝
食
を
す
ま
せ
'
青
空
市
場
･
職
安
な
ど
で
仕
事
を
み
つ
け
る
た
め
に
人
び
と
は
集
ま

る
｡
老
人
な
ど
は
職
安
で
安
い
賃
銭
の
軽
労
働
に
あ
り
つ
-
｡
ヤ
ミ
手
配
師
の
方
は
ピ
ン
ハ
ネ
が

あ
っ
て
も
､
賃
銭
は
よ
い
し
話
は
早
い
｡
職
安
グ
ル
ー
プ
(
失
約
･
民
間
･
港
湾
登
録
な
ど
)
四
'
0

0
0
人
'
労
働
セ
ン
タ
ー
六
､
0
0
0
人
､
手
配
師
･
宙
行
な
ど
五
'
0
0
0
人
｡
午
前
八
時
､
パ

ス
は
あ
ら
か
た
な
く
な
る
｡
仕
事
に
あ
り
つ
い
た
も
の
は
パ
ス
で
仕
謡
場
へ
｡
ア
ブ
れ
る
と
一
日

を
何
と
か
す
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ド
ヤ
･
簡
易
ア
パ
ー
ト
･
バ
ラ
ッ
ク
･
メ
シ
屋
･
ノ
ミ
屋
･
質
屋
･
･
･
-
そ
し
て
彼
ら
が
こ
の
ド

ヤ
街
か
ら
外
側
に
は
き
出
さ
れ
て
い
く
窓
口
と
な
る
労
働
市
場
や
職
安
-
と
い
っ
た
も
の
で
'

都
会
の
盛
り
場
に
近
接
し
て
い
る
釜
ケ
崎
の
空
間
は
つ
-
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は
彼
ら
の
生
活

基
地
な
の
で
あ
る
が
､
単
身
者
に
代
表
さ
れ
る
ド
ヤ
モ
ン
は
`
人
び
と
が
住
み
つ
い
て
い
る
搬
軸



図17　超高密度居住空間の集積

439　ド

長
屋
や
バ
ラ
ッ
ク
で
形
成
さ
れ
た
ス
ラ
ム
の
住
人
と
は
ち
か
っ
て
定
着
性
が
な
い
｡
渡
り
鳥
の
よ

う
な
身
軽
さ
で
､
組
織
も
集
団
も
な
い
｡
時
々
爆
発
的
な
暴
動
を
お
こ
す
が
､
抄
の
よ
う
な
ム
レ

で
あ
る
｡

泊
ま
り
虜
所
だ
け
し
か
な
い
単
身
労
務
者
は
家
財
を
お
く
境
所
も
な
い
し
家
財
を
も
っ
て
も
い

な
い
が
､
同
時
に
外
出
の
時
に
荷
物
を
も
つ
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
｡
そ
れ
は
新
米
の
す
る
こ
と

で
あ
る
｡
大
き
な
も
の
は
ド
ヤ
の
番
人
に
あ
す
け
た
り
､
常
宿
の
墳
合
は
ヘ
ヤ
に
南
京
錠
を
か
け

て
お
い
た
り
し
て
い
る
が
､
身
軽
に
生
活
す
る
の
が
本
領
で
あ
る
｡
の
ち
に
｢
あ
い
り
ん
銀
行
｣

が
愛
隣
会
館
内
に
設
け
ら
れ
､
夜
七
時
ま
で
貯
金
を
う
け
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
､
働
い
て
得

た
金
は
ほ
と
ん
ど
食
べ
る
こ
と
と
消
耗
品
に
使
っ
て
し
ま
う
｡
生
活
用
品
は
金
さ
え
出
せ
ば
買
え

る
の
で
'
す
べ
て
｢
使
い
す
て
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
愛
隣
会
鑑
の
便
所
に
は
着
替
え
が
よ
く

捨
て
て
あ
る
｡
貧
し
さ
に
眼
を
つ
む
れ
濯
､
そ
の
点
は
｢
大
量
消
費
時
代
｣
の
根
な
し
革
的
人
間

の
生
活
タ
イ
プ
を
先
取
り
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

カ
ス
ト
-
が
ピ
ー
ル
に
変
わ
り
､
暖
冷
房
の
ド
ヤ
が
ぶ
え
て
き
た
｡
か
つ
て
は
冬
の
夜
ざ
む
を

し
の
ぐ
た
め
に
よ
く
た
き
火
が
み
ら
れ
た
が
､
そ
れ
も
六
六
年
四
〇
ヵ
所
､
六
七
年
二
五
カ
所
､

六
八
年
一
〇
ヵ
所
と
､
生
活
向
上
(
?
)
を
反
映
し
た
の
か
減
少
気
味
で
あ
る
｡

ド
ヤ
に
入
れ
ば
ド
ヤ
モ
ン
は
旅
館
の
管
理
人
の
管
理
下
に
入
る
わ
け
だ
が
'
十
数
年
の
長
期
濡

衣
も
あ
り
､
古
い
形
の
疑
似
家
族
的
関
係
が
生
じ
て
く
る
境
合
も
あ
る
｡
し
か
し
定
着
性
が
あ
る

と
い
っ
て
も
一
年
以
上
滞
在
の
も
の
は
.
<
程
度
で
あ
る
｡
管
理
人
側
も
会
社
経
営
の
も
の
が
多
く

な
り
､
長
つ
づ
さ
が
し
な
く
な
っ
た
､
と
い
う
｡
人
間
関
係
か
ら
み
て
も
渡
り
鳥
的
な
も
の
を
つ

な
ぎ
と
め
る
条
件
は
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
｡

ド
ヤ
街
は
､
大
都
市
の
廃
残
労
働
力
の
貯
水
池
･
フ
キ
タ
メ
の
よ
う
な
ス
ラ
ム
地
区
的
牲
格
と

い
っ
た
も
の
か
ら
'
高
度
経
済
成
長
の
中
で
次
第
に
労
働
能
力
者
の
流
動
と
流
転
の
通
過
地
と
い

っ
た
挫
格
を
こ
く
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
｡
ド
ヤ
は
そ
う
し
た
労
働
力
の
た
め
の
｢
ね
ぐ
ら
や

ど
｣
の
一
典
型
で
あ
る
｡

ド
ヤ
火
災

何
と
い
っ
て
も
､
こ
の
よ
う
な
向
う
み
ず
に
成
長
し
た
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
　
で
危
険
な
の
は

｢
火
災
｣
で
あ
る
｡
大
阪
府
警
の
調
査
で
は
､
火
災
の
発
生
は
六
七
年
二
二
件
､
六
八
年
二
〇
件
､

七
〇
年
一
〇
件
､
七
八
年
一
四
件
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
｡
昔
の
ス
ラ
ム
地
区
で
は
､
狭
い
所

に
混
み
あ
っ
て
生
活
し
て
い
る
割
り
に
火
災
は
少
な
い
｡
人
目
が
多
く
て
監
視
が
ゆ
き
と
と
い
て

い
る
か
ら
た
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
｢
個
室
化
｣
が
す
す
む
と
､
そ
の
条
件
は
ガ
ラ
-
と

変
っ
て
く
る
｡
し
か
も
ベ
ニ
ア
板
や
新
建
材
で
つ
く
･
見
た
こ
ん
な
ね
ぐ
･
名
で
･
ひ
と
た
び
火
　
他

災
が
お
こ
る
と
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡
大
変
で
あ
る
｡
｢
ま
だ
大
災
書
は
ね
こ
っ
て
い

な
い
が
'
経
営
者
側
で
も
こ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
火
災
報
知
器
を
各
室
に
つ
け
て

い
る
-
上
と
六
九
年
八
月
の
ま
と
め
で
私
は
書
い
て
い
た
｡

だ
が
案
の
定
､
人
を
旋
き
殺
す
大
火
災
が
起
っ
た
の
で
あ
る
｡
七
〇
年
-
月
一
三
日
の
夕
方
七

時
半
'
宿
泊
者
の
使
っ
て
い
た
タ
バ
コ
の
火
が
原
因
ら
し
い
が
､
二
階
か
ら
火
が
出
て
｢
宝
ホ
テ

ル
｣
の
二
階
以
上
が
ほ
ぼ
全
焼
し
た
｡
身
元
不
明
の
一
人
を
い
れ
て
四
人
の
労
働
者
が
撒
雌
に
な

っ
た
｡こ

の
｢
ホ
テ
ル
｣
は
六
四
年
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
､
階
と
と
に
中
二
階
を
設
け
'
三
階
建
が

実
質
上
六
臍
に
な
っ
て
い
る
｡
お
ま
け
に
窓
に
は
鎌
瀬
が
は
ら
れ
､
各
階
へ
の
出
入
ロ
は
一
つ
し

か
な
く
､
階
段
に
よ
っ
て
各
階
に
む
す
は
れ
､
幅
約
一
八
m
'
奥
行
約
八
m
の
建
物
の
中
央
が
吹

抜
き
に
な
っ
て
い
た
｡
人
間
を
最
も
効
率
よ
く
詰
め
こ
む
た
め
に
､
火
災
に
対
し
て
は
最
も
危
険

な
形
を
わ
ざ
わ
ざ
と
っ
て
い
た
｡
出
火
と
同
時
に
ま
ん
中
に
火
柱
が
た
ち
`
火
の
廻
り
は
早
か
っ

た
｡
市
の
建
築
局
に
出
し
た
申
請
書
で
は
鉄
筋
コ
ン
ク
-
-
ト
四
階
建
の
ピ
ル
旅
館
と
な
っ
て
い

た
が
､
勝
手
に
内
部
を
改
造
し
､
完
工
検
査
も
受
け
ず
堂
々
と
モ
ク
-
営
業
を
し
て
い
た
｡

宝
ホ
テ
ル
火
災
の
際
に
は
い
ろ
い
ろ
批
判
の
声
も
あ
っ
た
か
､
そ
れ
か
ら
五
年
た
っ
た
七
五
年

三
月
一
日
､
ま
た
ま
た
同
じ
一
家
の
経
営
し
て
い
る
｢
千
成
ホ
テ
ル
｣
が
火
災
を
お
こ
し
'
五
年

前
と
同
じ
四
人
(
う
ち
一
人
は
身
元
不
明
)
の
死
者
を
出
し
た
｡
千
成
ホ
テ
ル
は
六
五
年
に
建
設
さ
れ

た
鉄
板
葺
き
鉄
骨
四
階
建
で
､
総
面
積
八
〇
三
虎
余
､
し
か
し
実
際
は
中
二
階
づ
さ
で
七
階
建
､

一
､
三
三
七
血
の
建
物
で
あ
る
｡
釜
ケ
跨
銀
唾
と
呼
ば
れ
る
表
通
り
に
画
し
て
お
り
'
愛
隣
地
区
で

は
｢
近
代
的
｣
ホ
テ
ル
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
当
時
同
地
区
内
に
は
二
〇
五
軒
の
簡
易
宿
泊

所
の
半
分
近
い
九
二
軒
が
鉄
筋
づ
く
り
､
六
〇
軒
が
四
階
以
上
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
一
つ
で
あ
る
｡

外
装
は
ブ
ル
ー
と
グ
-
-
ン
の
タ
イ
ル
張
り
､
玄
関
を
入
っ
た
ロ
ビ
ー
は
四
m
の
天
井
商
｡
し
か

し
中
は
臆
六
〇
m
の
暗
く
狭
い
廊
下
を
は
さ
ん
で
三
二
八
塞
が
積
み
箆
ね
ら
れ
(
う
ち
三
〇
五
室
は

浦
田
一
致
し
か
敷
け
ぬ
)
､
投
石
と
蒲
団
の
持
逃
げ
を
防
ぐ
た
め
太
さ
二
m
の
六
角
網
が
窓
に
張
ら
れ

て
い
た
が
`
｢
完
全
個
室
｣
の
間
仕
切
は
ベ
こ
ア
板
二
枚
で
苦
は
簡
め
け
､
二
､
四
､
六
膳
は
水
嚢

し
板
張
床
で
洗
面
･
ト
イ
レ
も
奇
数
階
だ
け
､
｢
炊
寧
場
完
備
｣
は
コ
イ
ン
湯
沸
器
が
あ
る
だ
け

で
､
日
動
火
災
報
知
器
は
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
､
い
た
ず
ら
の
煙
草
の
火
で
鳴
り
出
す
の
で
ス
イ

ッ
チ
は
切
っ
て
あ
っ
誓
六
九
年
八
月
に
建
築
局
･
消
防
局
の
立
入
り
検
査
で
逮
反
是
正
の
勧
告

を
受
け
'
七
一
年
･
七
四
年
に
も
検
査
で
勧
告
を
受
け
て
い
る
が
'
す
べ
て
を
無
視
し
っ
づ
け

た
｡
そ
の
結
果
の
災
害
で
あ
る
｡
ハ
シ
ゴ
車
六
台
､
ポ
ン
プ
車
四
九
台
､
救
急
車
一
四
台
､
消
防

隊
員
二
七
一
二
人
､
西
成
署
か
ら
聾
官
二
五
人
が
出
動
し
'
火
の
海
に
な
っ
た
建
物
か
ら
ハ
ン
ナ
革

で
二
五
人
を
救
出
し
た
が
､
四
人
の
死
者
､
重
体
二
人
､
重
軽
傷
五
九
人
を
出
し
た
｡
お
こ
ろ
べ

く
し
て
お
こ
っ
た
災
害
で
あ
る
｡

『
釜
ケ
崎
通
庸
』
は
｢
五
年
前
も
こ
ん
ど
も
不
法
建
築
-
つ
か
ば
れ
ぬ
ホ
ト
ケ
た
ち
､
焼
け
死

ん
だ
仲
間
た
ち
に
代
っ
て
｣
と
超
し
て
､
千
成
火
事
の
い
き
さ
つ
を
調
べ
'
ガ
メ
ツ
い
ド
ヤ
商

法
と
'
そ
れ
を
許
し
て
い
る
当
局
の
手
ぬ
る
さ
を
さ
び
し
く
批
判
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
ド
ヤ
に

泊
ま
る
と
き
の
心
得
と
し
て
､

｢
そ
の
一
､
で
き
る
だ
け
山
田
一
族
(
二
度
帝
政
を
起
し
た
経
営
者
)
の
ド
ヤ
を
さ
け
る
こ
と
(
一
一

度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
)
｡

そ
の
二
､
で
き
る
だ
け
二
階
以
上
の
部
屋
は
や
め
る
こ
と
｡

そ
の
三
､
高
い
階
の
部
屋
し
か
あ
い
て
な
い
時
は
'
カ
ッ
タ
ー
(
金
網
切
断
用
)
と
ロ
ー
プ
(
避

難
月
)
を
用
意
す
る
こ
と
｡

そ
の
四
､
右
の
三
つ
の
注
恵
を
守
れ
な
い
人
は
'
背
カ
ン
す
る
こ
と
-
‥
｣

を
あ
げ
て
い
る
｡
ド
ヤ
の
住
人
に
と
っ
て
最
終
の
安
住
の
場
所
は
宵
カ
ン
(
野
街
)
す
る
し
か
な

い
の
で
あ
る
｡

釜
ケ
崎
は
`
そ
れ
を
｢
景
気
の
開
館
弁
｣
と
し
'
波
打
つ
労
働
力
の
需
要
を
労
働
者
の
負
担
で

解
決
し
て
き
た
資
本
の
､
危
険
で
極
端
に
非
人
間
的
な
労
働
力
の
築
韻
装
田
で
あ
る
こ
と
を
ま
す

ま
す
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

(
1
)
　
｢
全
開
の
内
と
外
･
あ
い
り
ん
宿
泊
所
火
災
か
,
ら
し
'
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
五
･
三
･
二
｡

(
2
)
　
寺
島
珠
雄
編
『
労
務
者
渡
世
　
-
　
釜
ケ
略
通
信
』
一
九
七
六
･
八
｡

超
高
密
住
宅

釜
ケ
崎
に
み
ら
れ
る
ド
ヤ
建
策
は
､
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
寝
室
　
(
個
薯
　
を
最
高
限
度
に
集
醸
し

た
｢
ね
ぐ
ら
｣
建
築
の
特
異
な
タ
イ
プ
と
し
て
注
目
に
値
す
る
｡

完
七
九
年
の
E
C
の
秘
密
文
寵
に
･
日
本
人
は
ウ
サ
ギ
小
屋
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
記
述
が

あ
り
､
注
目
を
ひ
い
た
｡
耐
久
性
の
な
い
狭
い
住
宅
は
押
し
あ
っ
て
住
み
､
｢
働
き
中
誌
｣
に
な

っ
て
い
る
状
況
を
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
表
現
し
た
的
確
な
指
摘
と
も
受
け
と
れ
る
が
`
こ
こ
に
展
　
ヤ

関
す
る
ド
ヤ
は
ウ
サ
ギ
小
屋
以
下
`
畜
舎
以
下
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
個
室
の
大
き
さ

は
､
内
法
幅
で
九
〇
m
長
さ
は
二
m
足
ら
ず
の
も
の
が
多
い
｡
二
m
と
し
て
も
､
一
人
当
り
一
･

人
血
で
あ
る
｡
相
部
屋
の
場
合
は
幅
一
二
で
一
二
孟
m
程
度
と
な
り
､
奥
行
二
二
一
m
と
し

て
も
､
二
人
入
る
と
一
人
当
り
床
面
積
は
二
四
億
に
も
み
た
な
い
｡
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天
井
高
は
｢
も
ぐ
り
込
み
｣
型
(
図
4
7
の
A
･
階
層
二
分
割
型
､
上
段
ハ
シ
ゴ
で
出
入
り
)
で
二
一
四

孤
(
二
層
で
階
百
二
二
ハ
五
m
ぐ
ら
い
)
と
い
う
の
が
あ
り
'
こ
の
堤
合
一
人
当
り
容
積
は
二
･
〇
五

止
で
あ
る
｡
部
屋
の
中
で
も
｢
立
て
ま
す
｣
と
い
う
型
(
B
型
)
も
天
井
高
は
二
m
足
ら
ず
で
､

あ
い

一
･
七
二
m
と
い
う
の
が
あ
る
.
こ
れ
だ
と
一
人
当
り
三
･
一
筋
､
相
部
屋
の
場
合
二
四
虚
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡
C
O
s
=
〇
二
%
を
恕
限
量
と
す
る
と
､
成
年
男
子
は
安
静
時
に
毎
時
新
鮮

な
空
気
を
一
三
盲
必
要
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
ハ
コ
-
ド
ヤ
は
､
毎
時
一
〇
乃
至
一
四
回
の

換
気
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
て
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
｡

個
室
ユ
ニ
ッ
ト
が
小
さ
い
か
ら
､
魔
下
･
玄
関
･
便
所
･
洗
面
所
･
浴
室
･
管
理
人
室
な
ど
の

共
用
付
帯
部
分
の
比
重
は
か
な
り
大
き
く
､
全
体
の
六
〇
%
を
こ
え
る
も
の
も
あ
る
が
､
き
り
つ

め
て
四
五
-
六
%
(
客
室
部
分
比
率
五
四
-
五
%
)
　
程
度
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
｡
た
だ
し
'
客

室
部
分
は
各
階
二
層
に
積
み
上
げ
て
い
る
の
で
､
床
面
積
比
率
で
い
う
と
一
〇
〇
%
を
こ
え
る
｡

そ
れ
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
四
階
に
詰
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
デ
ー
ブ
ッ
ク
ス
･
ド
ヤ
は
､
営
利

性
と
む
す
ぴ
つ
い
た
壁
品
密
度
居
告
空
間
の
可
能
性
を
実
演
し
て
み
せ
た
も
の
で
'
あ
る
滝
の
偉

観
で
あ
る
｡

敷
地
は
ほ
と
ん
ど
ギ
リ
ギ
リ
い
っ
は
い
に
建
て
る
の
で
､
マ
ド
は
ら
っ
て
も
あ
ま
り
開
放
性
は

望
め
な
い
｡
も
と
も
と
人
工
照
明
に
親
ら
ね
は
な
ら
ぬ
集
積
空
間
だ
か
ら
'
客
を
引
き
つ
け
る
た

め
に
早
く
か
ら
暖
冷
房
菜
種
が
デ
ラ
ッ
ク
ス
･
ド
ヤ
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
た
｡
し
か
し
そ
の
効
率

(
?
)
を
あ
げ
る
た
め
､
新
鮮
な
空
気
を
入
れ
る
換
気
を
し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
｡
同
じ
空
気
を

循
環
さ
せ
る
の
だ
か
ら
､
開
放
性
の
結
核
患
者
が
お
れ
ば
､
患
者
と
同
室
で
い
る
の
と
同
じ
で
､

苛
酷
な
労
働
､
偏
っ
た
栄
養
､
飲
酒
な
ど
の
不
衛
生
と
重
な
っ
て
､
培
養
室
に
菌
を
ほ
う
り
こ
ん

だ
よ
う
に
感
染
性
結
核
患
者
が
ふ
え
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
奪
暴
け
ば
立
派
な
ド
ヤ

で
も
'
災
害
や
保
健
に
つ
い
て
は
大
き
な
手
抜
き
を
そ
の
ま
ま
に
し
よ
人
間
倉
庫
の
高
密
化
で
あ

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

六
〇
年
代
以
降
多
く
な
っ
て
き
た
こ
れ
ら
四
階
建
の
高
密
度
集
積
上
ヤ
の
人
口
密
度
を
推
算
し

て
み
る
と
､
宅
地
に
対
す
る
ネ
ッ
ト
人
口
密
度
は
孟
当
り
三
,
O
d
o
人
を
ゆ
う
に
超
し
て
い

る
o
こ
れ
は
グ
ロ
ス
で
も
二
､
0
0
0
人
を
こ
す
町
づ
く
り
に
つ
な
並
っ
て
い
る
o
こ
の
よ
う
な

塑
品
密
度
の
住
宅
建
築
が
｢
ド
ヤ
｣
形
式
の
発
展
の
結
果
､
｢
ね
ぐ
ら
亡
だ
け
を
求
め
る
単
身
労

働
者
の
集
積
を
基
盤
に
し
て
現
実
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
注
目
に
値
す

る
｡
そ
れ
は
ま
さ
に
｢
日
本
の
す
ま
い
｣
の
一
つ
の
極
限
を
し
め
し
て
い
る
｡

(
1
)
　
｢
E
C
蚕
の
松
密
文
書
『
日
本
』
｣
'
『
世
界
週
報
』
一
九
七
四
･
四
丁
二
四
｡

(
2
)
　
｢
釜
ケ
崎
む
し
は
む
悪
性
結
核
､
菌
培
養
す
る
鉄
筋
旅
聾
､
覇
旦
新
堂
完
六
八
･
六
三
〇
｡

無
法
地
帯

山
谷
は
一
九
六
〇
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
大
き
な
騒
動
を
起
こ
し
た
が
､
五
九
年
一
〇
月

以
来
､
六
二
年
一
一
月
､
六
四
年
六
月
`
八
月
､
六
六
年
八
月
か
ら
九
月
へ
､
六
七
年
八
月
､
六

八
年
六
月
と
い
う
ふ
う
に
､
年
中
行
事
の
よ
う
な
蟻
勤
が
つ
づ
い
た
｡
釜
ケ
崎
で
も
六
一
年
八
月

の
掻
動
以
後
､
六
五
年
三
月
'
六
七
年
五
月
'
六
月
､
六
九
年
四
月
と
い
う
ふ
う
に
'
時
に
三
千

人
が
加
わ
る
騒
動
が
お
こ
っ
て
い
る
｡
攻
撃
の
目
標
は
た
い
て
い
権
力
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
マ

ン
モ
ス
交
番
や
蕾
察
署
で
あ
る
｡
石
が
投
げ
ら
れ
､
路
上
の
自
動
車
が
焼
打
ち
に
を
つ
｡
ド
ヤ
街

溝
'
理
解
し
が
た
い
騒
ぎ
を
お
こ
す
無
法
者
が
う
ろ
つ
い
て
い
る
｢
無
法
地
帯
｣
で
あ
る
か
の
よ

う
な
報
道
が
お
こ
な
わ
れ
､
人
び
と
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
警
察
に
お
し
か
け
る
彼
ら
は

果
た
し
て
無
法
者
な
の
だ
ろ
う
か
｡

ド
ヤ
街
の
居
住
者
の
中
核
を
な
し
て
い
る
も
の
は
`
ド
ヤ
に
住
む
単
身
労
働
者
で
あ
る
こ
と
は

す
で
に
見
た
｡
彼
ら
が
こ
う
し
た
事
件
の
主
役
で
あ
る
｡

戦
後
の
産
業
海
道
の
変
化
､
農
村
の
崩
壊
等
で
定
住
の
場
を
失
い
､
居
住
地
か
ら
追
い
出
さ
れ

て
き
た
彼
ら
は
､
職
を
求
め
て
こ
こ
に
流
れ
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
｡
彼
ら
を
求
め
て
い
る
の
は

建
設
業
は
じ
め
､
港
湾
､
運
輸
､
雑
多
な
塑
造
菜
な
ど
の
資
本
で
あ
る
｡
資
本
は
労
働
者
を
屈
い

入
れ
る
｢
負
担
｣
を
さ
け
､
利
潤
を
あ
げ
る
た
め
'
必
要
と
す
る
時
期
だ
け
労
働
力
を
駆
り
集
め

る
｡
彼
ら
は
､
こ
れ
ら
の
資
本
が
求
め
る
必
需
品
で
あ
る
｡
彼
ら
は
日
倣
い
あ
る
い
は
臨
時
の
労

働
者
と
し
て
`
概
し
て
低
質
銀
の
正
規
ル
ー
ト
で
は
な
く
､
職
業
安
定
法
や
建
設
業
法
の
網
の
目

を
く
ぐ
る
ヤ
ミ
労
働
市
場
を
通
し
て
'
親
企
業
が
求
め
る
労
務
を
供
給
す
る
下
諦
発
着
の
手
配
師

に
よ
っ
て
か
さ
あ
つ
め
ら
れ
る
｡

そ
の
日
そ
の
日
の
職
を
求
め
る
労
働
者
た
ち
は
'
手
配
師
や
彼
ら
を
使
う
下
請
発
着
に
大
き
-

(
1
)

賃
銭
を
ピ
ン
ハ
ネ
さ
れ
､
わ
ず
か
の
手
取
り
し
か
な
い
｡
佳
苗
を
終
え
た
彼
ら
を
待
っ
て
い
る
の

は
'
食
堂
･
飲
み
屋
･
遊
戯
場
･
ド
ヤ
な
ど
で
あ
る
｡
体
が
資
本
の
彼
ら
は
栄
蕊
を
求
め
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
食
事
の
金
づ
か
い
は
荒
い
｡
家
庭
も
な
く
､
将
来
の
生
活
に
明
る
い
展
望
も
も
て
な

い
彼
ら
を
慰
め
て
-
れ
る
も
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
し
か
な
い
｡
飲
め
ば
は
ず
む
｡
こ
う
し
て
破
ら
の

得
た
僅
か
の
収
入
の
大
部
分
は
食
費
と
ド
ヤ
代
'
ギ
リ
ギ
-
の
生
活
資
料
の
購
入
に
つ
か
わ
れ
､

残
る
も
の
は
殆
ど
な
い
｡
も
し
仕
事
に
あ
ぶ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
干
上
り
､
野
宿
(
営
力
ン
)
は
さ

け
ち
れ
な
い
｡
体
を
食
う
売
血
で
し
の
ぐ
者
も
で
て
く
る
｡

定
住
の
堤
も
な
-
家
庭
も
な
い
彼
ら
は
､
ド
ヤ
モ
ン
と
し
て
特
別
の
目
で
み
ら
れ
る
｡
ね
じ
り

鉢
巻
に
ジ
ャ
ン
パ
ー
･
地
下
た
び
の
一
見
土
方
風
の
彼
ら
は
､
仕
事
場
で
は
人
の
嫌
う
理
労
働
や

汚
れ
仕
事
に
ま
わ
さ
れ
､
他
の
労
働
者
か
ら
も
蔑
祝
さ
れ
る
｡
劣
悪
な
蛋
壊
､
重
労
働
･
中
間
搾

取
で
す
｡
へ
っ
た
収
入
は
罷
隈
の
衣
食
住
患
う
こ
と
で
消
え
さ
す
､
全
く
の
そ
の
塞
ら

罷
誰
鵠
黙
雷
羅
帥
謹
網
霊
宝
錆
謙
墨

反
抗
す
れ
ば
､
｢
瞳
ぐ
と
仕
事
が
へ
る
｣
と
お
と
か
さ
れ
る
｡
無
実
約
･
無
権
利
､
無
保
障
の
低

賃
金
労
働
者
の
彼
ら
は
､
資
本
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
｢
使
い
捨
て
｣
の
労
働
力
で
あ
る
｡

大
企
業
･
下
請
､
手
配
師
､
旅
鐘
や
食
隻
の
経
営
者
な
ど
に
搾
取
さ
打
る
た
め
に
生
き
て
い
る

と
し
か
思
え
な
い
彼
ら
は
､
差
別
と
劣
等
感
に
悩
ま
さ
れ
､
ど
こ
へ
も
っ
て
ゆ
き
よ
う
も
な
い
欲

醗
詩
語
結
語
講
彊
諾
講
紫
講
墾
棋

モ
ン
よ
り
も
'
彼
ら
を
傷
め
つ
け
て
い
る
も
の
に
肩
を
も
つ
警
察
は
､
そ
の
共
同
飯
場
を
か
ば
う

暴
力
団
の
よ
う
に
見
え
る
｡
か
つ
て
僻
地
に
存
在
し
た
｢
監
獄
部
屋
｣
は
､
い
ま
大
都
市
に
所
を

変
え
､
目
に
見
え
な
い
格
子
と
棍
棒
で
､
ガ
ン
ジ
ガ
ラ
メ
に
彼
ら
を
し
め
つ
け
て
い
る
｡
そ
れ
へ

の
不
満
が
爆
発
的
な
騒
動
を
ひ
き
お
こ
す
o
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
大
町
性
回
復
の
行
動
と
も
い

え
る
｡

｢
無
法
地
学
の
無
法
は
､
彼
ら
の
そ
れ
で
は
な
-
て
､
｢
建
設
業
法
､
一
職
業
安
定
法
､
労
働
基

拳
法
､
道
路
交
通
法
､
建
築
基
準
法
､
消
蛎
法
､
売
春
防
止
法
､
学
校
項
育
法
-
｣
な
ど
を
無

視
し
て
､
ヤ
ミ
労
働
市
場
を
｢
必
需
品
｣
と
考
え
'
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
非
人
間
的
貯
水
池
を

つ
く
り
温
存
さ
せ
て
い
る
大
企
業
､
下
請
業
者
'
暴
力
手
配
師
､
さ
ら
に
こ
の
不
法
を
見
過
と
し

て
裏
か
ら
支
え
て
い
る
暫
察
署
､
労
働
基
造
監
督
署
､
教
育
委
員
会
な
ど
の
公
権
力
で
あ
り
､
さ

ら
に
そ
の
背
後
で
こ
の
状
況
を
利
用
し
て
い
る
自
民
党
政
府
`
大
資
本
の
支
配
し
て
い
る
資
本
主

義
体
制
で
あ
る
と
い
い
え
よ
う
｡
そ
れ
が
法
治
国
で
法
の
支
配
の
及
ば
ぬ
｢
無
法
地
帯
｣
を
つ
-

り
だ
し
て
い
る
と
神
崎
滞
氏
は
指
摘
し
て
い
挙

底
辺
労
働
者
と
し
て
ド
ヤ
モ
ン
の
持
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
大
き
い
｡
彼
ら
は
彼
ら
を
ガ
ン

ジ
ガ
ラ
メ
に
し
て
い
る
も
の
へ
の
直
観
的
な
認
識
か
ら
､
ぽ
こ
先
吉
野
家
な
ど
に
向
け
る
｡
し
か

し
彼
ら
を
食
い
物
に
し
て
い
る
セ
ミ
手
配
師
や
暴
力
組
織
､
そ
れ
を
手
先
に
つ
か
い
､
こ
れ
に
乗

っ
か
か
っ
て
い
る
資
本
主
義
体
制
へ
の
組
織
的
な
反
馨
を
効
果
的
に
展
開
す
る
ま
で
に
は
い
た
っ

て
い
な
い
‥
そ
れ
は
更
に
広
い
労
働
者
･
農
民
と
の
連
帯
を
必
要
と
し
よ
う
｡

確
か
に
最
低
極
限
に
ま
で
切
り
つ
め
ら
れ
た
危
険
極
ま
る
人
間
集
積
空
間
に
お
し
こ
め
ら
れ
た

人
間
が
､
む
し
暑
い
夏
の
季
節
に
暴
発
す
る
と
い
う
説
明
は
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
だ
け
の

こ
と
で
は
な
い
｡
む
し
暑
さ
は
冷
房
装
置
で
し
の
げ
る
｡
ド
ヤ
の
｢
近
代
化
｣
は
な
お
進
む
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
人
間
集
溺
空
間
の
存
注
は
'
そ
れ
を
造
り
出
し
て
い
る
カ
ラ
ク
-
ど

共
に
､
現
在
の
支
配
権
カ
の
｢
無
法
点
り
｣
を
ホ
す
も
の
で
あ
る
｡
昔
は
ス
ラ
ム
街
に
資
本
主
製

の
恥
部
を
み
た
｡
今
そ
れ
ば
､
ド
ヤ
街
の
こ
の
人
間
集
積
空
間
に
､
そ
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
見
う

る
｡

(
1
)
　
元
請
け
で
四
千
円
の
日
当
が
､
下
鰐
､
孫
甜
'
人
夫
出
し
'
手
配
師
の
ル
ー
ト
を
通
る
こ
と
で
'

二
三
〇
〇
円
に
へ
る
｢
釜
グ
崎
-
あ
い
り
ん
､
こ
の
十
年
｣
､
『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
一
･
八
･
六
｡

(
2
)
　
袖
崎
猪
『
山
谷
ド
ヤ
街
≒
一
九
七
四
･
六
｡


