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カ･jIトlこしん減数の春風北海道･後志泊村･田中改. 1898年建設.間口16聞く29.1m).奥行7間(12.7m).

延185. 1坪(611. 9 m8)｡のら1958年小樽市祝融へ移築, 1粥0年に北海道有形文化財指定.

図1戦前の軍隊の演習地につくられた蔑時居住の兵舎-成合｡
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パ

ド
ヤ
が
都
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
で
働
-
労
働
者
の
自
由
に
選
択
し
て
買
い
も
と
め
る
｢
ね
ぐ

ら
や
ど
｣
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
傭
い
主
か
ら
給
与
住
宅
と
し
て
提
供
さ
れ
､
ド
ヤ
と
ほ
と
ん
ど
質

的
に
は
同
じ
よ
う
な
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
が
ハ
ン
バ
　
(
飯
場
)
で
あ
る
｡
そ
の
住
み
手
の
中
に

は
`
ド
ヤ
と
同
じ
く
｢
渡
り
も
の
｣
と
し
て
転
々
と
仕
事
場
と
ね
ぐ
ら
を
か
え
て
い
-
も
の
も
あ

る
が
､
特
定
の
親
方
の
配
下
に
入
っ
て
い
る
間
は
同
じ
所
に
住
む
､
し
か
し
長
い
畠
で
み
れ
ば
､

や
は
り
そ
の
仕
事
場
か
ぎ
り
と
い
う
薄
味
で
､
幽
身
者
の
一
時
的
な
す
ま
い
'
一
頭
の
｢
ね
ぐ
ら

や
ど
｣
で
あ
る
｡

飯
場
は
給
与
住
宅
の
一
粒
と
い
え
る
｡
し
か
し
一
般
の
社
宅
や
官
舎
と
ち
が
い
､
主
と
し
て
単

身
労
働
者
の
集
団
的
な
す
ま
い
で
あ
る
｡
と
い
え
ば
企
業
の
寄
宿
舎
が
あ
る
が
､
そ
れ
と
も
ち
か

う
｡
そ
れ
ら
よ
り
い
っ
そ
う
質
の
低
い
'
労
働
者
を
働
か
せ
る
た
め
に
短
期
間
一
定
の
所
に
集
磁

し
て
お
く
､
単
な
る
｢
ね
ぐ
ら
｣
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
第
-
分
冊
で
述
べ
た
｢
ね
ぐ
ら
す

ま
い
｣
の
系
列
に
属
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
倣
い
主
､
時
に
そ
の
家
旗
も
同
居
す
る
こ
と
が
あ
る

が
'
一
団
の
労
働
者
が
同
じ
棟
の
中
で
集
団
生
活
を
し
て
い
る
集
住
住
宅
の
一
越
で
あ
る
｡
こ
れ

を
'
こ
の
事
で
と
り
あ
げ
た
い
｡

士
･
農
･
工
･
商
の
身
分
を
固
定
化
し
た
採
諸
体
制
下
の
垂
戸
で
は
､
農
村
か
ら
出
て
来
た
無

宿
も
の
を
普
請
工
夢
な
ど
に
必
要
な
臨
時
足
軽
=
人
夫
と
し
て
供
給
す
る
｢
口
入
れ
屋
｣
が
生

れ
､
春
子
宿
'
人
宿
(
人
入
れ
宿
)
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡
飯
指
は
こ
う
し
た
も
の
を
源
流
と

す
る
｡
集
ま
っ
て
き
た
春
子
･
子
方
の
身
分
を
保
証
す
る
宥
恕
･
親
方
は
'
人
足
を
手
元
に
引
き

と
め
て
お
く
た
め
､
宿
で
賭
博
を
は
じ
め
る
｡
人
宿
の
親
方
は
幡
随
院
長
兵
術
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
､
博
徒
の
親
分
で
も
あ
っ
た
｡
飯
場
で
は
封
建
的
な
家
族
関
係
と
同
じ
よ
う
に
'
居
住
者
の
間

に
親
分
･
子
分
の
封
建
的
な
支
配
･
従
属
の
関
係
か
つ
き
ま
と
っ
て
い
寧

幕
府
は
封
建
制
度
の
基
礎
で
あ
る
農
村
の
崩
壊
を
お
そ
れ
､
し
ば
し
ば
江
戸
か
ら
農
村
へ
｢
人

造
L
L
を
お
こ
な
っ
た
が
'
江
戸
時
代
の
中
期
(
一
七
二
〇
年
ご
ろ
)
に
な
る
と
'
農
村
を
逃
れ
て

都
市
に
集
ま
る
浮
浪
者
が
ふ
え
､
人
宿
に
入
り
き
れ
ぬ
無
宿
者
が
ふ
え
で
き
た
｡
大
別
暇
に
も
の

ら
ぬ
彼
ら
は
｢
非
人
｣
と
呼
ば
れ
だ
が
'
佐
波
の
鉱
山
の
水
蜜
人
足
の
不
足
を
補
う
た
め
彼
ら
の
　
縄

一
部
が
送
り
込
ま
れ
た
｡
こ
れ
は
鉱
山
で
囚
人
労
働
･
納
屋
制
度
が
生
れ
る
初
め
で
あ
っ
た
｡

江
戸
で
は
一
七
九
〇
(
寛
政
2
)
年
に
石
川
島
が
埋
め
立
て
ら
れ
､
人
足
寄
湯
か
つ
-
ら
れ
た
｡

こ
れ
は
無
宿
人
を
一
般
社
会
か
ら
隔
離
す
る
意
味
で
'
監
獄
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
人
足

寄
場
は
天
保
改
革
(
一
八
四
二
年
)
以
後
全
国
各
地
に
ひ
ろ
げ
､
充
た
｡
　
　
　
　
　
　
畑



図2　北海道開拓期の飯場(北海道開拓記念館陳列,熊野喜蔵寄贈の模型より作画)

明
治
時
代
に
な
っ
て
`
各
地
で
河
川
･
港
湾
･
鉄
道
な
ど
の
土
木
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
'

こ
れ
ら
は
当
初
は
政
府
の
直
営
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
こ
の
湯
合
も
､
ま
た
後
に
近
代
的
な
土
木
建

築
請
負
業
･
建
設
業
者
に
よ
る
請
負
制
に
な
っ
て
も
､
そ
の
労
働
力
は
主
と
し
て
｢
人
夫
出
し
｣

に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
ず
､
人
入
れ
稼
業
は
温
存
さ
れ
た
｡
口
入
れ
業
者
は
ヤ
ク
ザ
で
あ
る
壕
合
が

多
く
`
取
締
り
を
逃
れ
る
た
め
土
木
建
築
業
の
看
板
を
か
か
け
て
い
る
と
い
う
の
も
多
か
っ
た
｡

工
事
に
は
土
地
の
者
を
集
め
る
こ
と
が
困
難
で
､
｢
渡
り
者
｣
が
多
く
'
放
浪
性
の
つ
よ
い
彼
ら

を
引
き
留
め
て
お
く
た
め
賭
博
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
朝
･
昼
･
晩
の
は
か
に
午
後
三
時
の
四
食
を

た
ペ
る
の
か
土
工
の
慣
わ
し
で
あ
っ
た
が
､
食
事
後
の
休
憩
時
に
賭
博
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
賭
博

･
飯
酒
･
喧
嘩
が
彼
ら
の
生
活
に
は
附
き
物
だ
っ
た
｡
親
方
は
仕
事
を
迫
っ
て
部
屋
を
移
し
'
大

工
事
な
ら
バ
ラ
ッ
ク
建
の
飯
堤
を
､
小
工
事
な
ら
仕
事
場
附
近
の
長
屋
な
ど
を
借
り
た
｡
親
方
は

子
分
を
襲
い
､
そ
の
半
暴
力
的
な
親
側
の
下
に
人
夫
を
起
居
さ
せ
た
｡

関
東
の
土
工
親
方
は
利
根
川
の
水
防
工
事
で
成
長
し
､
人
夫
を
集
め
て
何
々
身
内
な
ど
と
称
し

た
｡
北
海
道
の
開
発
(
道
路
･
鉄
道
･
港
湾
･
炭
鉱
な
ど
)
に
は
囚
人
労
働
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
前
に
も
述
べ
た
が
､
彼
ら
を
収
容
す
る
文
字
通
り
の
｢
監
獄
部
屋
｣
と
｢
土
工
郭
屋
｣
･
｢
飯

境
｣
と
は
'
機
能
に
お
い
て
も
形
に
お
い
で
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
土
工
に
は

｢
飛
び
っ
ち
ょ
｣
と
い
う
他
の
仕
事
場
へ
の
転
身
が
あ
り
､
博
徒
と
同
じ
｢
お
軍
み
な
す
っ
て
｣

と
い
う
挨
拶
で
略
歴
を
の
べ
れ
ば
､
ど
こ
の
親
方
の
所
で
も
一
宿
一
飯
の
も
て
な
し
き
っ
げ
､
時

に
新
し
く
子
分
に
し
て
も
ら
え
る
風
習
も
あ
っ
た
｡

現
在
で
は
主
と
し
て
土
木
･
建
築
工
事
な
ど
の
現
場
に
労
働
者
を
あ
つ
め
て
寝
泊
り
さ
せ
る
粗

末
な
仮
小
屋
の
合
宿
所
の
こ
と
を
｢
飯
壕
｣
と
い
う
が
､
か
つ
て
は
こ
れ
が
飯
場
制
度
と
い
わ
れ

る
前
近
代
的
な
労
働
組
織
と
結
び
つ
い
て
い
た
｡
そ
れ
は
'
工
事
を
請
負
う
請
負
業
者
が
直
接
労

働
者
を
雇
傭
す
る
の
で
は
な
く
､
幾
人
か
の
飯
場
頭
(
ハ
ン
パ
ガ
シ
ラ
)
を
そ
の
蹄
下
に
お
き
､

わ
れ
ら
に
飯
場
と
称
す
る
合
宿
所
を
経
営
さ
せ
'
そ
こ
に
工
事
に
使
用
す
る
人
夫
･
土
工
な
ど
を

住
ま
わ
せ
､
住
居
の
世
話
と
と
も
に
労
働
の
監
督
を
も
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
｡

飯
堤
頭
は
住
居
だ
け
で
な
く
日
用
品
･
食
事
な
ど
一
切
の
生
活
資
料
を
独
占
的
に
供
給
し
'
賃

銀
の
上
前
を
は
ね
る
な
ど
､
搾
取
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
堤
合
が
多
く
'
こ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と

す
る
土
工
･
人
夫
の
逃
亡
を
ふ
せ
ぐ
た
め
､
監
視
の
網
を
は
り
め
ぐ
ら
し
､
逃
亡
者
に
は
暴
力
的

な
制
裁
を
加
え
､
ま
た
賭
博
や
遊
興
で
借
金
を
さ
せ
､
或
は
賃
銭
の
支
払
を
の
は
し
､
し
ば
し
ば

｢
金
券
｣
と
い
う
他
所
で
は
通
用
し
な
い
も
の
で
す
ま
す
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
彼
ら
を
し
は
り

つ
け
て
い
た
｡

戦
後
の
現
在
で
は
､
こ
う
し
た
封
建
的
な
労
働
制
度
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
'
そ
う
し

た
制
度
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
て
き
た
｢
飯
場
す
ま
い
｣
も
大
き
-
変
わ
っ
て
き
た
e
し
か
し
､
〟

依
然
と
し
て
昔
の
形
態
を
の
こ
し
て
い
る
タ
コ
部
屋
と
か
半
タ
コ
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
一

九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
に
入
る
と
'
ほ
う
大
な
建
設
工
事
が
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
､
大
量
の
労
働
力
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
｡
そ
れ
と
同
時
に
日
本
の
腿
梁
を
破
壊

し
､
農
民
を
食
え
な
-
し
て
い
-
鰻
業
政
策
が
進
行
し
､
農
村
か
ら
多
鼓
に
出
稼
ぎ
労
働
費
が
排

出
さ
れ
た
｡
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
工
事
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
建
没
労
働
者
の
す
ま
い
と
し

て
飯
場
は
ふ
た
た
び
注
目
さ
れ
る
存
柾
と
な
っ
て
き
た
｡
む
ら
ん
労
働
基
雑
法
施
行
以
来
､
前
近

代
的
な
労
働
制
度
は
建
前
と
し
て
は
な
く
な
り
､
そ
の
居
住
関
係
の
上
で
も
対
延
的
な
支
配
･
被

支
配
の
関
係
は
い
ち
じ
る
し
く
弱
め
ら
れ
た
｡
し
か
し
､
一
般
の
給
与
住
宅
･
社
宅
な
ど
と
ち
が

っ
て
､
一
方
で
は
飯
場
と
い
う
特
殊
な
合
宿
形
態
で
生
活
し
'
そ
の
住
居
を
提
供
し
て
い
る
銀
粉

頭
･
雇
主
ら
の
指
図
に
よ
っ
て
働
く
と
い
う
関
係
の
故
に
'
さ
ら
に
ま
た
他
方
､
期
間
を
限
ら
れ
た

瞳
時
的
な
仕
事
に
従
寧
す
る
間
だ
け
の
臨
時
の
す
ま
い
と
い
う
点
で
､
さ
き
に
み
た
｢
窃
栢
合
｣

と
も
こ
と
な
る
飯
場
は
'
単
身
労
働
者
の
特
殊
な
集
団
的
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
と
し
て
注
目
さ
れ

る
存
注
と
な
っ
て
い
る
｡

(
I
)
　
以
下
の
記
述
は
『
日
本
鉄
道
紺
負
菓
史
(
明
治
箭
)
』
一
九
四
四
､
竹
田
米
吉
『
職
人
　
-
一
巡
策

職
人
の
回
想
』
そ
の
他
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
｡

鉱
夫
蔀
屋
と
飯
場

ハ
シ
バ
は
主
と
し
て
土
木
工
事
の
労
働
者
住
居
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
先
に
述
べ
た

が
､
ハ
ン
バ
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
-
と
'
そ
の
源
流
の
一
つ
は
飯
場
制
度
と
な
ら
ん
で
日

本
資
本
主
義
の
前
近
代
性
を
い
ろ
と
っ
た
納
崖
制
度
に
話
び
つ
く
明
治
以
来
の
鉱
山
に
お
け
る
鉱

夫
納
屋
と
い
っ
た
も
の
に
ゆ
き
つ
-
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
節
棚
番
｢
炭
鉱
住
宅
｣
の
藷
で
ー
応
説

明
し
た
｡

北
海
道
の
石
狩
炭
田
は
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
と
し
て
明

治
の
初
期
か
ら
開
発
さ
れ
て
き
た
が
､
そ
の
最
初
は
囚
人
汚
側
で
は
じ
め
ら
れ
た
.
や
が
て
そ
れ

だ
け
で
は
労
働
力
が
足
ら
な
く
な
っ
た
の
で
､
そ
れ
を
お
ぎ
な
う
た
め
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
て
き

た
労
働
者
を
監
獄
蔀
屋
と
か
タ
コ
ペ
ヤ
と
い
わ
れ
る
謹
察
横
の
及
ば
ぬ
拘
禁
的
な
状
況
の
中
に
追

い
こ
み
､
非
人
間
的
な
労
働
を
強
制
し
た
｡
こ
の
納
屋
制
度
は
`
第
二
次
世
界
戦
争
中
に
は
樹
民

地
及
び
占
領
地
の
人
民
を
つ
れ
て
き
て
使
う
と
い
う
よ
う
に
`
そ
の
後
永
く
受
け
継
つ
か
れ
て
き

た
｡
ハ
シ
バ
･
ナ
ヤ
と
い
っ
た
住
居
型
は
､
そ
の
よ
う
な
制
度
を
袈
づ
け
る
拘
禁
的
な
､
質
の
ひ

く
い
労
働
者
の
｢
集
団
的
ね
ぐ
ら
｣
で
あ
っ
た
｡

窮
墾
早
で
み
た
よ
う
に
､
ハ
ン
パ
ガ
ン
ラ
(
蕾
の
場
合
は
ナ
ヤ
ガ
シ
ラ
)
は
単
に
貸
銀
の
阜
轍

を
は
ね
る
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
-
'
そ
の
配
下
の
労
働
者
の
押
収
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か

き
､
た
だ
労
働
力
の
提
供
を
詩
続
さ
せ
る
た
め
に
食
事
や
住
宅
(
と
い
っ
て
も
拘
嫌
的
ね
ぐ
ら
空

間
と
し
て
の
械
能
か
つ
よ
い
)
を
提
供
し
て
労
働
者
を
身
分
的
な
隷
属
状
態
に
お
き
`
給
料
は
前

借
金
を
か
え
す
た
め
に
ほ
と
ん
ど
さ
し
ひ
か
れ
､
そ
の
前
借
金
は
ま
た
わ
ず
か
の
う
き
は
ら
し
で

あ
る
飲
酒
や
賭
博
で
さ
ら
に
か
さ
ん
で
く
る
と
い
っ
た
し
-
み
で
､
一
旦
輩
下
に
組
入
れ
ら
れ
る

と
逃
げ
だ
す
こ
と
も
で
き
ず
､
監
獄
べ
ヤ
と
い
う
名
前
が
ピ
ッ
タ
-
す
る
よ
う
な
拘
束
状
態
に
お

か
れ
'
暴
力
的
な
監
視
体
制
の
も
と
で
労
働
を
強
要
さ
れ
る
と
い
う
状
態
が
少
な
く
な
か
っ
た
｡

こ
の
謡
の
人
び
と
の
す
ま
い
で
あ
る
ハ
ン
パ
の
形
は
､
木
賃
宿
の
大
都
屋
と
大
い
に
似
た
と
こ

ろ
が
あ
る
.
｡
大
勢
の
労
働
者
を
拘
置
･
居
住
さ
せ
る
た
め
'
そ
の
典
型
的
な
榔
進
は
､
や
や
性
格

は
こ
と
な
る
が
､
こ
れ
も
一
種
の
拘
束
的
住
居
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
思
わ
れ
る
蛾
前
の
兵
鮮
　
-

特
に
演
習
地
な
ど
に
設
け
ら
れ
て
い
た
臨
時
的
な
宿
営
施
設
で
あ
る
殿
舎
　
-
　
に
通
ず
る
も
の
が

あ
る
｡
図
-
は
廠
会
の
一
例
だ
が
､
飯
場
は
こ
れ
と
よ
-
似
た
､
し
か
し
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
粗

末
な
構
造
の
も
の
が
多
か
っ
だ
｡

土
間
が
長
い
建
物
の
ま
ん
車
を
と
お
っ
て
お
り
､
そ
の
両
側
が
一
段
商
い
板
じ
き
の
床
と
な
っ

て
い
る
｡
そ
こ
に
ム
シ
ロ
を
し
き
､
寝
床
の
ス
ペ
ー
ス
が
と
ら
れ
る
｡
身
長
よ
り
少
し
余
裕
の
あ

る
程
度
の
奥
行
き
で
､
鉱
夫
(
暁
天
)
た
ち
は
土
間
の
方
に
頭
を
お
い
て
､
魚
を
な
ら
べ
た
よ
う

に
寝
る
｡
最
も
ひ
ど
い
例
で
は
'
枕
が
木
の
丸
太
で
ず
っ
と
通
し
て
お
か
れ
て
お
り
'
媛
れ
て
眠

っ
て
い
る
鉱
夫
た
ち
を
文
字
通
り
｢
た
た
き
お
こ
す
｣
た
め
'
こ
の
丸
太
の
ハ
シ
を
ツ
チ
で
ど
や

し
っ
げ
ろ
　
-
　
と
い
っ
た
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

監
獄
部
屋
-
納
屋
は
納
屋
頭
の
暴
力
的
な
支
配
組
織
の
下
に
的
理
さ
れ
て
い
る
半
奴
隷
的
な
労

働
者
の
す
ま
い
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
細
介
し
た
同
じ
-
拘
斑
的
住
居
と
い
え
る
兵
営
と
よ
く
似
た

住
居
の
形
式
は
､
一
般
の
土
建
労
働
者
の
飯
場
の
祖
形
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
形
式
に
近
い
も
の
が
こ
く
最
近
ま
で
各
地
に
み
ら
れ
た
｡
現
在
の
と
こ
ろ
､
そ
う
し
た
も
の
の

完
全
な
記
録
が
手
元
に
な
い
か
ら
そ
れ
を
し
め
ず
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
代
々
労
務
供
給
を
や
っ

て
お
り
'
現
に
大
手
筆
頭
の
部
に
属
す
る
業
者
の
中
堅
的
な
労
務
下
請
を
や
っ
て
い
る
M
氏
は
'

｢
丸
太
の
マ
タ
ラ
｣
と
い
う
譜
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
､
そ
う
し
た
形
式
の
も
の
が
方
々
に
あ
っ
た
　
場

と
言
っ
て
い
た
｡
兵
舎
の
場
合
は
､
一
個
小
隊
ぐ
ら
い
が
収
容
で
き
る
一
棟
の
成
合
の
片
方
の
端

を
出
た
と
こ
ろ
に
便
所
が
あ
り
､
反
対
側
の
瑞
に
は
下
士
官
室
が
あ
っ
た
と
思
う
が
､
飯
場
の
地

合
は
､
中
土
開
塾
の
単
身
労
働
者
の
大
部
屋
の
片
方
に
'
食
草
室
､
浴
場
な
ど
と
と
も
に
'
彼
ら

の
生
活
の
世
話
を
す
る
飯
塔
頭
の
家
族
の
住
居
が
'
放
つ
づ
さ
で
く
っ
つ
い
て
い
た
(
図
-
)
｡
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図3　労務者寄宿舎(飯琵)の1捌く昭和15年代?) (高田玉音記･吉川善感縞『実録･土工玉音-タコ蔀屋

半生記』 1974 3よの
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4　最近のある建築琵場の飯場の断面(スケッチ)
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タ
コ
蔀
屋

北
海
道
で
は
鉄
道
･
道
路
な
ど
の
建
設
工
事
に
使
う
地
元
労
働
力
が
不
足
し
て
い
た
た
め
､
東

京
･
大
阪
を
は
じ
め
本
土
各
地
に
｢
タ
コ
釣
り
｣
　
｢
ボ
ン
引
き
｣
な
ど
と
い
わ
れ
る
誘
拐
屋
を
手

先
に
し
た
人
夫
募
集
屋
が
｢
旅
費
小
過
被
服
貸
与
､
普
通
日
給
の
二
倍
支
給
｣
な
ど
の
看
板
を
か

か
け
て
'
離
村
農
民
や
失
業
･
半
失
業
者
を
あ
つ
め
`
｢
三
途
の
川
｣
と
呼
ば
れ
た
津
軽
海
峡
を

こ
え
て
送
り
こ
む
ル
ー
ト
か
つ
-
ら
れ
て
い
た
｡
自
分
で
自
分
の
身
を
食
い
つ
あ
る
と
い
う
意
味

で
'
土
工
を
タ
コ
と
よ
ん
で
い
た
が
'
鉄
道
建
投
が
活
気
を
呈
す
る
一
八
九
七
年
頃
か
ら
､
彼
ら

を
閉
じ
こ
め
て
お
く
拘
禁
的
な
土
工
部
屋
(
タ
コ
ベ
ヤ
)
が
生
れ
て
く
る
｡

彼
ら
の
す
ま
い
は
､
工
革
の
関
係
で
移
動
で
き
る
一
時
的
な
も
の
で
､
荒
削
り
の
丸
太
､
柾
か

白
樺
の
皮
で
屋
横
を
ふ
き
､
天
井
は
な
く
､
無
双
の
高
窓
と
い
っ
た
粗
末
な
も
の
'
入
口
は
半
間

憶
で
､
夜
は
鍵
を
か
け
る
｡
労
力
を
下
講
す
る
親
方
が
家
族
と
共
に
住
込
み
､
そ
の
下
に
佳
節
の

割
当
て
'
工
夫
の
配
置
'
作
業
の
段
取
り
を
す
る
｢
世
話
役
｣
､
記
帳
･
会
計
を
や
る
｢
腹
褐
｣
'

謹
下
数
人
の
工
夫
を
指
揮
･
監
督
す
る
｢
樺
頭
L
t
物
品
給
与
や
起
床
の
指
図
を
す
る
｢
飯
台
取

緒
｣
が
い
る
｡
棒
頭
ま
で
ば
｢
上
飯
台
｣
と
い
っ
て
一
番
先
に
風
呂
に
は
い
り
､
食
事
も
別
格
､

酒
は
自
由
`
飯
台
取
締
の
ほ
か
乎
土
工
か
ら
竣
掘
さ
れ
た
も
の
が
入
る
｢
申
飯
台
｣
も
食
蹄
は
別

格
､
一
般
工
夫
は
｢
下
飯
台
｣
と
い
わ
れ
'
立
っ
た
ま
ま
で
ひ
ど
い
全
容
し
か
あ
て
が
わ
れ
な
か

(
I
)

っ
た
｡一

九
〇
八
(
明
4
1
)
年
小
樽
に
生
れ
'
二
七
年
の
全
国
的
な
大
恐
慌
の
中
で
第
二
期
開
拓
計
画

が
ス
タ
ー
ト
し
て
三
年
目
の
一
九
三
〇
(
田
5
)
年
か
ら
一
五
年
間
､
北
海
道
各
地
を
転
々
と
し

て
タ
コ
部
屋
生
活
を
つ
づ
け
て
き
た
高
田
玉
音
氏
は
､
前
借
で
し
ぼ
ら
れ
､
逃
亡
者
は
猛
烈
な
リ

ン
チ
を
う
げ
､
殺
さ
れ
て
も
わ
を
ち
な
い
よ
う
な
拘
禁
的
タ
コ
部
屋
生
活
を
生
き
ぬ
い
て
'
名
の

知
れ
た
｢
兄
イ
｣
に
な
っ
た
土
工
と
し
て
`
幾
分
の
楽
し
さ
を
も
っ
て
そ
の
生
酒
を
回
想
し
た
記

録
を
著
書
に
し
て
'
時
る
e

寒
い
一
二
月
に
'
炊
事
場
の
ほ
か
に
火
の
気
が
あ
る
の
は
長
い
土
間
の
中
の
-
画
だ
け
｡
二
､

三
十
人
の
寝
間
着
が
板
壁
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
札
幌
近
郊
の
タ
コ
部
畳
を
ふ
り
出
し
に
,
各
地

の
飯
瑞
を
転
々
と
し
た
｡
図
-
は
そ
う
し
た
飯
場
の
平
面
図
の
一
例
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
か
な
り

大
き
い
も
の
で
`
廊
下
土
間
の
左
右
に
分
か
た
れ
た
板
床
は
奥
行
き
が
ー
五
尺
(
四
･
五
五
m
)
ど

な
り
､
二
列
以
上
の
寝
床
が
と
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
よ
く
そ
ら
れ
た
飯
場
は
'
前
出
の
図
-

の
よ
う
些
一
高
程
度
の
梁
問
の
中
の
両
脇
一
間
ほ
ど
を
床
と
し
､
そ
こ
を
寝
る
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
､
ま
ん
車
の
一
問
が
通
路
兼
食
事
空
間
で
､
図
-
の
殿
舎
と
よ
く
似
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
｡

新
入
者
は
､
時
計
･
刃
物
･
発
火
物
･
貴
重
品
･
金
銭
を
全
部
と
り
あ
げ
ら
れ
る
｡
時
計
が
な

い
の
で
何
時
か
わ
か
ら
ぬ
暗
い
う
ち
に
｢
起
床
｣
の
号
令
で
た
た
き
お
こ
さ
れ
'
四
十
数
人
が
一

五
分
間
で
朝
食
を
す
ま
ず
｡
大
小
便
も
早
い
も
の
が
ち
で
あ
る
｡
時
刻
が
く
る
と
作
業
喝
に
出
て

こ

章

b

o

ゆ
く
｡
作
業
は
一
人
一
人
に
ノ
ル
マ
を
割
り
つ
け
る
｢
小
間
割
｣
で
､
暗
-
な
っ
て
帰
る
と
緒
天

風
呂
に
入
る
｡
生
轟
き
の
ズ
ボ
ン
や
地
下
足
袋
を
ま
る
め
て
枕
に
し
て
寝
る
と
､
屋
根
の
す
き
間

か
ら
星
が
み
え
る
｡
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
寝
る
の
か
極
楽
｡

蒲
団
は
一
人
一
枝
の
割
だ
か
ら
､
二
人
い
っ
し
ょ
に
寝
る
の
が
き
ま
り
､
部
屋
で
は
で
き
る
だ

け
話
を
さ
せ
な
い
｡
社
会
の
こ
と
'
自
由
の
こ
と
は
一
切
な
-
す
る
の
か
こ
の
社
会
の
信
念
で
あ

る
｡
食
卓
は
古
参
･
新
入
の
身
分
序
列
で
時
に
上
下
に
わ
か
れ
て
い
る
｡
号
令
で
飯
台
に
つ
-
｡

山
中
の
飯
茜
で
は
ス
ト
ー
ブ
な
ど
な
く
'
焚
き
火
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
人
が
目
や
ノ
ト
を
や
ら

れ
る
｡
地
下
タ
ビ
･
軍
手
･
酒
･
タ
バ
コ
･
菓
子
･
チ
-
瓶
な
ど
日
用
品
は
頗
場
か
ら
市
価
よ
り

べ
ら
ぼ
う
に
高
い
も
の
を
買
わ
さ
れ
'
そ
れ
が
借
金
に
加
舞
さ
れ
る
｡

窓
に
は
格
子
が
打
ち
つ
け
ら
れ
､
ま
わ
り
に
鉄
条
網
を
は
っ
て
い
る
所
も
あ
る
｡
謡
窮
は
ど
ん

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
出
て
こ
な
い
｡
目
の
前
の
暴
力
沙
汰
も
見
て
み
ぬ
ぶ
り
｡
逃
げ
る
と
｢
前
借

金
詐
欺
｣
で
つ
か
ま
え
ら
れ
る
｡
学
年
契
約
が
多
い
が
､
期
間
が
す
む
と
遊
廓
に
つ
れ
て
ゆ
か

れ
て
大
盤
振
舞
､
そ
の
遊
興
費
が
ふ
た
た
び
前
借
と
な
っ
て
｢
焼
喧
し
｣
と
な
り
､
ま
た
元
の
生

活
に
か
え
る
　
-
　
と
い
っ
た
こ
と
が
-
り
か
え
さ
れ
る
｡

図
-
は
記
憶
で
描
い
た
の
で
少
々
ち
か
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
日
本
の
現
代
建
股
技
術

の
最
尖
端
を
あ
つ
め
て
塑
同
属
ビ
ル
を
つ
く
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
誇
示
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た

｢
壁
局
層
の
あ
け
ぼ
の
｣
(
一
九
六
九
年
)
と
い
う
映
画
で
招
介
さ
れ
て
い
る
労
働
者
た
ち
の
飯
場

建
築
の
断
面
図
で
あ
る
｡
無
論
構
造
は
プ
レ
ハ
ブ
で
'
冬
は
ま
ん
中
の
通
路
に
お
い
て
あ
る
石
油

ス
ト
ー
ブ
で
全
室
壁
房
を
し
て
い
る
点
は
近
代
化
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
空
間
的
な
形
は
い
か
に

も
先
述
の
｢
丸
太
マ
タ
ラ
｣
の
監
獄
部
屋
と
似
通
っ
て
い
る
｡
大
ベ
ヤ
と
い
う
こ
と
よ
り
'
起
居

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
べ
ツ
し
て
監
督
者
側
か
ら
把
捏
で
き
る
｡
こ
の
謡
の
つ
-
り
方
が
'
や
は

り
飯
場
の
要
求
に
合
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な

住
居
の
つ
く
り
方
が
日
本
資
本
主
義
の
本
源
的
蓄
積
期
以
来
`
連
綿
と
し
て
日
本
の
労
働
者
の
住
　
場

居
の
重
要
な
部
分
を
形
づ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

(
1
)
　
『
日
本
残
酷
勅
語
'
第
五
郎
､
近
代
の
暗
黒
』
､
一
九
六
〇
･
七
｡

(
2
)
　
高
田
重
吉
記
･
古
川
普
盛
揃
『
実
録
'
土
工
･
玉
音
』
一
九
七
四
･
三
｡
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図5　番屋外観(北海道小樽市)

4さ0

A

図6　ニシン漁場の番屋(11｡北海道･羽幌,花田宅｡ 1005年建設｡ -ーフ･トーンの

郭分がヤシシュクの寝床部分,遭い所はそれが中2階になっている｡

ニ
シ
ン
治
績
の
番
屋

季
節
的
に
繁
閑
の
あ
る
農
業
を
い
と
な
む
農
村
か
ら
農
閑
期
の
農
民
が
出
稼
ぎ
に
で
る
の
を
季

節
労
働
と
し
て
う
げ
と
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
が
'
古
-
か
ら
沢
山
あ
っ
た
｡
た
と
え
ば
酒
造
り

の
本
場
の
灘
や
伏
見
に
出
て
く
る
北
陸
や
丹
波
の
杜
氏
､
東
北
地
方
か
ら
北
海
道
に
で
か
け
る
季

節
漁
民
(
傭
衆
･
ヤ
ン
シ
ユ
ウ
)
な
ど
が
そ
れ
で
ぬ
る
｡
彼
ら
は
い
ず
れ
も
施
主
の
提
供
す
る
宿
所

に
寝
泊
り
し
て
掌
ら
ず
こ
と
に
な
る
が
､
こ
れ
ら
の
宿
所
の
あ
る
も
の
は
､
同
様
に
季
節
労
働
を

よ
く
利
用
し
た
土
木
工
事
の
飯
場
と
似
通
っ
た
型
の
｢
ね
ぐ
ら
す
ま
い
｣
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡

ニ
シ
ン
漁
の
衰
退
と
と
も
に
い
ま
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
､
北
海
道
東
都
の
帰

し

り

'

(

L

る

も

い

山
･
後
志
か
ら
留
斯
地
方
の
ニ
シ
ン
漁
場
に
み
ら
れ
た
｢
番
屋
建
築
｣
は
`
網
元
の
蒙
が
同
時
に

ヤ
ン
衆
の
集
団
生
活
の
場
に
な
っ
て
い
る
豪
壮
な
飯
場
建
築
の
一
つ
と
い
え
よ
う
｡

ニ
シ
ン
は
奉
告
魚
と
い
わ
れ
､
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
が
最
盛
期
で
､
か
つ
て
は
耕
来
し
て

く
る
と
見
渡
す
か
ぎ
り
海
面
が
ま
っ
白
に
な
り
'
春
子
(
受
翻
し
た
卵
)
が
浜
辺
に
一
m
以
上
も
つ

も
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
を
浜
か
ら
五
〇
〇
m
く
ら
い
沖
に
む
か
っ
て
定
駐
さ
れ

た
角
網
を
使
用
し
､
一
組
一
二
〇
人
前
後
の
蟹
ハ
が
水
揚
げ
を
す
る
｡
と
っ
た
一
一
シ
ソ
は
加
工
場
で

身
欠
ニ
シ
ン
や
粕
に
さ
れ
る
が
､
そ
れ
を
乾
燥
す
る
場
も
な
-
な
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
｡

一
編
千
両
と
い
う
豪
勢
さ
が
北
海
道
の
漁
場
で
み
ら
れ
た
｡

へ
今
宵
一
夜
は
ド
ン
ス
の
ま
く
ら
､
あ
す
は
旅
ね
の
波
ま
く
ら

へ
ニ
シ
ン
場
の
あ
ね
こ
は
白
粉
い
ら
ぬ
｡
銀
の
う
ろ
こ
で
肌
光
る

景
気
の
い
い
ソ
ー
ラ
ン
節
の
お
と
り
は
'
ニ
シ
ン
漁
場
で
の
漁
師
の
洒
暖
の
さ
ま
を
撮
り
つ
け

に
と
り
入
れ
て
い
る
が
､
そ
の
か
つ
て
の
鎌
栄
も
い
ま
は
忍
ぶ
ぺ
-
も
な
い
｡
明
治
の
初
期
に
は

北
海
道
南
部
の
江
差
あ
た
り
が
中
心
で
あ
っ
た
が
､
漁
場
は
次
第
に
北
上
し
､
一
八
九
七
(
明

5
0
)
年
に
二
二
〇
万
石
ど
れ
だ
と
い
う
の
か
最
高
で
'
そ
の
後
次
第
に
減
少
し
'
現
柾
で
は
沿
岸

か
ら
は
な
れ
た
油
剤
緬
で
わ
ず
か
に
漁
獲
を
あ
げ
て
い
る
状
況
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
現
在
で
は

も
は
や
網
元
の
豪
勢
な
住
宅
や
番
屋
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
し
か
し
か
つ
て
は
､
網
元
は
浜

辺
に
番
屋
を
つ
く
り
'
青
森
'
秋
田
な
ど
主
と
し
て
東
北
地
方
か
ら
出
稼
ぎ
の
独
民
に
寝
泊
り
さ

せ
､
漁
期
を
む
か
え
た
｡
シ
オ
時
を
は
ず
さ
ず
'
魚
が
お
し
よ
せ
て
-
れ
ば
い
く
ら
で
も
ま
き
上

げ
て
逃
さ
ず
に
漁
獲
を
す
る
と
い
う
苛
酷
な
労
働
に
は
､
粟
北
越
村
出
身
の
出
穂
者
が
最
適
で
あ

っ
た
｡
彼
ら
を
ヤ
シ
シ
ュ
ク
と
い
っ
た
｡
番
屋
は
､
網
元
の
カ
を
誇
示
す
る
よ
う
な
遊
離
な
建
策

と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
が
多
か
っ
だ
が
､
そ
れ
は
漁
場
の
本
拠
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
'
そ
の
一

班
分
に
数
十
人
の
ヤ
ン
衆
を
寝
泊
り
さ
せ
る
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
が
つ
く
り
こ
ま
れ
て
い
た
o

現
在
は
す
で
に
歴
史
的
な
過
去
の
建
築
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
'
北
海
道
庁
の
遠
藤
明
久

技
繭
が
戦
後
調
査
し
た
番
屋
建
築
の
数
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡
い
ず
れ
も
道
の
西
海
岸
'
日
本

海
に
画
し
た
か
つ
て
の
ニ
シ
ン
漁
場
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

図
-
は
北
寄
り
の
留
斯
郡
･
羽
幌
に
一
九
〇
五
(
明
綿
)
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
､
つ
形
を

し
た
網
元
の
住
宅
と
土
間
を
へ
だ
て
て
'
ま
ん
中
に
台
所
を
お
き
､
そ
れ
を
囲
ん
で
頭
を
中
に
し

て
寝
床
を
と
る
よ
う
に
し
て
'
ヤ
シ
衆
の
寝
室
部
分
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
空
間
の
節
約
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
が
'
寝
床
空
間
は
前
に
み
た
二
層
化
ド
ヤ
と
よ
-
似
た
中
二
階
を
も
つ
重
層
椛
進
に

な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
以
下
ど
の
番
屋
に
も
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
｡

図
-
は
謙
嫌
半
島
の
南
側
､
後
志
部
署
内
町
泊
村
に
旧
蒸
時
代
か
ら
場
所
支
配
人
を
し
て
い
た

と
い
う
旧
家
･
武
井
家
の
間
取
り
で
一
九
一
八
(
大
1
)
年
六
月
に
起
工
さ
れ
た
も
の
｡
王
家
の

捕
え
は
書
院
造
り
風
で
あ
る
が
､
そ
の
一
番
東
の
端
の
台
所
土
間
に
接
し
て
'
調
盃
当
時
は
も
う

こ
わ
さ
れ
て
い
た
が
､
ヤ
ン
衆
の
宿
泊
部
分
=
番
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
た
｡
や
は
り
中
二
階
を
も

ち
､
ま
ん
中
の
炉
を
か
こ
ん
だ
｢
台
所
｣
を
め
ぐ
っ
て
二
段
の
寝
床
ス
ペ
ー
ス
が
と
ら
れ
`
諦
め

こ
む
と
上
下
合
わ
せ
て
､
八
〇
-
九
〇
人
ぐ
ら
い
が
泊
ま
れ
る
広
さ
に
な
っ
て
い
る
｡

図
-
は
網
元
の
居
住
部
分
と
､
土
間
を
は
さ
ん
で
と
ら
れ
た
漁
夫
の
宿
泊
都
分
と
が
'
大
き
な

屋
根
の
も
と
に
一
体
と
し
て
つ
-
ら
れ
て
い
る
例
で
'
大
正
後
期
か
ら
昭
和
の
初
め
ご
ろ
の
建
築

と
推
定
さ
れ
る
留
砺
郡
･
地
毛
に
現
存
し
て
い
た
番
屋
で
あ
る
｡
l
般
漁
夫
四
〇
人
あ
ま
り
は
や

は
り
台
所
を
と
り
ま
く
二
段
の
寝
台
棚
に
寝
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
､
二
階
に
は
幹
部
ク
ラ
ス
の

漁
夫
の
た
め
の
一
〇
帖
､
八
帖
の
ヘ
ヤ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
番
屋
建
築
は
い
ず
れ
も
塑
刀
の
家
業
と
捲
び
つ
い
た
特
殊
な
住
宅
建
築
と
し
て
注
目

さ
れ
る
が
､
そ
こ
に
寝
泊
り
す
る
漁
夫
･
ヤ
シ
衆
の
方
か
ら
み
る
と
'
飯
場
や
納
屋
､
あ
る
い
は

ド
ヤ
と
い
っ
た
も
の
と
形
に
お
い
で
も
共
通
す
る
､
彼
ら
に
と
っ
て
は
一
時
的
な
　
｢
ね
ぐ
ら
や

ど
｣
で
あ
る
｡
飯
場
建
築
の
一
つ
の
型
と
し
て
興
味
深
く
み
ら
れ
る
｡

道

東

の

番

屋

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

_

)

以
上
は
ニ
シ
ン
漁
家
の
番
屋
の
実
例
で
あ
る
が
､
戦
後
(
一
九
五
八
年
八
月
)
私
が
採
取
し
た
､

こ
の
系
統
に
屈
す
る
も
の
を
二
､
三
紹
介
し
て
お
こ
う
｡

図
-
は
旦
同
地
方
の
様
似
町
鵜
苫
で
み
つ
け
た
一
八
八
二
(
明
1
5
)
年
頃
た
で
ら
れ
た
と
い
う

出
稼
漁
民
の
寝
泊
り
す
る
番
屋
で
あ
る
｡
定
置
網
の
漁
場
で
､
調
盃
当
時
一
五
人
の
漁
民
が
寝
泊

り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
｡
果
た
し
て
明
治
初
年
の
建
築
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
ど
う
か
厳

密
な
調
査
を
し
な
か
っ
た
が
'
下
見
板
は
り
の
き
わ
め
で
粗
末
な
榔
進
で
`
二
箇
所
の
ス
ト
ー
ブ
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図8　ニシン漁場の番屋建築(3)

地毛町.田中氏宅.大正後期の

建錦｡以上3例はいずれも邁疏

明久氏の諏歪資料による.

図9　北海道･様似町海曹(ウトマ)

定置網漁業者の番屋｡ 1882 (明15)

年頃建設(?). 1958年8月採取｡

図10　ホタテ貝漁家の作業小屋｡

北海道･常呂｡

園割星漢書園田 
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∴≡≡三四虫 
▲ー 1 

は
の
ち
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
も
と
は
｢
い
ろ
り
｣
で
あ
っ
た
ら
し
く
'
旗
の
上
に
越
し
屋

根
が
つ
い
て
い
た
｡
ヤ
シ
衆
の
寝
室
が
い
ろ
り
を
囲
ん
だ
ヘ
ヤ
の
両
側
に
二
段
に
つ
-
ら
れ
て
い

る
形
式
は
､
さ
き
に
み
た
ニ
シ
ン
漁
場
の
番
屋
と
同
じ
で
､
ド
ヤ
や
飯
堤
の
建
築
の
型
に
通
ず
る

所
が
あ
る
｡
中
央
の
ヘ
ヤ
と
寝
室
(
寝
台
)
部
分
と
の
仕
切
り
は
床
の
部
分
に
高
さ
一
尺
ほ
ど
の
仕

切
り
板
が
立
て
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
上
に
あ
と
で
た
れ
下
げ
た
と
思
わ
れ
る
カ
ー
テ
ン
が
か
か
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
｡

と
ー
)
)
ち

図
日
･
日
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
常
呂
と
い
う
ホ
タ
テ
貝
漁
の
さ
か
ん
な
漁
村
で
み
か
け

た
､
比
較
的
新
し
く
小
柄
な
番
屋
で
あ
る
｡

網
走
か
ら
能
取
湖
を
へ
だ
て
て
'
直
線
距
離
が
二
〇
血
ほ
ど
北
西
に
あ
る
海
岸
ぞ
い
の
こ
の
町

の
漁
業
は
＼
夏
季
二
カ
月
ほ
ど
の
間
に
と
れ
る
ホ
タ
テ
貝
が
中
心
で
あ
る
｡
貝
の
滋
殖
や
､
径
三

･
五
寸
以
下
の
も
の
は
と
ら
な
い
'
そ
の
年
の
生
産
目
標
を
達
成
す
る
と
操
業
を
停
止
す
る
と
い

っ
た
生
産
制
限
な
ど
で
資
源
保
護
を
協
同
し
て
や
っ
て
い
る
｡
よ
り
高
度
な
加
工
施
投
を
中
心
と

し
て
共
同
的
な
住
宅
づ
-
り
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
悪
気
ご
み
で
綱
盃
に
出
向
い

て
'
地
元
の
人
た
ち
と
話
し
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
漁
民
た
ち
は
当
時
は
自
分
の
住
宅
や
干
場
を

も
ち
'
一
本
た
ち
で
仕
事
を
や
り
た
い
と
い
う
競
争
憩
誠
が
つ
よ
-
'
そ
の
よ
う
な
共
同
住
宅
は

で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
｡
ホ
タ
テ
貝
の
生
産
量
は
当
時
一
五
〇
万
質
で
､
そ
の
半
分
(
八
〇
万
質
)

が
そ
の
ま
ま
市
堤
へ
､
残
り
は
日
干
し
に
す
る
｡
古
い
町
と
は
な
れ
た
海
岸
に
姶
つ
き
増
か
つ
-

ら
れ
､
そ
こ
に
旧
町
か
ら
夏
場
だ
け
家
族
ぐ
る
み
で
や
っ
て
く
る
漁
民
た
ち
の
粗
末
な
番
屋
風
の

季
節
型
住
宅
(
図
日
は
そ
う
し
た
も
の
の
一
例
)
　
が
み
ら
れ
た
が
､
次
第
に
漁
民
た
ち
は
尻
を
こ
こ
は

お
ち
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
｡
後
者
の
場
合
に
は
､
雇
い
の
漁
夫
を
中
二
階
に
寝
泊
り
さ
せ
る
よ

う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
た
｡
い
ず
れ
も
粗
末
な
建
築
で
'
長
さ
一
二
尺
の
柱
を

背
い
っ
ぱ
い
に
使
っ
て
'
そ
の
屋
根
蜜
を
ヤ
ン
衆
の
寝
部
屋
に
し
て
い
た
｡

こ
う
し
た
住
宅
は
､
昔
の
町
家
に
み
ら
れ
た
商
家
や
手
工
業
者
が
使
用
人
を
た
-
さ
ん
寝
泊
り

さ
せ
て
い
た
併
用
住
宅
と
同
列
の
も
の
と
い
え
る
が
'
し
か
し
こ
こ
に
出
根
ざ
に
き
て
捜
泊
り
す

る
者
の
方
か
ら
い
う
と
､
彼
ら
の
出
稼
ぎ
先
の
一
時
的
な
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

現
地
の
住
宅
改
善
の
座
談
会
で
意
欲
的
な
中
堅
漁
家
か
ら
き
い
た
蔑
見
に
よ
る
と
'
榎
の
漁
期

は
猫
の
手
も
借
り
た
い
よ
う
な
忙
し
さ
で
'
加
工
の
た
め
に
仝
家
族
が
動
員
さ
れ
､
と
き
に
徹
夜
　
場

も
す
る
｡
人
を
雇
わ
ね
は
な
ら
ぬ
が
'
土
地
の
も
の
は
勅
務
が
不
確
か
で
ア
テ
に
な
ら
な
い
｡
鰭

局
'
東
北
地
方
か
ら
の
出
稼
人
を
雇
う
｡
五
八
年
当
時
こ
の
町
で
は
こ
の
種
の
地
積
漁
夫
は
二
〇

〇
人
,
給
料
は
歩
合
で
二
カ
月
に
約
五
万
円
を
か
せ
ぐ
｡
加
工
に
は
道
南
･
日
本
海
方
面
か
,
ら
-
飯

る
女
工
が
六
〇
〇
人
､
こ
の
方
は
月
六
-
七
'
0
0
0
円
経
度
の
給
料
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
　
伽



衰1山練労働者の飯場(1957年)

職種　建坪　居寝室　居住人員1人当室商議
(秤)　　　　　　　(坪)

図11同じくホタテ貝漁家の番屋.北海道･常呂｡以上の3図

はいずれも1958年8月採取｡

図12　木曽山林労働者の宿舎｡原誠

基｢木曽地方林業労働者の労働医学的

研究｣佃国民衛生』 1959.7)より｡
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楳

と
で
あ
っ
た
｡
彼
ら
の
寝
泊
り
の
場
所
を
家
族
の
す
む
場
所
と
わ
け
で
お
-
と
'
ど
う
し
て
も
金
　
側

事
や
燃
料
そ
の
は
か
色
々
の
面
で
無
駄
が
多
く
な
る
｡
い
っ
し
ょ
に
す
れ
ば
経
費
が
や
す
く
つ
く

し
､
監
督
も
よ
く
で
き
る
｡
そ
こ
で
中
二
階
を
利
用
し
た
｢
番
屋
｣
風
の
建
築
が
よ
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
こ
の
種
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
の
存
立
基
盤
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
雇
い

人
が
六
-
八
人
で
二
〇
坪
程
度
の
住
宅
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
｡

労
働
条
件
な
ど
､
昔
の
鉱
夫
納
屋
や
土
工
飯
場
と
く
ら
ペ
る
と
ず
っ
と
近
代
化
さ
れ
て
い
る

が
､
こ
の
種
の
す
ま
い
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
考
え
方
に
は
一
貫
し
て
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
｡

出
務
労
働
者
の
住
居
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
'
労
働
者
側
の
意
識
と
し
て
は
`
そ
れ
は
労
働
者
側

の
少
し
で
も
多
-
稼
げ
れ
ば
よ
い
と
い
う
明
治
以
来
の
家
計
補
足
的
な
出
稼
ぎ
忠
誠
で
`
ほ
ん
の

寝
泊
り
の
空
間
さ
え
あ
れ
ば
住
宅
の
こ
と
は
別
に
文
句
を
い
わ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
さ
れ
て
'
こ
う
し
た
屋
根
裳
の
全
く
｢
ね
ぐ
ら
｣
風
の
寝
泊
り
場
所
が
一
応
肯
定
さ
れ
て
き

た
こ
と
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
'
こ
の
よ
う
な
粗
末
な
ね
ぐ
ら
や
ど
の
存
在
は
'
そ
の
日
本
の
住
居

の
中
で
し
め
る
特
異
な
位
置
を
考
え
あ
わ
せ
て
も
'
全
体
と
し
て
日
本
の
労
働
者
階
級
'
そ
し
て

日
本
人
の
住
居
水
澤
を
大
き
く
引
き
下
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
ば
'
見
逃
せ
な
い
｡
こ

れ
は
の
ち
に
み
る
｢
飯
場
｣
全
体
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
0

(
1
)
　
西
山
卯
三
｢
北
海
道
漁
村
住
宅
改
蕾
に
つ
い
て
現
況
と
将
来
｣
､
『
｢
北
海
道
信
用
漁
業
組
合
連
合

会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
一
九
五
八
･
九
｡

山
林
労
働
者
の
飯
場

図
_
2
は
木
曽
地
方
の
山
林
労
働
者
の
宿
舎
'
つ
ま
り
飯
場
で
あ
る
｡
こ
れ
も
や
は
り
季
節
的
な

労
働
で
あ
る
林
業
に
従
事
す
る
人
び
と
の
｢
ね
ぐ
ら
や
ど
｣
の
一
例
で
あ
る
｡
一
九
五
七
年
に
原

へ

-

)

誠
基
氏
が
調
査
し
た
も
の
か
ら
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
､
前
の
漁
民
の
番
屋
と
同
じ
く
戦
後
一
〇

年
ほ
ど
た
っ
た
時
期
の
状
況
で
あ
る
｡
わ
が
国
に
は
､
国
有
林
が
沢
山
あ
り
､
営
林
局
が
そ
の
伐

木
を
担
当
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
従
事
し
て
い
る
慶
大
な
量
の
季
節
労
働
で
あ
る
林
発
従
事
者
の
す

ま
い
の
状
況
の
一
端
を
､
こ
れ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

木
曽
地
方
で
は
､
伐
採
さ
れ
る
材
木
は
い
わ
ゆ
る
五
木
(
ヒ
ノ
キ
'
サ
ワ
う
､
ネ
ズ
コ
'
ア
ス

ワ
､
コ
オ
ヤ
マ
キ
)
が
多
い
が
'
事
業
地
は
標
高
一
'
0
0
0
か
ら
一
､
五
〇
〇
m
の
前
原
也
寒
冷

地
で
､
平
均
気
温
一
三
度
､
最
低
マ
イ
ナ
ス
一
四
度
､
最
高
三
〇
･
五
度
と
い
っ
た
所
で
降
雨
蚊

も
多
く
､
年
二
'
五
〇
〇
m
､
初
霜
は
九
月
下
旬
で
一
二
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
ま
で
融
雪
が
あ

る
｡
し
た
が
っ
て
冬
季
は
作
業
が
で
き
な
い
｡
盛
夏
で
も
休
息
中
は
火
を
た
い
て
暖
を
と
る
必
要

が
あ
る
｡
作
業
は
四
月
か
ら
二
一
月
に
か
け
て
の
九
カ
月
間
お
こ
な
い
､
一
月
か
ら
三
月
の
冬
期

は
失
業
保
険
で
生
活
す
る
｡

作
業
は
､
伐
倒
､
枝
打
ち
'
測
尺
､
玉
切
り
､
ト
ー
キ
ン
打
ち
'
皮
は
ぎ
な
ど
を
す
る
造
材
手

と
､
山
落
し
､
修
経
出
し
､
集
材
､
木
馬
適
材
､
台
車
及
び
ト
ラ
ッ
ク
秘
込
み
､
乗
下
げ
な
ど

を
す
る
木
寄
手
に
わ
か
れ
'
平
均
前
者
三
三
･
九
歳
`
後
者
三
八
･
〇
歳
で
あ
る
｡
ど
ち
ら
も
二

一
-
三
五
歳
が
多
く
､
近
隣
の
農
山
村
出
身
の
も
の
が
主
で
､
毎
年
引
き
つ
づ
き
働
い
て
お
り
移

動
蛙
は
少
な
い
｡
つ
ま
り
出
稼
ぎ
と
い
っ
て
も
'
毎
年
そ
れ
の
-
り
か
え
し
を
や
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
o

か
れ
ら
の
宿
舎
は
作
業
地
よ
り
や
や
下
っ
た
標
高
｢
一
〇
〇
m
(
平
均
傾
斜
二
重
底
)
あ
た
り
に

つ
く
ら
れ
､
営
林
局
の
伐
木
事
務
所
が
管
理
し
て
い
る
｡
調
盃
さ
れ
た
一
例
は
六
枚
よ
り
な
り
､

一
棟
が
事
務
職
員
用
で
'
六
陳
に
表
-
の
よ
う
に
七
班
の
労
働
者
が
分
箔
し
て
い
る
｡
一
班
の
編

成
は
労
務
者
玉
名
か
ら
一
〇
名
で
､
瑳
長
が
伐
木
･
造
材
･
山
落
し
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
営
林
留
と
描

負
契
約
を
し
`
各
労
務
者
に
は
出
来
高
払
い
を
し
て
い
る
｡
各
班
に
は
一
名
の
炊
軍
師
が
月
給
制

で
､
署
の
雇
傭
作
業
員
と
し
て
配
属
さ
れ
て
い
る
｡
食
辞
の
ほ
か
に
班
員
の
衣
料
の
洗
湖
や
掃

除
､
入
浴
の
準
備
な
ど
も
ま
か
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
こ
の
飯
場
の
運
営
は
､
の
ち

に
述
べ
る
元
講
所
有
の
宿
舎
に
下
請
人
が
営
ん
で
い
る
建
築
現
場
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
｡

朝
は
五
時
に
お
き
て
朝
食
を
す
ま
せ
､
六
時
に
は
作
業
に
出
発
す
る
｡
し
た
が
っ
て
飯
場
は
平

日
は
全
く
夜
の
休
息
と
睡
眠
の
捏
所
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
交
通
不
便
な
山
の
中

の
飯
場
な
の
で
､
休
日
に
も
ど
こ
か
に
出
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
｡
当
時
は
ま
だ
T
V
が
な

か
っ
た
｡
全
員
が
宿
舎
内
に
ね
こ
ろ
ぴ
､
新
聞
雑
誌
を
よ
む
も
の
､
麻
従
を
や
る
も
の
､
ギ
タ
ー

を
説
く
も
の
'
道
奥
の
手
人
を
す
る
も
の
な
ど
､
め
い
め
い
雑
多
な
こ
と
で
時
間
を
つ
ぶ
し
'
昼

す
ぎ
か
ら
焼
酎
を
の
ん
で
く
つ
ろ
ぐ
と
い
う
形
が
多
い
｡
ヘ
ヤ
の
広
さ
は
萎
不
の
過
り
大
部
屋
式

雑
居
で
､
一
人
当
り
窒
面
積
は
二
八
帖
か
ら
三
帖
(
平
均
二
･
五
帖
)
､
中
に
二
例
ば
か
り
は
標
津

の
二
帖
よ
り
小
さ
い
も
の
が
あ
る
が
､
ま
ず
ま
ず
の
大
き
さ
と
い
え
よ
う
｡

図
_
-
は
一
〇
人
で
班
を
構
成
し
て
い
る
第
三
班
の
宿
舎
の
間
取
り
で
あ
る
｡
改
良
前
の
も
の
は

居
室
の
ま
ん
中
に
長
く
イ
ロ
-
の
ス
ペ
ー
ス
を
と
り
､
自
在
カ
ギ
(
○
印
)
が
二
つ
ぶ
ら
さ
が
っ

て
い
て
､
両
側
に
わ
か
れ
て
寝
る
方
式
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
改
造
後
は
総
両
軸
が
す
こ
し
大
き
く

な
っ
て
､
食
事
室
と
寝
室
が
分
離
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
方
が
住
居
と
し
て
は
キ
チ
ン
土
　
鳩

整
理
が
つ
く
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
寝
床
の
し
き
方
は
や
や
窮
屈
に
な
る
だ
ろ
う
｡

戦
争
直
後
に
つ
く
ら
れ
た
掘
立
式
の
も
の
か
ら
漸
次
高
床
の
通
常
の
建
て
方
に
な
り
'
床
の
放
物

が
ア
ン
ベ
ラ
か
ら
畳
に
､
マ
ド
も
舐
は
り
か
ら
ガ
ラ
ス
は
り
に
な
り
､
そ
の
面
談
は
床
面
の
二
二

分
の
一
く
ら
い
か
ら
九
分
の
一
く
ら
い
に
拡
大
さ
れ
,
も
と
は
外
壁
だ
け
で
あ
っ
た
壁
体
*
･
,
l
蚕
　
4
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表2　零細企業の従業員の居住形態(大阪府下19企業, 1900年度)

給与住宅居住従葉員数　i　　　　百　分　率

所平均i住込　寮　社宅　総計i住込　寮　社宅　総計
事業従業員1事業
所教護　数所平均

30人未満　3　　62　　20.7

実　39-49　　6　　220　　36.7

50-99　　6　　416　　69. 3

数100～199　4　　509　127.3

総　計　19 1,207　63.5

(備考)住込みの中には経営者は算入していない｡百分率は従業員総数に対する比率%｡業種はA ･綿スフ類, B ･毛
布織, C･既製服, D･化学工業, E･建材, F･金属. G･機械, H･電気. I ･輸送機, ∫ ･繊維卸売｡

は
り
に
し
､
収
容
人
員
も
二
〇
人
程
度
た
っ
た
の
が
そ
の
半
分
-
ら
い
に
余
裕
を
と
る
よ
う
に
改

善
さ
れ
て
き
た
と
､
当
時
の
事
脂
が
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
雑
居
的
ね
ぐ
ら
す
ま
い
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
｡
季
節
労
働
者
と
は
い
え
､
山
の
中
の
孤
立
し
た
暮
ら
し
で
､
そ
の
住
生

活
の
内
容
は
き
わ
め
て
貧
し
い
も
の
で
あ
る
｡

(
i
)
　
原
誠
基
｢
木
曽
親
方
株
業
労
向
暑
の
労
働
医
学
的
研
究
｣
`
『
国
民
衛
生
』
一
九
五
七
･
九
｡

住
み
込
み

こ
こ
で
､
飯
場
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
が
､
そ
れ
に
よ
く
似
た
と
こ
ろ
の
あ
る
｢
住
込
み
｣
に

つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡

そ
れ
は
中
小
商
工
業
者
が
自
分
の
住
宅
ま
た
は
工
場
な
ど
に
田
舎
出
の
若
い
従
業
員
を
住
ま
わ

せ
て
い
る
も
の
で
､
給
与
住
宅
の
一
種
と
い
え
る
が
､
傭
主
の
直
接
の
管
理
の
も
と
に
'
そ
の
施

設
の
一
部
に
寝
泊
り
し
て
い
る
点
で
､
住
み
手
の
側
を
ら
い
う
と
飯
場
と
同
じ
住
居
型
で
あ
る
｡

社
宅
の
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
､
給
与
住
宅
は
大
企
業
に
多
く
､
中
小
企
業
に
は
少
な
い
｡
産

業
労
働
者
対
策
と
し
て
の
給
与
住
宅
援
助
は
大
企
業
寄
り
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
非

難
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
へ
戦
後
政
府
は
中
小
企
業
向
け
の
雇
傭
促
進
融
資
､
産
業
労
働
者
分
譲

住
宅
の
譲
渡
及
び
騰
入
賞
金
貸
付
'
中
小
企
業
労
働
福
祉
施
設
資
金
融
資
な
ど
の
公
的
資
金
に
よ

る
社
宅
､
独
身
寮
の
建
設
を
推
進
す
る
政
策
を
か
か
げ
て
き
た
が
､
そ
の
結
果
に
は
あ
ま
り
み
る

べ
き
も
の
は
な
い
｡

単
に
資
本
力
が
弱
い
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
､
わ
が
国
産
業
の
二
重
構
造
の
底
辺
を
形

づ
く
っ
て
い
る
中
小
企
業
は
た
え
ず
浮
沈
の
瀬
戸
際
に
さ
ら
さ
れ
､
他
を
か
え
り
み
る
余
裕
も
な

く
何
と
か
は
い
上
っ
て
ゆ
こ
う
と
も
が
い
て
い
る
状
況
か
ら
し
て
､
従
業
員
の
住
宅
な
ど
考
え
て

み
る
暇
も
な
い
と
い
う
実
情
が
そ
こ
に
あ
る
｡
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
'
中
小
企
業
特
有
の
給
与

住
宅
(
↑
)
苅
策
と
し
て
｢
住
込
み
｣
が
生
れ
て
く
る
｡

わ
が
国
の
全
産
業
の
中
で
中
小
企
業
の
し
め
る
比
率
は
き
わ
め
て
大
き
い
｡
一
九
五
七
年
の
調

査
で
は
､
民
営
･
公
営
を
ふ
く
め
て
全
産
業
の
従
業
者
二
､
〇
八
一
万
五
､
一
五
二
人
中
'
五
人
未

満
の
企
業
の
従
業
員
は
一
一
六
･
二
%
､
五
上
売
人
は
二
三
･
五
%
､
三
〇
-
九
九
人
は
一
六
･

三
%
､
一
〇
〇
⊥
一
九
九
人
は
九
･
五
%
で
､
三
〇
〇
人
未
満
の
企
業
従
業
員
は
七
五
･
五
%
､

仝
従
業
員
の
o
<
以
上
'
一
〇
〇
人
未
満
で
も
六
六
%
(
S
)
を
し
め
て
い
る
｡

大
企
業
で
は
社
宅
･
寮
な
ど
従
業
員
の
た
め
の
住
居
施
設
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
`
小

規
模
企
業
は
ど
キ
チ
ン
と
し
た
給
与
住
宅
を
も
つ
も
の
の
比
率
が
低
下
し
て
い
る
｡
零
細
規
模
で

は
さ
ら
に
そ
の
傾
向
が
著
し
い
｡
し
か
し
零
細
企
業
で
は
そ
の
反
面
'
工
場
･
事
務
所
あ
る
い
は

経
営
者
の
住
宅
の
高
に
従
巻
貝
の
同
位
場
所
を
し
っ
ら
ー
え
､
特
有
の
職
･
住
婆
口
の
啓
伍
形
態
　
鯛

が
講
評
㌫
経
緯
欝
謙
評
の
藁
所
を
み
る
と
,
徒
費
崖
込
謁
者

の
比
率
は
卸
･
小
売
業
で
は
従
業
員
一
-
四
人
規
模
で
垂
一
三
ハ
%
､
五
l
一
九
人
規
模
で
二
四
･

一
%
､
ま
た
製
造
業
で
は
三
二
･
一
%
お
よ
び
一
五
･
三
%
を
し
め
て
い
た
｡
零
細
中
小
企
業
で

は
'
社
宅
･
家
族
寮
･
寄
宿
舎
な
ど
と
い
っ
た
所
ま
で
ゆ
か
な
-
て
'
醇
業
主
の
住
宅
や
工
場
･

事
業
所
そ
の
も
の
で
生
活
す
る
｢
生
込
み
｣
が
､
従
業
員
の
重
要
な
居
往
施
設
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
｡

な
お
'
四
人
以
下
の
藁
所
に
つ
い
て
住
込
み
を
男
女
別
に
み
る
と
､
製
造
業
で
は
男
三
六
･

〇
%
に
射
し
女
二
九
･
二
%
で
男
の
方
が
高
-
､
卸
･
小
売
で
は
男
五
二
･
八
%
に
対
し
女
五
九
･

九
%
で
女
の
方
が
高
い
｡
年
齢
別
に
み
る
と
通
勤
は
二
〇
歳
以
上
が
八
割
以
上
で
圧
倒
的
で
あ
る

が
.
住
込
は
男
四
四
･
四
%
'
女
三
五
･
〇
%
が
一
九
歳
以
下
で
'
若
年
従
業
員
が
王
と
な
っ
て
､

い
る
｡
住
込
み
は
労
働
者
個
人
に
と
っ
て
は
青
年
期
の
経
過
的
居
住
形
態
と
も
い
え
る
｡
し
か
し

そ
れ
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
で
'
｢
住
居
｣
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
み
て
よ
い
｡

私
の
研
究
室
で
`
一
九
六
〇
年
九
月
か
･
生
ハ
一
年
三
月
に
か
け
て
大
阪
腐
下
の
中
小
企
梁
従
築

員
の
居
住
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
'
従
業
員
一
､
0
0
0
人
未
満
の
中
小
金
堂
一
〇
杜
と
､

へ
･
一
)

金
属
製
品
製
造
業
三
二
社
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
た
｡

前
者
で
は
一
九
社
が
従
業
員
二
〇
〇
人
未
満
で
､
一
葉
所
を
除
い
て
す
べ
て
の
も
の
が
何
ら

か
の
緒
で
従
業
員
の
住
居
施
設
を
も
っ
て
い
た
が
'
そ
の
全
従
業
員
に
対
す
る
割
合
は
二
三
･
五

%
で
あ
っ
た
｡
事
業
所
の
規
模
別
に
み
て
も
大
き
な
変
化
は
な
い
｡
そ
の
態
様
を
示
す
上
表
-
の

通
り
で
あ
る
｡

そ
の
居
住
態
殻
を
み
る
と
､
社
宅
一
三
八
%
'
揉
八
･
〇
%
の
極
め
て
限
ら
れ
た
従
業
員
し
か

本
格
的
な
給
与
住
宅
は
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
が
'
一
九
社
中
一
六
社
が
住
込
み
従
柴
貝
を
も
ち
'

社
宅
･
寮
の
和
に
相
当
す
る
一
企
業
当
り
七
･
四
人
(
仝
従
業
員
の
二
･
七
%
)
が
｢
住
込
み
｣

と
い
う
形
で
住
居
を
得
て
い
る
｡
そ
の
比
率
は
親
族
の
小
さ
い
藁
所
に
商
い
｡
三
〇
人
未
満
の

三
事
業
所
で
は
従
業
員
の
.
<
が
住
込
み
で
あ
る
｡

後
者
､
金
属
製
品
製
造
業
三
二
社
に
つ
い
て
み
る
と
､
三
〇
〇
人
以
上
の
藁
所
三
の
う
ち
一

箇
所
だ
け
住
込
み
が
見
出
さ
れ
な
い
が
､
二
〇
〇
人
未
満
で
は
二
九
桂
一
'
九
五
〇
人
中
､
社
宅

二
三
%
､
寮
〓
｢
七
%
の
ほ
か
に
'
や
は
り
各
従
業
員
の
四
･
八
%
が
住
込
み
を
し
て
お
り
､

三
〇
-
九
九
人
層
で
は
九
･
六
%
と
最
も
率
が
高
い
(
姓
計
表
省
略
)
｡

前
者
､
一
九
等
菜
所
の
経
営
者
の
企
業
全
般
と
関
連
し
た
従
業
員
住
宅
に
対
す
る
考
え
方
の
間

一

､

2

.

4

.
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o
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ウ

I

銭
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8
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m

如
授
約
1
1
2
郷

一

7

1

0

飽

修

一
L
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.
独
6
7
銃

創

幻

範

舶

亀

き
取
り
調
査
で
は
､
大
企
業
の
よ
う
に
労
働
力
淵
達
の
た
め
の
p
R
と
か
労
働
者
の
生
活
厚
生
面

の
充
実
と
い
っ
た
労
働
力
の
合
理
的
な
確
保
の
た
め
に
厚
生
施
没
を
充
実
し
て
ゆ
く
余
裕
の
な
い

の
が
一
般
で
'
資
金
の
確
保
'
求
人
対
策
､
世
論
の
動
向
笹
の
条
件
の
変
化
の
中
で
従
妹
貝
の
住

宅
対
策
は
ゆ
れ
動
い
て
お
り
､
割
合
に
条
件
が
よ
-
藁
拡
大
の
原
型
を
も
つ
も
の
で
も
､
な
ん

と
か
し
て
事
業
の
方
を
拡
大
し
て
ゆ
き
た
い
と
す
る
｢
密
業
尊
急
設
｣
　
(
こ
の
中
に
は
原
生
施
設

の
充
実
も
必
要
だ
が
そ
こ
ま
で
は
手
が
ま
わ
ら
ぬ
と
い
う
｢
拡
張
専
念
型
｣
と
'
仕
部
一
点
娘
り

で
労
働
者
の
厚
生
施
設
な
ど
考
え
る
必
要
な
し
と
す
る
｢
職
人
型
｣
と
が
あ
る
)
が
主
で
'
給
与

住
宅
の
整
備
な
ど
考
え
る
余
裕
が
な
い
と
い
う
の
か
大
方
の
実
態
の
よ
う
に
受
け
と
れ
た
｡
一
て
こ

に
'
若
年
革
身
従
業
員
に
し
か
通
用
し
え
な
い
｢
住
込
み
｣
と
い
う
よ
う
な
居
住
形
態
が
生
れ
て

く
る
｡
そ
れ
は
併
用
住
宅
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
職
･
住
結
合
の
住
み
方
で
､
そ
こ
で
は
生
活
は
仕

事
に
従
屈
し
て
お
り
､
時
に
個
人
的
な
私
生
活
な
ど
全
く
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
｡

こ
れ
は
､
中
小
企
業
の
経
営
者
自
体
が
そ
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
お
り
､
若
年
労
働
者
が
そ
れ

に
同
化
を
強
制
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
｡

｢
住
込
み
｣
は
'
か
つ
て
商
家
や
町
工
場
に
ひ
ろ
く
存
在
し
た
前
時
代
の
徒
弟
制
度
に
つ
き
も

の
の
居
住
影
態
で
､
そ
の
延
長
と
い
う
風
に
も
み
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
導
後
追
跡
は
し
て
い
な
い

の
で
､
住
宅
難
の
き
び
し
か
っ
た
当
時
の
循
環
事
情
か
も
し
れ
な
い
が
､
こ
う
し
た
状
態
が
永
く

安
定
的
に
従
業
員
を
満
足
さ
せ
て
お
-
こ
と
は
で
き
な
い
｡
や
が
て
窮
･
寄
宿
舎
あ
る
い
は
埠
身

ア
パ
1
-
-
と
い
っ
た
形
態
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
け
れ
ど
も
六
〇
年
代
の
大
阪

の
中
小
企
業
の
職
場
に
な
お
こ
の
種
の
居
住
形
態
が
大
き
-
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ

い
｡

(
1
)
　
労
働
省
｢
労
災
特
別
掴
査
結
果
報
告
合
し
､
東
洋
経
済
新
報
社
『
中
小
企
染
統
計
絶
壁
一
九
六

〇
･
八
｡

(
2
)
　
細
谷
祐
規
は
か
｢
中
小
企
業
従
業
員
の
住
宅
面
楯
山
'
『
日
本
郁
奨
学
会
紀
文
報
告
災
』
､
l
九
六
一

･
一
〇
.
西
山
研
究
室
『
大
阪
府
下
に
お
け
る
中
小
企
業
従
兼
良
の
柱
頭
求
の
分
析
』
､
-
九
六
一
･

八
｡

職
住
結
合
宿
舎

一
九
六
〇
-
六
一
年
の
調
査
(
前
出
)
か
ら
'
い
く
つ
か
の
実
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡
　
　
場

Y
商
店
は
､
一
九
五
〇
年
ま
で
二
四
年
間
つ
と
め
て
い
た
同
業
者
か
ら
独
立
し
た
社
長
の
援
簿

す
る
成
型
服
業
で
､
大
阪
の
谷
町
に
店
舗
併
用
の
住
居
を
か
ま
え
て
い
る
(
図
%
)
｡
従
妹
員
八
人

(
役
員
一
'
職
員
男
六
､
女
一
)
の
う
ち
男
五
人
が
住
込
み
で
､
社
長
の
住
む
店
舗
に
捜
泊
り
し
て
い

る
｡
床
面
積
四
八
坪
､
木
造
三
階
建
の
二
'
三
階
が
社
長
家
族
の
住
居
で
'
一
階
の
板
閲
･
店
舗
部
　
仰
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図14　N株式会社･既製服業.

大阪乗区釣鐘吋,従策員59人.
Ii込16/し1960詞｡

図15　S様式会社･メリヤス肌着製造.大阪福島区上福島･従業員30人･住込21人｡ 1900年調査

分
が
夜
の
曹
貝
の
度
室
に
な
り
,
積
み
重
ね
ら
れ
た
蕾
調
の
合
い
間
に
枝
床
を
し
-
o
家
族
主
琵
　
細

の
労
務
管
理
で
､
食
事
は
社
長
･
家
族
と
同
じ
も
の
､
｢
月
給
取
り
と
い
う
概
念
で
は
タ
メ
､
一

人
前
の
商
人
に
な
る
た
め
に
は
他
の
中
の
矛
盾
を
笑
っ
て
耐
え
､
商
売
の
面
白
さ
が
わ
か
る
ま
で

苦
労
を
せ
ね
は
な
ら
ぬ
｣
と
社
長
は
い
っ
て
い
る
｡
毎
年
｢
二
名
を
新
た
に
煩
い
入
れ
'
近
く

独
身
寮
を
建
て
た
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
､
経
過
的
な
住
込
み
と
も
う
け
と
れ
る
が
､
必
ず
し
も

そ
う
と
は
思
え
な
い
｡
自
分
の
信
仰
し
て
い
る
宗
教
団
体
の
信
者
の
子
弟
を
採
用
し
て
お
り
'

｢
増
員
に
不
平
は
な
い
｣
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

N
株
式
会
社
は
本
社
を
大
阪
束
区
釣
鈍
町
に
お
-
資
本
金
八
〇
〇
万
､
一
九
五
七
年
創
立
の
既

製
服
工
場
で
`
役
員
四
`
職
員
は
男
三
八
`
女
一
五
人
､
計
五
七
人
の
企
業
で
､
七
一
人
の
従
業
員

を
も
つ
工
場
が
別
に
あ
り
､
子
会
社
､
東
京
に
出
張
所
も
あ
る
｡
本
社
建
物
は
床
面
韻
約
一
六
八

坪
(
図
_
4
)
､
二
階
建
で
一
階
が
販
売
営
業
部
'
二
階
は
裁
翫
作
業
所
と
社
長
住
宅
に
な
っ
て
い
る

併
用
住
宅
で
あ
る
e
従
警
貝
中
男
子
一
六
人
は
二
階
の
作
業
場
の
奥
に
二
段
に
つ
-
ら
れ
た
棚
の

よ
う
な
所
に
上
下
八
人
ず
つ
寝
泊
り
し
て
い
る
｡
住
宅
公
団
の
特
定
分
譲
住
宅
二
戸
を
改
造
し
て

一
六
人
中
一
〇
人
を
そ
こ
に
う
つ
し
､
作
業
場
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
｡
労
働
時
間
は

九
時
か
ら
一
八
時
ま
で
の
八
時
間
労
働
と
い
っ
て
い
る
が
､
季
節
的
に
忙
し
く
な
り
二
〇
時
ご
ろ

ま
で
残
業
す
る
時
が
あ
る
｡
工
場
の
方
に
は
木
造
二
階
建
'
大
広
間
ザ
コ
ネ
式
の
細
身
寮
が
あ
る
｡

工
場
設
備
の
近
代
化
に
は
熱
心
で
あ
る
が
'
従
業
員
の
厚
生
施
設
へ
の
配
慮
は
殆
ん
ど
な
い
｡
独

身
従
業
員
が
結
婚
す
る
と
､
住
込
み
中
に
貯
め
た
金
を
頭
金
に
通
鋤
に
便
利
な
所
の
木
貨
ア
パ
ー

ト
な
ど
を
借
り
､
住
込
み
か
ら
脱
出
す
る
｡

S
株
式
会
社
｡
メ
-
ヤ
ス
肌
着
製
造
､
資
本
金
一
､
0
0
0
万
､
一
九
五
〇
年
創
立
｡
大
阪
面
上

福
島
に
営
業
販
売
'
工
場
･
倉
庫
を
ま
と
ま
っ
て
土
地
が
得
ら
れ
な
い
の
で
一
〇
〇
m
以
内
に
分

散
立
地
し
て
い
る
(
図
_
5
)
｡
従
業
員
は
役
員
三
､
社
良
男
二
二
`
女
五
､
合
計
三
〇
人
｡
住
込
み

二
一
人
｡
本
社
(
営
業
販
売
)
の
二
階
八
帖
に
男
四
人
'
裁
断
工
場
の
一
階
六
帖
に
四
人
'
二
階
一

〇
帖
に
六
人
､
二
段
ベ
ッ
ド
に
四
人
の
計
一
四
人
､
倉
庫
の
二
階
に
二
二
･
五
帖
の
社
風
住
居
の

は
か
三
階
に
女
三
人
が
住
込
ん
で
い
る
｡
い
ず
れ
も
一
人
当
り
二
五
帖
種
皮
で
か
な
り
過
纏
で

あ
る
｡
五
'
六
年
内
に
五
-
六
階
建
の
ビ
ル
に
建
て
替
え
､
上
層
部
を
宿
舎
に
し
だ
い
と
い
っ
て

い
る
｡
従
業
員
の
平
均
年
齢
は
二
〇
歳
前
後
で
あ
る
が
'
彼
ら
の
結
婚
後
の
こ
と
ま
で
は
考
-
そ
ら

れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
よ
り
も
工
場
弦
大
の
た
め
の
土
地
取
得
難
や
求
人
難
を
う
っ
た
え
て
い
る
｡

Y
鋳
造
工
場
`
日
中
戦
争
の
始
ま
っ
た
一
九
三
七
年
に
大
阪
市
高
井
田
西
の
現
地
に
創
立
｡
四

一
年
隣
地
を
買
い
足
し
て
現
在
敷
地
六
五
五
坪
に
建
物
一
二
八
四
坪
､
資
本
金
八
〇
万
､
従
業
員
は

役
員
五
､
職
員
男
三
､
女
三
､
工
員
男
二
三
､
女
三
､
合
計
七
七
人
｡
従
思
誉
貝
の
居
住
施
設
と
し

て
は
工
場
の
二
階
に
寄
宿
舎
二
四
坪
(
二
四
帖
に
八
人
)
､
ガ
レ
ー
ジ
の
二
階
に
独
身
寮
一
〇
坪
(
個

室
五
､
内
一
室
空
室
'
四
人
入
居
`
家
賃
四
･
五
帖
一
､
0
0
0
円
､
三
伯
七
〇
〇
円
)
が
あ
り
､
倉
雌
に
く
っ

つ
い
て
社
宅
四
戸
が
あ
る
(
図
_
6
)
｡
い
ず
れ
も
｢
住
込
み
｣
と
は
い
え
な
い
が
､
任
務
場
と
瞳
鰭

し
て
お
り
'
そ
れ
に
近
い
｡
中
卒
者
(
日
登
一
四
〇
円
)
を
採
用
､
三
-
四
年
間
見
習
工
､
四
年
後

一
人
前
(
月
一
万
円
､
年
一
､
0
0
0
円
の
昇
給
)
に
な
る
｡
寄
稿
合
は
中
卒
者
を
入
れ
て
い
る
｡
従
業

貝
の
住
宅
の
た
め
公
庫
融
資
を
申
し
込
ん
だ
が
､
恐
準
が
さ
び
し
く
中
止
し
た
｡
工
場
の
採
姑
が

安
定
し
て
い
な
い
の
で
､
耐
用
年
数
の
永
い
社
宅
は
愚
昧
が
な
い
｡
工
場
と
運
命
を
と
も
に
で
き

る
簡
単
な
組
立
ハ
ウ
ス
が
望
ま
し
い
(
現
在
の
社
宅
は
ト
タ
ン
屋
根
)
｡
中
小
企
業
の
｢
共
同
宿
舎
｣

は
工
員
対
策
上
面
白
-
な
い
‥
　
と
い
う
の
が
経
営
者
の
考
え
で
あ
る
｡

住
込
み
は
､
飯
場
の
よ
う
に
た
だ
労
働
者
を
か
き
集
め
て
収
容
す
る
も
の
で
は
な
く
､
傭
主
が

も
っ
と
緊
密
に
'
主
と
し
て
若
年
労
働
者
を
か
か
え
こ
む
給
与
住
宅
的
居
住
の
タ
イ
プ
で
あ
る

が
･
工
場
寄
宿
舎
よ
り
も
職
住
近
接
度
が
高
く
､
ヤ
ン
衆
の
番
屋
居
住
や
飯
場
と
似
た
と
こ
ろ
が

あ
る
o
経
営
者
に
将
来
改
善
し
た
い
と
す
る
気
詩
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
､
ま
た
宙
少
年
の
住

要
求
の
向
上
､
住
宅
事
情
の
緩
和
と
と
も
に
減
少
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
背
か
ら
徒
弟

奉
公
の
一
時
の
辛
棒
と
い
っ
た
形
で
耐
え
ら
れ
て
き
た
､
日
本
の
労
働
者
の
｢
貧
し
い
す
ま
い
｣

の
一
典
型
で
あ
る
｡

出
演
労
働
者

一
九
六
九
年
四
月
一
日
､
東
京
荒
川
放
水
路
･
新
四
ツ
木
橋
の
工
訴
現
場
で
'
川
底
を
掴
る
た

め
シ
ー
ト
パ
イ
ル
を
打
込
ん
で
い
た
支
え
の
鉄
枠
が
水
圧
の
た
め
一
瞬
の
間
に
パ
ラ
バ
ラ
に
こ
わ

れ
､
作
業
員
八
人
が
生
埋
め
に
な
っ
て
人
び
と
を
お
ど
ろ
か
せ
た
｡
軸
牲
者
八
人
の
う
ち
七
人
ま

で
が
青
森
県
大
鰐
町
か
ら
の
出
葱
ぎ
腹
民
で
あ
っ
た
｡

危
険
な
の
は
工
事
現
場
だ
け
で
は
な
い
｡
同
じ
年
の
四
月
四
日
､
堺
市
商
旅
館
町
の
土
建
業
山

中
組
の
事
務
所
茶
寮
に
火
事
が
お
こ
り
､
木
造
二
階
建
四
八
〇
島
が
全
焼
し
'
隣
家
も
仝
･
半
塊

の
被
害
を
う
け
た
が
･
こ
の
火
事
で
大
阪
の
西
成
ド
ヤ
地
区
か
ら
一
〇
日
契
約
で
雇
わ
れ
て
き
た

地
方
出
身
(
一
名
は
名
前
も
わ
か
ら
ぬ
)
の
労
働
者
四
人
が
焼
死
し
て
い
る
｡
同
じ
年
の
七
月
二
日
　
場

午
前
一
時
,
大
阪
壁
向
槻
市
桜
台
小
学
校
建
設
工
務
場
の
鉄
骨
プ
レ
ハ
ブ
専
務
所
煎
宿
舎
が
火
謡

で
焼
け
だ
が
･
こ
の
火
災
の
折
に
福
井
県
鮨
江
市
と
鹿
脱
島
県
か
ら
来
て
い
窒
一
人
の
労
働
者
が

多
分
宿
舎
の
鉄
骨
を
つ
た
っ
た
漏
電
に
よ
る
態
筒
と
み
ら
れ
て
い
る
が
'
死
ん
で
い
る
｡

七
左
一
月
一
二
日
に
は
東
京
練
馬
の
建
築
資
材
会
社
大
同
興
産
･
従
楽
員
蟹
田
か
,
壷
火
'
伽


