
漁
業
地
帯
に
於
け
ろ
消
費
者
の
購
買
慣
習

ー
ー

北

海

道

壇

毛

郡

増

毛

町

を

中

心

と

し

て岡

本

理

一

漁
業
地
帯
の
特
殊
性
と
商
業
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一
般

に

「
商
業

」
が
そ

の
地
域
に
お
け
る
自
然
的
、
脛
濟
的
、
肚
会
的
諸
事
情

に
よ

つ
て
種

々
の
影
響

を
う
け
、
た

め
に
経
曹

上
、
幾

多

の
制
約

を
蒙

つ
て
、
そ

こ
に

「
地
域
商
業

」
と

い
う
概
念
を
生
じ
、

こ
れ

の
研
究
が
は
な
は

だ
重
要

で
あ
る

こ
と
、
す

で
に
本
誌
第
五

巻
第

一
號

(
昭
和
二
十
九
年
六
月
刊
)

の
拙
稿
で
述

べ
た

と
お
り
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
事
柄
は
、
北
海
道

の
各
方

面

に
お
け
る
漁
業
地

帯

の
商
業

に
つ
い
て
も
同
じ
く
顯
著

に
み
ら
れ

る
。
由
來

、
漁
業

に
よ

つ
て
生
計
を
た

て
る
地
帯

、

い
わ
ゆ
る

「
漁
村

」
に
あ

つ
て
は
、

人

々
の
生
活
を
さ
さ
え
る
所
得
、
換
言

し

て
、
漁
業

用
資
材

の
購
入

や
生
活
用
品

の
買
入
れ

に
要
す
る
資
金
、
す
な

わ
ち
、
そ

の
購
買
力

は
、
ま

つ
た
く
魚
類

、
貝
類
、
海
草
類
な
ど
、

い
わ
ゆ

る
水

産
物

の
探
捕

、
養

殖
、
加

工
を
お
こ
な

い
、
そ
れ
ら
を
販
費

し

て
得
た
牧
入

に
依
存
す

る
こ
と
大
き
い

の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、

こ
れ
ら

水

産
物

の
生

産

が
漁
場

の
位
置

、
潮
流

、
氣
温

、
天
候

、
魚
類

の
渦
游

性

ー

な

ど

、

人
爲

を

も

つ

て
は

如

何

と

も
な

し
が

た

い
自

然

的
條

件

か

ら

、
相

當

、
大

き

な
作

用
を

う

け

て

い
る

こ
と

は
、

こ
れ

ら
た

、

漁
業
地
帯
に
於
け
る
消
費
者
の
購
買
慣
習

389
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學

討

究

第
五
巻

第
三
號

直
接
、
關
連
あ

る
漁
業
経
濟
や
人

々
の
肚
会
生
活

に
種

々
の
影
響
を
あ
た

え
、
さ
ら

に
そ
れ
が
商
業

の
面

に
も
波

及
し
て
、
現
實

の
形
態

や
稜
展

の
過
程

に
多
く

の
制
約

を
う
け
し

め
、
他
地
域

の
商
業

と
は

い
ち
じ
る
し
く
異

る
様

相

を

呈

す

る
に
い
た
ら
し
め

て
い
る
。

い

ま
、
そ

の
間

の
事
情
を
う
か
が

っ
て
み
る
と
、
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
す

、
漁
業
が
上
述

の
よ
う
な
自
然
的
條

件
か
ら
大
き
く
制
約
を
う
け

て
い
る
こ
と
は
、
生
産
輕
螢

の
方
式
や
人

々
の
経
濟
生
活
1

と
く
に
消
費

生
活
ー

-
に
特
異

な
制
度

や
慣

行
を
生
ぜ
し

め

て
い
る
。
た

と
え
ば
、
北
海
道
滑
岸

の
諫
漁

地
帯

に
あ

つ
て
は
、
漁
期

か

ら

向
後

一
ヵ
年
間

の
漁
業

維
螢

に
要
す

る
生
産
費
や
家
庭
生
活

に
要
す

る
生
計
費

の
ご
と
き
、
ぼ

と
ん
ど
全
部
が
春
鯨

漁

の
牧
入

に
依
存

し

て
お
り
、
し
か
も
漁
獲
高
が
そ

の
時
期

の
水
盗
、
風
向
、
潮
流
な
ど

に
よ

つ
て
は
な

は
だ
し

い
増
減
を

み
る
た
め
、
結
局
、
経
螢

も
生
活

も
非
常

に
不
安
定
な
状
態

に
お
か
れ

る
こ
と
と
な

る
。
ま
た
、
経
濟
的

に
み

て
、
そ
れ

に
投

機
性

の
多

い
こ
と
は
、
市
中
銀
行
な
ど

の
す

す
ん

で
融
資
す

る
と

こ
ろ
と
な
ら
す

、
着
業

、
集
荷
、
加

工
な

ど
に
鍬

す
る
金
融
措
置

と
し

て
は
、
奮
來

の
仕
込
制
度

が
績
行

さ
れ

て
い

る
と
同
時

に
、
町
内

の
商
業
者
、
給

料
生
活
者
、
自
由
職
業
者
な
ど
、
多
少

と
も

資
金
を
有
す

る
も

の
が
そ
れ

に
投
資

し
、
有
力
な

役
割

を
は
た

し
て
い
る
こ
と
少
く
な

い
。
そ
し

て
最
近

は
、

い
わ
ゆ

る

「
系
統

金
融
」

(
農
林
中
央

金
庫
i

北
海
道
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
會

ー

輩
位
漁
業
協
同
組
合
)
も

か
な
り
強
化
せ
ら
れ
て
、

こ
れ

に
依
存
す

る
漁

業
者

も
多
く
な

つ
て
き
て
い
る
。
い
す
れ

に
せ

よ
、
漁
業

の

う
け

る
自
然
的
制

約
と
こ
れ
か
ら
き
た

る
経
濟
的
投
機

性

の
た
め
、

一
般

の
商

工
金

融

と

は
相

當

に
異

る
特
殊
性
が

み
ら

れ
る

の
で
あ

る
。次

に
、
漁
業

者

が
上
述

の
よ

う
な
年
数
回

の
漁
獲
牧

入
に
よ

つ
て
生
活
を
螢

ん

で
い
る
こ
と
は
、
商
品

の
購
入

に
あ
た

つ
て
、
漁

期
宋

を
支
佛

日
と
す

る

「
掛
買
」
を
頻
繁

に
な

さ
し
め

て
い
る
。
こ
れ
は
、
漁
村

の
人

々
が
日

々
、
月

々
、
き
ま

つ
た
牧
入
を
得

て
"

な

い
當

然

の
結
果

で
あ

つ
て
、
生
産
用
贅
材

の
購

入
に

つ
い
て
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日

麦
の
浩
費

に
供
す

る
生
活
用
品

で
あ
つ
て
も
、
月

末
や

漁
期

の
終
り

ご
ろ
に
支
梯
う
約

束

で
買
入
れ
る

こ
と
が
多

い
。

と
こ
ろ

で
、
商
業
者

の
側

に
あ

つ

て
は
、
そ

の
よ
う
な
漁
村

の
入

々
の
も

390



つ
不
定

の
牧
入
歌
態
を
考

え
る
と
き
、

た
と

え
不
合
理
な
経
螢
法

で
あ
る
と
分

つ
て
い
て
も
、
掛
買

に
態

ぜ
ざ

る
を
得
な
い
よ
う
な
實
情

に
あ

る
。

そ

の
實
例
は
本
稿

で
と
り
あ
げ
た
増

毛
町

に
お

い
て
如
實

に
み

る
こ
と
が

で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
と

で
は
町
内
全
髄

に
わ
た

り
、

一
部

の
食
料
品
な

ど
を
除

き
、
ぼ
と
ん
ど
す

べ
て
の
商
品

に
つ
い

て

「
…掛
費

」
と

「
掛
買

」
が
長
年

の
聞

、
慣

脅
的

に
お
こ
な
わ
れ

て
き
、
し
か
も
そ
れ
は
早

急

に
は
改
め
ら

れ
す
、
今
後

も
績
行

さ
れ
る
よ
う
な
状
況

に
あ
る
。

し
か

し
、

こ
の
よ
う
な
慣
行
が
商
人
側

に

と
り
、
集
金
そ

の
他

に
少
な

か
ら

ざ
る
手
数

と
費
用
を
要

さ
し
め
、
ま
た
貸
倒

に
よ
る
損
失
も
生
じ

や
す

く
、

お

の
す

か
ら
そ

の
封
策

と

し
て
費
償

の
引

上
げ
を
な
す

に

い
た

る
は
當
然

の
こ
と
と
な
り
、
結
局

「
増
毛
町

の
物
慣
は
高

い
」
I
l

と
い
う
世
評
を
う
け
る
ほ
ど

、

町
全
艘

に

「
物
償
高

」

の
現
象
を

み
る
に
い
た

る
の
で
あ

る
。

さ
ら

に
、
上

述

の
よ
う
な
漁
業

地
帯

に
お
け
る
経
濟
的
特
異
性

は
、

ひ

い
て
人

々
の
肚
会
生
活

の
諸
方
面

に
波
及
し

て
、
猫
特

の
肚
会

制
度

や
生

活
慣
脅
を
生

ぜ
し
め
て
い
る
。
た
と
え
ば

、
網
元
か

ら
網

子

に
甥

し
て
漁

業

資

金

を

貸

付
け
る
と

こ
ろ

の
仕
込
制
度
は
、
依

然
、
封
建

的
な
主
從
關

係

に
等
し

い
風
脅

を
淺
存
せ
し

め
、
協

同
組
合
運
動

の
進
展

や
漁
村
文
化

の
向
上
な
ど

に
よ

つ
て
、
漸
次
、
除

去

さ
れ
て
い
く
け
れ
ど

も
、
な
お
、
上
述

の
よ
う
な
漁
業

に
鉗
す

る
自
然
的
、
経
濟
的
制
約

の
ゆ

え
に
、
そ
れ
を
完
全

に
除
去

す
る

こ
と
は

困
難
な
實
情

に
あ
る
。
ま
た
、
前

述

の
よ
う
な
商
品

の
購
入

に
あ
た

つ
て
掛
費
買
を
余
儀
な
く

さ
れ

て
い
る
と

い
う
経
濟
的
特
異
性
は
、

人

々
に
計
書
性

の
あ
る
日
常

生
活

を
お
く
ら

し
め
す
、

と
き

に
豊
漁

に
よ

つ
て
大
金
を
得
た

よ
う
な
場

合
に
は
、

い
わ
ゆ

る

「
宥
越
し

の

金

は
使

わ
ぬ
」
と

い
う
流

儀

の
、
そ

の
場

か
ぎ
り

の
浪
費
的
生

活
に
お
ち

い
り
や
す

い
の
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
、
都
市

の
人

々
の
よ
う

に
、
極
力

、
生
活

上

の
無
駄
を
省

い
て
貯
蓄

に
つ
と
め
、
よ
つ
て

「
家

計

の
合
理
化

」
を
は
か

る
と

い
う
よ
う
な

こ
と
は
望

み
が

た

い
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、

こ

の
よ
う
な
漁
村

の
人

々
の
生
活
態

度

や
浩
費
慣
脅

が
、

そ
の
地
帯

の
商
業

経
螢

に
特
別

の
影
響
を
あ
た
え

て
い
る
こ
と

211

い
う

ま

で
も
な

い
。
す

で

に

「
掛
費
買
」

の
常
脅

化
が
経
費

の
壇
加
を

み
、
ひ
い
て
費
橿

の
引
上
げ
を
な

さ
し
め

て
い
る
こ
と
、
上
述

の

漁
甜栗
地
帯
に
於
け
る
滑
費
者
の
購
買
慣
習
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學

討

究

第
五
巻

第
三
號

と
お
り
で
あ

る
が
、
さ
ら

に
商
人
が
豊

漁
時
な

ど
、

一
時
的
、
多
額

の
購
買
力
を
相
手
と
し

て
取
引

を
お
こ
な

つ

て
い
る
こ
と
は
、

地
味

な
経
管
を
忘
れ
さ
せ
、
放
漫

な
ま
ま

で
そ
れ
を
績
行
さ
せ
る
結
果
と
な

つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商

品

の
仕
入

や
販
費

に
あ
た

つ
て
合
理

化

の
必
要
性
を

い

つ
ま

で
も
意
識
せ
し

め
す

、
奮
態
依
然

た
る
目

の
子
算
式
商
費

や
濡
れ
手
で
粟

式

の
植
民

地
的
商
法

を
墨
守
し

て
、
平

然

と
し

て
い
る
よ
う
な
歌
態

で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
が
、
漸

次
、
他
都
市
や
周
邊

町
村

に
お
け
る
商
店

に
顧
客
を
う
ば
わ
れ
、

多
く

の
購
買
力
を
吸
牧

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
お

の
す

か
ら
脛
螢

の
困
難

を
招

い
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
と
お
り
、
漁
業

地
帯

の
,商
業

は
、

そ
こ
に
存
在
す

る
自
然
的
、
経
濟
的
、

肚
会
的
諸
事
情

に
よ

つ
て
種

々
の
制
約
を
う

け
、
た

と
え

一
般
肚
会

の
輕
濟
組
織

が
資
本
主
義
的

に
相
當

の
畿
達
を

と
げ

て
も
、
そ
れ
か
ら
取
り

の
こ
さ
れ
る
こ
と
多
く
、
そ

の
維
瞥

組
織

や

経
螢
方
法
な
ど

の
諸
鮎

に
お

い
て
、
近
代
的
合

理
化

に
相
距

る
こ
と
大

き

い
の
で
あ
る
。
今
日
、
小
費
経
螢

の
合

理
化
を
は
か
る

に
あ
た

り
、
少

々
の
掛
責

は
避
け
が
た

い
こ
と

で
あ
る
と
し

て
も
、
そ

の
大
部
分
を

現
金
費

に
よ

つ
て
お
こ
な

い
、
も

つ
て
維
費

の
節
減

に
よ
る

費
慣

の
低
下
が
、
當
然
、
望
ま
れ

る
に
か
か
わ
ら
す
、
既
述

の
よ
う
な

漁
業
牧
入

の
不
安
定
性

に
よ
つ

て
、
そ
れ
が
實

現
せ
ら
れ
な

い
の

で
あ

る
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
面

に
お
け
る
商
業
経
馨

の
合

理
化
を

は
か

る
た

め
に
は
、
な

に
よ
り

も
、
漁
業

の
生
産
關
係
を
近
代
化
す
る

こ
と
が
先
決
問
題

と
考
乏

ら
れ
、

こ
の
よ
う
な
経

濟
過
程
上

の
商
業
以
前

の
課
題

を
解
決

せ
す
し

て
は
、
十
分
な
成
果
は
あ
げ
が
た

い
の

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ

が
経
螢

の
合

理
化
を
は
か
り
、

ま
だ
外
部
か
ら
振
興

に
必
要
な
封
策
を
講

す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
か

の
大

都
市

に
お
け
る
申
小
商
業
封
策

と
同

一
の
も

の
で
あ
つ
て
は
十
分

で
な

く
、
た
と
え

一
般
的
封
策

は
等
し
く

て
も

、
な
お
、
漁
業

地
帯
な

る
の
ゆ
え

に
存
在
す
る
特
殊

性
を
よ
く
勘
案

し
て
、
そ

の
上
に
猫
特

の
施
策
を

み
る
と
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

筆
者

の
主
張
す

る

「
地
域
商
業

」
研
究

の
重
要
性
が
そ

の

一
例
誰
と
し

て
み

る
こ
と
が

で
き
、
そ

の
た
め
、
實
態
を

よ
く
調
査

し
て
輕
螢

上

の
困
窮
原
因
を
探
究

し
、
同
時

に
有
敷
な
猫
自

の
封
策
が
た

て
ら

れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

こ

の
小
稿
は
、
以
上

の
よ
う
な

理
由

に
も
と
づ
き
、
既
述

の
前
稿
と
同
様
。
北
海
道

に
お
け
る

「
地
域
商
業

」
研
究

の

一
部

と
し

て
、

塵
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そ

の
代
表
的
な
漁

業

地
帯

と
せ
ら
れ

る

「
増
毛

町
」

に

お
い
て
、
昭
和

二

十
九
年
三
月
か
ら

五
月
に
か

け
、

生

活

必
需
品

を
中
心

に
、

一
部
生
産
贅

材

を
加

え
て
、
消

費
者

の
商
品
購

入

先
を
調
査
し
た
結

果
を
記
述

し
た
も

の
で
あ

つ
て
、
要

鮎
は
、

地
元
購
買

力

の

「
町
内

の
商

店
」

「
留
萌
市

の

商
店
」

「
旭
川
市

の
商
店

」

「
札
幌漁

業
地
帯
に
於
け
る
消
費
者
の
購
買
慣
習
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商

學

討

究

第
五
巻

第
三
號

市

の
商
店

」

な
ど

の
間

に
お
け
る
分
散
歌
態

を

明
ら
か

に
す

る
に
あ

る
。
ま
た

、
上
記

の
よ
う
な
地
元
購
買
力

の
町
外

へ
の
流
出

に

つ
い
て
は
、
種

々
の
理
由
が
あ

る
こ
と

い
う
ま

で
も
な
く
、
と
く

に
増
毛

町
の

「
物
債
高

」
と

い
う

こ
と
が
、
實

地
探
査

の
際
、
見
聞
さ

れ
た

の
で
、

こ
れ

に
關
す

る
事
實
を
も
確

認
す

る
た
め
、
若
干

の
調
査
を
附
加

し
た

次
第

で
あ

る
。

最
後

に
、

こ
の
調
査

に
あ
た
り
、

「
増
毛
町

」
を

え
ら

ん
だ

の
は
、
同
町
が
北
海
道

の
北
西
部

に
位
置

し
て
日
本
海

に
の
ぞ
む
本

道
屈

指

の
漁
業

地

で
あ
り
、
と
く

に
春
鯨
漁

に
は

い
わ
ゆ
る
千
石
場
所

と
し

て
名

を
知
ら
れ

、
他
方

、

一
郡

を
も
つ
て

一
町
を
構

成

し
、
人

口

】
六

、
九
五
三
人
、
世
帯
敏

二
、
七

九
三

(
昭
和
二
十
八
年
十
月

一
日
現
在
)
、
商

店

敏

二

一
五

(
昭
和
二
+
七
年
七
月

一
口
現
在
)
を
か
ぞ
え

る
商
業
都

市

で
も
あ
り
、
漁
業

の
商
業

に
お
よ
ぼ
す
影

響
を
調
査

、
研
究
す

る
の
に
は
、
絶
好

の
場
所

と
考

え
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
ま

た
、
同
町

で
は
、
掛
費
買
が
は
な

は
だ
多
く

、
毎
月

、
掛
代
金

の
集
金
日
ー

た
と

え
ば
月

末
や
五
日
1

に
は
、
町

の
公

の
行

事
な
ど

の
開

催
を
、
商
人
多
忙

の
ゆ

え
に
、
避
け

て
い
る
と

い
う
現
歌

や
、
さ
ら
に
、
そ

の
物
慣
が
か
な
り
高

い
た

め
、
町
民

の
中

に
は
留
繭

市

ま
で
出
掛
け

て
買
物
を
す
る
も

の
が
は
な

は
だ
多
く
、

一
部

の
買
回
品

や
高
級
品

に

つ
い
て
は
旭
川
市

や
札
幌
市
な
ど

で
買
求

め
ら
れ

て

い
る
實
惰

は
、

「
地
域
商
業
」

の
研
究
上
、
適
宜

の
題
材
を
あ
た

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ

の
留
繭
市
、
旭
川
市
な
ど

近
傍
都

市
と

の
間

に
お
け
る
交
通
圖
を

示
す
と
前

ペ
ー
ジ

の
と
お
り
で
あ

る
。

=

消
費
者
の
商
品
購
入
状
況

一

消
費

調
査

の
方
法

ま
す
、
調
査
方
法
と
し
て
、
一
定

地
域

の
消
費
者

に
質
問
者

を
配
付

し
、
事
實
に

つ
い
て
の
記
入
を
求

め
る

「
質
問
書
式
法
」
を
と

つ
た

こ
と
は
、
す

で
に

「
農
村
地
帯
」
お
よ
び

「
炭
薩

地
帯
」

の
消
費
調
査
を
お

こ
な

つ
た
場
合

に
お
け
る
と
同
様

で
あ

る

(
本
誌
第
四
巻
第

一
號

お
エ
び
第
五
巻
第

】
號
参
照
)
。
そ

の
調
査
書

の
様
式

は
下
掲
(
第
-
表
)
の
と
お
り

で
あ
り
、
ま
た
質

欄
事
項
は
左

に
示
す
と
お
り

で
あ

る
。
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第1表

(漁業地帯 の部)

北 海 道 消 費 調 査

昭 和29年5月 小樽商科大學商業學研究室

記入者 の皆 さんヘー
この調査lt、 北 海 道の商 業秘振 興 し、私iこ ち道 民の生活な向上 して い く
7こめ、必要 な資料 な得 る目的 で、道 内の各地 で實施 してい る もの です。
面 倒な ことな お尋 ね して恐 縮 で すが、趣 旨秘諒 承 の上、御 協力下 さるよ

うお願い致 します。

整 理 あ な7この

番 號 住 所

象劣繍 翻 凝 躁 燃 梵 喚1穿聯 こん

市
町
村

1あな7この家 の

職 業

該當 の もの秘

公務員 、 螢務者 、

教 員 、 會髄 員、
漁 業 、 商店主 、
工場 主、 そ の他

下 記の各種 の商品 につ いて、主 にお宅 の どな7こが、主 に どこで
お買 求 めにな りますか。最 近 の分 について記 入 して下 さい。

但 し、 買求 め7こ揚 所 に次 の番號か もつて 詔入 下 さろよ う願 い ます。

買求め7こ場所
町内の小費店の とき

留萌市の商店 のと琶

旭川市の小蜜店 のとき

旭川市の百貨店のとき

札幌市の小賢店のとき

札幌市の百貨店 のと含

番 號

1

2

3

△
三
5

一6

買求 めtこ揚所

漁業協 同組合のとき

他の町の商 店のとき

内地 都市 の商店 の と告

通信 販寅 の と§

その他 の とき

番 號
7

8

9

10

11

品 名 廣 求め了こ揚酬 買求めtこ人1贔 名 慣 求め7こ揚所 買求めた人

服地(生 地)1 米」　 　

慕 矯i餐 醤
1酒子 供 服

砂 糖呉服 ・反物

璽 展シヤツ等下着

魚 類毛 糸 嘲栗
物セ ー タ

帽 子 一墓_一 」子「
1一

一
ゴ ム 靴t 丈 房 具

皮 靴 書 籍

i雑 誌家 具 類

_1スポ ーツ用 品金 物圖蒔 評 『
玩 具

ミ シ ン

自 韓 車
亜_二 麺二
1漁 業用資 材

下の問 いに答 えて下 さい。(該 當 の ものなO印 てか こん で下 さい)

禰 毛町 の物便 は一 般 に高 い と
思 い ます か。

1 高い(何 割 位で すか)

高 くな い

ど
思

あ

さ

な

と
が
下

市

い
の
て

都
高

も
げ

の
に
な
あ

他
く
う

な

て

と
よ
名

品

、
の
品

商

て
ど

、

の
べ
に
か

町

ら

の
す

毛
く

も
ま

。

噌

に
う
り

い

∬

留萌市へ出掛けて商品な買 う理 由は何
ですか。

皿 値 段が安 い

品質 が よい

イルオ{よレ、

品物 が豊富 で あ ろ

信 用 で{}る ス タ

サ ー ピスが よい

旭 川市 や札幌 市 の商 店で商 品 を買 う理

由に何 て すか 。

Iv値 段カミ安 い 品質が よい 信 用

で きる ス タイ ルが よい 出張

し7こつ いで に買 う
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商

學

討

究

第
五
餐

第
三
號

吹

に
増
毛
町

の
佳
民

の
商
品
購
入
先

や
購
入
者
を
知

る

に
あ
た

つ
て
、
そ

こ
に
所
在
す

る
北
海
道
立
増
毛
高
等
学
校

(
昭
和
二
十
三
年
四

月

一
日
設
立
)
の
生
徒

の
家
庭
を
翁
象

と

し
た
。
こ

の
高
等
学
校

の
生
徒

は
、

町

内

各

方

面

に
お

い
て
種

々
の
職
業

を
も

つ
家
庭
か
ら
か

な
り
李
均
的

に
通
学
し

て
き

て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
の
で
、

こ
れ
ら
生
徒

に
調
査
表
を
配
付

し
、
所

定
事
項

の
記
入
を
求

め
て
得
た
結

果

の
総

計
は
、
大
艦

に
お

い
て
、
檜
毛
町
民

の
購
買
動
向
を
明
示
し

て
い
る
も
の
と

み
て
差

支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら

に
、
調
査
事
項
と

し

て
は
、
調
査
表

に
も
あ

る
と
お
り
、

一
般
的
な
も

の
に
、
佳
所

、
世
帯
主

の
職
業

、
家
族

の
構

成
1

が
あ

り

、
ま

た

商

品
別
購

入
先

別

事
項

と

し

て
は
、

下

述

の
よ
う

な

そ

れ

ぞ

れ

の

商

品

を
、

家

族

中

の

父

、

母
、

兄

、
弟

、
姉

、
妹

、
本

人

(
生
徒
)

な
ど

の
う
ち
、
誰

が
主

に
ど

之
!

田
町
内

の
小
費

店
、
囲
留
繭

市

の
商
店

、
図
旭
川
市

の
小
費
店
、
四
旭
川
市

の
百
貨

店
、
個

札
幌

市

の
小
費
店
、
㈹
札
幌

市

の
百
貨
店
、
m

漁
業
協

同
組
合

、
矧

他

の
町

の
商
店
、
翻
内
地
都

市

の
商
店
、

㎜
　通

信
販
費

、
皿
そ

の
他
i

で
購
入
す

る
か
と

い
う

こ
と

を

尋

ね

た
。

調
査

の
封

象

と

す

る

商

品

と

し

て

は

、
ω

服

地

(
生
地
)

、
囲

背
廣

服

、
図

婦

人

服

、
四

子
供

服

、
㈲

呉
服

・
反
物

、
㈲

シ

ャ
ツ
等

下

着

、
個

毛

糸

、
矧

セ
ー
タ

ー
、
馴

帽

子

、

m
四
ゴ

ム
靴

、

㎝

皮

靴

、

囮

家

目
溢
類
、
⑬

金

物

、
囲

時
計

、

胴圃
ミ

シ

ン
、

㈹

自

鯨
π

車

、
面

米
、
圏

味

噛

、
鋤

醤
油

、
20

酒

、
⑳
砂

糖

、
囲

396

第2表

消 費者の職業別一覧

(増 毛 町)

職 業 人 酬 百 分 率

(%)
10.5

(人)
17

 

員務公

35.257

 

業漁

5.6

 

9員教

3.1

 

5者務勢

1.2

 

2主揚工

13.021

 

主店商

4.3

 

7員會

27.1

%
100.0

44

 

他のそ

人
162

 

計合

ラ

ラ

野

茶

、
㈱
魚
類
、
四
果
物
、
⑳
菓

子
、
⑳
丈
房

具
、
⑳
書
籍

、
⑱
雑
誌
、
⑳

ス
ボ

ー
ッ
用
品
、
闘
玩
具
、
31
漁

網
、
鋤
漁
業

用
資
材
1
ー

(

(

の
三
十

二
品

目
と
し
た
が
、
大
艘
、

一
般

の
家
庭

で
、
李
素
、
需
要
す

る
商
品

と
、
漁
業

地
帯

の
特
殊

性

に
か
ん
が
み

て
漁
網

と
漁
業
用



資
材

を
加

え
た

の

で
あ

る
。

な

お
、

調

査

表

の
配
付

数

と
回

牧
薮

に
つ

い

て
記

せ
ぱ

、

同
校

の

一
、

二
年

生

二
百
名

に

一
人

一
枚
す

つ
、

計

二
百
枚

を
配

付

し

て

百

六

十

二
枚

を
回

牧

し

た

の

で
、

回

牧
率

は

八

一
%

と
な

つ
て

い
る
。

そ

の
職

業

を

み

る

と
第
2

表

の
と

お
り

で
あ

つ

て
、

「
漁

業

」

が

最

も

多
く

て
三

五

・
二
%

を

占

め
、

よ
く
漁

業

地
帯

の
特

色

を

示

し

て

い
る
。

次

い

で

「
そ

の
他

」

が

二
七

・

一
%

と
な

り
、

こ

の
中

に
は

農

業

者

が
か
な

り

含

ま

れ

て

い
る
。

「
商
店

主

」
は

=

二
・
○

%

あ

つ
て
、
商

業

地

で
あ

る

こ
と
を

物
語

つ

て
い

る
。

=

増

毛

町

に
於

け

る
商

品
購

入
歌

況

日

服

地

(
生

地
)

記

入
者

、一
四

六

の
う

ち

、

「
町
内

の
小
費

店

」

(
六
八
)
、

「
留

萌

市

の
商
店

」

(
五
五
)

の
爾

者

か

ら

の
購

入

が
最

も
多

い
。

留

萌

市

の
商

店

か

ら

こ

の
よ
う

に
多

く

の
購

入
者

を

み

て
い

る

こ
と

は
、

注

目
を

要

し

よ
う

。
ま

た

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
=

)
、

「
旭

川

市

の
百
貨

店

」

(
二
)
か
ら

の
購

入

が
少

女
あ

る

こ
と
、

さ

ら

に

「
札

幌

市

の
百
貨

店

」
(
五
)
か

ら

の
購

入

も
僅

か
な

が

ら

み
ら

れ

、
あ

わ

せ

て
全
艦

の

一
二
%

に
も

の
ぼ

つ

て
い

る

こ
と

は

、

地
元

購

費

力

が

か
な

り
遽

方

に
流

れ

て

い
る

の
を

示

す

も

の
と

い
い
得

る
。

次

に
こ
れ

を
職

業

別

に
み

る
と

、

ど

の
職

業

の
家

庭

も

、

大
部

分

、
購

入
し

て

い
る
が

、

と

く

に

「
敏
員

」
と

「
公
務

員

」

の
家

庭

に

多

い
よ

う

で
あ

る
。

反

封

に

「
勢

務

者

」
や

「
商

店

主

」

の
家

庭

で

は
、

割

合

に
そ
れ

が
少

い
よ
う

に
み

ら
れ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母
」
(
七
九
)
が

最
も

多
く

、

次

い

で

「
姉

」
(
二
五
)
と
な

つ

て
い
る

の
は

,
商

品

の
用

途

か
ら

み

て
當

然

の

こ
と

で
あ

ろ
う

。
な

お
、

「
父

一
(
二

一
)

の
購

入

も

姉

に
次

い
で
多

い
。

⇔

背

廣

服

記

入

者

九

六

の
う

ち
、

「
町
内

の
小
費

店
」
(
三
五
)
と

「
留
萌

市

の
商

店

」
(
曽
=

)

の
爾

者

か
ら

の
購

入

が

多

い
が
、

と
く

に
留
萌

市

271

の
商
店

か
ら

の
購

入
が

地
元

の
商
店

か
ら

の
購

入

に
及
ば
ん
と

し
て
い
る
の
塾

目

に
値
す

る
。

ま
た

「
札
幌
市

の
百
貨
店
」
(
九
)
か
ら

揃
…
雌
凧
地
響

に
.於

由り
る
漕

費
者

の
幽購
買
慣

習

、

397
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商

學

討

究

第
五
巻

第

三
號

の
購

入

が

全
髄

の
約

一
〇
%

も

あ

る
こ
と

や

、

「
旭

川
市

の
小
費

店
」
(
七
)
、

「
旭

川

市

の
百
貨

店
」
(
四
)
あ

わ

せ

て

一
四

%

も

あ

る
こ

983

と
な
ど

も

留
意

を

要

し
よ

う
。

札

幌

市

や
旭

川
市

の
百
貨

店

に
地

元

の
購

買

力

が

吸
牧

さ
れ

て
い

る

の
は

、
そ

こ

で
取
扱

う
既

製

服

が

買

求

め
ら

れ

て
い

る
も

の
と
察

せ

ら

れ
、

ま

た
、

留

莇

市

の
商
店

か

ら

の
購

入

の
多

い
の

も
、

地

元

の
洋

服
商

で
は

品
質

、
贋

格

、

ス
タ

イ

ル
な

ど

の
諸

鮎

で
、
人

々
の
欲

求

を
満

足

さ
せ
得

な

い
こ
と

に
よ

る

の

で
あ

ろ

う
。

次

に
こ
れ

を
職

業

別

に
み

る

と

、

「
公

務

員

」
、

「
敏
員

」

な

ど

の
家

庭

で
購

入
す

る
も

の
が

割
合

に
多
く

、

そ

の
ほ
か

の
家

庭

で
は

`
あ

ま

り

多

く
な

い
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に

、

「
父

」
(
三
七
)
、

「
兄

」
(
一
五
)

の
多

い
の
は

、

用

途

上

か

ら

み

て

當

然

の

こ
と

で
あ

ろ

う
が

、

「
母
」

(
三
四
)

の
手

に
よ
る
購

入

の
多

い

の
も

留
意

を
要

す

る
。

日

婦

人

服

記

入
者

七

八

の
う
ち

、
大

部

分

は

「
町

内

の
小

費

店

」
(
三
二
)
と

「
留

繭

市

の
商
店

」
(
三
二
)
と

で
購

入

さ
れ

て
い

る
が

、
留
萌

市

の

商
店

か

ら

の
購

入

が
増

毛

町

の
小
費

店

か

ら

の
そ

れ

と
同

激

に

の
ぼ

つ

て
い

る

の
は

、
買

回

品

性

の
強

い
婦
人

服

の

こ
と

と
は

い
え
、

注

意

を

要
す

る
。

ま
た

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
四
)

一

「
旭

川

市

の
百
貨

店

」

(
二
)
、

「
札

幌

市

の
百
貨

店

」

(
四
)
ー

ー
な
ど

、

あ

わ

せ

て
全
艦

の

一
〇
%

を

こ

え

て

い
る

の
も
輕

観

で

き
な

い

で
あ

ろ
う

。

次

に

こ
れ
を
職

業
別

に
み
る

と
、

「
公
務

員

」

、

「
漁

業

」

の
家

庭

に
購

入
者

が

多
く

、

「
会

肚

員

」

、
「
商

店

主

」
、

「
工
場

主

」

、

【,そ

の
他

」

で
は

そ
れ

が
少

い
よ
う

で
あ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
四

六
)

、

「
姉
」

(
二
九
)

の
多

い

の
は

、
商

品

の
用
途

か

ら
み

て
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う

。

⑭

子

供

服

記

入
者

一
〇

六

の
う

ち

,

「
町

内

の
小
費

店
」

(
五
二
)
が

多

く
、

「
留

萌

市

の
商

店

」

(
四
〇
)
が

次

い
で

い
る
。

ま
た

「
旭

川

市

の
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小
費

店

」

(
六
)
、

「
旭

川
市

の
百
貨

店

一
(
二
)
も
少

々
み
ら

れ

る
α

し
か

し

、
子
供

用

品

で
あ

る

た

め
か

、
札

幌

市

の
商

店

か

ら

の

購

入
は

ほ

と

ん

ど

な

い
。

吹

に
と
れ
を

職

業
別

に
み

る
と

、

「
公
務

員

」
、

「
教

員

」
、

「
漁

業

」
、

「
工
場

主

」

、

「
そ

の
他

」

の
家

庭

に
購

入
者

が

多

い
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
七
八
)

が
塵

倒

的

に
多

い

の
は

當

然

の

こ

と
で
あ

り

、

「
姉

」

(
一
四
)

、

「
父

」

(
八
)

の
購

入

も

少

々
み
ら

れ

る
。

㊨

呉

服

・
反
物

記

入
者

一
二

三

の
う

ち

、

「
町

内

の
小
費

店

」

(
五
五
)
か

ら

の

購

入

が

多
く

、

「
留

萌

市

の
商

店

」

(
四
四
)
が
そ

れ

に
次

い

で

い

る
。

上

述

の
諸

商

品

と
同

様

、
留
莇

市

の
商

店

か

ら

の
購

入

の
多

い

の
は
留

意
を

要

し

よ
う

。

ま
た

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
八
)
、
「
旭

川

市

の
百
貨

店

」

(
三
)
か

ら

の
購

入

が
少

々
あ

る

の
も
看

過

で
き
な

い
。

な
お

、
札

幌

市

の
商
店

か
ら

の
購

入

は

ほ

と
ん

ど

な

い
。

次

に

こ
れ
を

職
業

別

に
み

る
と

、

「
公
務

員

」

、

「
敷

員

」
、

「
漁

業

」

、

「
商

店

主

」
、

「
そ

の
他

」

の
家

庭

で
購

入

者

が

多

い
。

さ
ら

に
そ

の
購

入

者

に
、

「
母

」

(
九

一
)
が

塵

倒
的

に

多

い

の
は

、
當

然

の

こ
と

で

あ

ろ
う
。

「
姉
」

(
一
六
)
、

「
父

」

(
九
)

に

ょ

る
購

入

も

少

々
み
ら

れ

る
。

㈹

シ

ャ
ツ
等

下

着

記

入
者

一
五
〇

の
う

ち
、

「
町

内

の
小
費

店

」

(
八
九
)
か

ら

の
購

入

が
最

も

多

い
が

、

「
留

莇

市

の
商

店

」

(
四
五
)
か

ら

の
購

入

も

全

韻

の
約

三
分

の

一
を

占

め

て

い
る
。
あ

ま

り

高

償

な
商

品

で
な

い
た

め
、

旭

川

市

や
札
幌

市

の
商

店

で
購

入
さ

れ

る
も

の
は

少

い
。

次

に

こ
れ
を

職

業
別

に

み

る
と

、
ど

の
職

業

の
家

庭

で
も

よ

く
購

入

さ
れ

て
い

て
、
特

記

す

る
ほ

ど

の

こ
と
は

な

い
。

さ
ら

に
そ

の
購

入

者

に
、

「
母
」

(
九
六
)
が
墜

倒

的

に
多

い
が

、
ま

た

「
姉

」

(
一
九
)
、

「
父

」

(
一
四
)

の
購

入
も

み
ら

れ
、

生

徒

自
身

を

示
す

「
自

分

」

(
=

)
や

「
兄

」

(
六
)

に
よ

る
購

入
も

少

く
な

い
。

漁
業
地
帯
に
於
け
ろ
浩
…費
者

の
購
智
ハ慣
習

399
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商

學

討

究

第
五
春

第
三
號

㈹

毛

糸

oo4

記

入
者

一
二
九

の
う
ち

、

「
町

内

の
小

費

店

(
七

一
)
か
ら

の
購

入

が
最

も

多

い
が

、

「
留
萌

市

の
商
店

」

(
三
四
)
か
ら

の
購

入

も
か

な

り

み
ら

れ

る

。
ま

た

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
五
)
、

「
旭

川

市

の
百

貨

店

」

(
四
)
、

「
札

幌

市

の
小
費

店

」

(
三
)
、

「
札
幌

市

の

百

貨

店

」

(
二
)
、

「
そ

の
他

」

(
七
)
ー

ー

と

い
う

よ
う

に
、

他
所

で

の
購

入

が
割

合

に
少
く

な

い

の
は
、

そ

れ

ぞ
れ

特

贋
品

を

求

め

て

い

る
た

め

か
と

思
わ

れ

る
。

女

に

こ
れ

を

職
業
別

に

み
る

と

、
ど

の
家

庭

で
も

よ
く
購

入

さ
れ

て
い

る
が
、

た

だ

「
勢

務
者

」

、

「
会

砒

員

」

の
家

庭

で

は
や

や
少

い
よ

う

で
あ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
六
九
)
が

多
く

、

「
姉

」

(
三
二
)
が

吹

い

で

い
る

の
は
、

商
品

の
用
途
王

、
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う

。

ま
た

「
父

」

(
一
五
)

の
購

入

が

少

々
あ

る

の
は
、
旭

川

市

や
札

幌

市

へ
出

掛

け

た
際

、
特

憤

品

な

ど
を

購

入

し

て
く

る
も

の

で
あ

ろ

う
。

N

セ
ー
タ

ー

記

入

者

一
〇
〇

の
う

ち

、

「
町
内

の
小
費

店

」
(
五

一
)

か
ら

の
購

入

は

牛

分

に
あ

た

り
、

淺

り

の
孚

分

は
他

所

で
購

入

さ
れ

て

い

る
。

「
留
雨

市

の
商

店

」

(
二
八
)
か

ら

の
購

入

は

全
禮

の
四

分

の

」
以

上

を

占

め

、
ま

た

「
札

幌

市

の
百
貨

店

」

(
四
)
、

「
旭

川

市

の
小
費

店

(
三
)
、

「
そ

の
他

」

(
九
)
か

ら

の
購

入

も

少

々
み
ら

れ

る
。

次

に

こ
れ
を

職
業
別

に
み

る
と

、

「
勢

務
者

」

の
家

庭

に
購

入
者

が

多

く

、

「
敏
員

」
、

「
漁

業

者

」

、

「
公

務
員

」
な

ど

の
家
庭

で

は
、
そ

れ
ぞ

れ

雫
数

の
も

の
が

購

入

し

て
い
る

。

し
か
し

「
会

肚
員

」

の
家

庭

で
は
非

購

入
者

の
方

が

多

ぐ
な

つ

て

い
る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
五

二
)
が

多
く

、

「
姉
」

(
二
九
)
が

そ
れ

に
次

い
で

い
る

の
は

、
主

に
婦

人

用

の
も

の
を

購

入

し

て

い
る

も

の
と

み

て
、
當

然

の

こ
と

で
あ

ろ
う

。

【
父

L

(
八
)
の
購

入

も
少

々
み
ら

れ

る
。
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㈹

帽

子

記
入
者

一
二
三

の
う

ち
、

「
町
内

の
小
費
店

」

(
八
四
)
か
ら

の
購

入
が
最
も
多
い
が

、

「
留
繭

市

の
商
店
」

(
二
五
)
か
ら

の
購

入
も

約

二
〇
%

に
の
ぼ
り
、
ま
た

「
旭

川
市

の
小
費
店
」

(
五
)
、

「
旭
川
市

の
百
貨
店

」

(
四
)
か
ら

の
購

入
が
少

々
あ
る

の
も
輕
硯

で
き
な

い

σ次

に

こ
れ
を
職

業

別

に

み
る

と

、
ど

の
家

庭

で
も

よ
く

購

入

さ
れ

て

い
る
が

・
た

だ

「
会

砒

員

」

の
家

庭

で
は
購

入
者

が

少

い
よ

う

で

あ
る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母
」

(
六
五
)
が

非
常

に
多
く

、
「
姉

」

(
一
六
)
が
そ

れ

に
次

ぎ

、
「
父

」

(
一
三
)
、

「
自

分

」

(
一
二
)

と

つ
す

い

て
い

る

の
は

、
子

供
帽

や
婦

人
帽

の
購

入

が
多

い
た

め

で
あ

ろ
う

。

㈲

ゴ

ム

靴

記

入

者

七
七

の
う

ち

、

「
町
内

の
小
費

店

」

(
四
八
)
か

ら

の
購

入

が

多

い
が

、
ま

た

、

「
留
萌

市

の
商

店

」

(
一=

)
か

ら

の
購

入
も

か
な

り

あ

る

の
は
留

意

を

要
す

る
。
北

海

道

で
は

ゴ

ム
靴

に

つ
き

、
有

標

品

が
あ

つ

て
品
質

は

き

ま

つ

て
い

る
か

ら

、

地
元

の
購

買

力

が

留

雨

市

の
商
店

に
向

う

の
は

、
償

格

の
關

係

に
よ

る
も

の
と

察

せ
ら

れ

る
。

次

に

こ
れ
を

職
業

別

に
み

る
と
、

「
漁
業

」

の
家

庭

で
購

入
者

が

と

く

に
多

い
よ
う

で
あ

る
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

が

、

「
父

」

(
二
九
)
、

「
母

」

(
二
六
)
、

「
兄

」

(
九
)
、

「
自

分

」

(
八
)
ー

の
順

と

な

り

、

男

子

が
割

合

に
多

い

の
は
、

最
寄

品

で
買

い
や
す

い
た

め

で
あ

ろ

う
。

⇔

皮

靴

.

記

入
者

一
〇

六

の
う

ち

、

「
町

内

の
小

費
店

」

(
四

】
)
、

「
留
莇

市

め

商
店

」

(
三
八
)
か

ら
購

入
す

る
も

の
が

多

い
。

し
か

し
、

上

記

の

ゴ

ム
靴

と
異

り

、

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
二

)
、

「
旭

川

市

σ
百
貨
店

」

(
三
)
、

「
札

幌

市

の
小
賓

店

」

(
四
)
、

「
札

幌
市

漁
業
地
帯

に
於
け
ろ
潰
費
者

の
購
買
慣
習

401
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商

學

討

究

第
五
巻

第
嵩
號

の
百
貨
店

」

(
二
)
な
ど
か
ら

の
購
入
が
全
髄

の
二
〇
%
に
の
ぼ

つ
て
少

く
な

い

の
は

、
そ

の
上
等
品

に
つ
き

、

地

元

の
商
店

で

は
満

足

024

で
き

す

、

旭

川

市

や
遠

く
札

幌

市

の
商
店

で
買

求

め

て

い
る
た

め
で
あ

ろ

う
。

次

に

こ
れ
を
職

業
別

に
み

る
と

、

「
公

務
員

」

、

「
教

員

」
、

「
漁
業

」
、

「
そ

の
他
」

の
家

庭

で
購

入

者

が

多

く

、

「
努

務
者

」
、

「
会

枇
員

」

、

「
商
店

主

」
の
家

庭

で

は
そ

れ

が

少

い
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
父

」

(
三
五
)
、

「
兄

」

(
】
八
)
な

ど
が

多

い

の
は

、
主

に
男

子

用

の
靴
を

購

入

し

て
い

る
た

め

で
あ

ろ

う

が

、
ま

た

「
母

」

(
二
七
)
、

「
姉

」

(
一
二
)
の
か

な

り

み

ら

れ

る

の
は
、

婦
人

靴

の
購

入

が

ふ

え
た

た

め
と
察

せ
ら

れ

る
。

国

家

具

類

記
入

者

一
〇

三

の
う

ち

、

「
町
内

の
小
費

店

」

(
五
八
)
か

ら

の
購

入

が
多

い
が
、

「
留
萌

市

の
商

店

」

(
三
〇
)
か
ら

の
購

入
も

か
な

り
多

い
。

ま

た

「
旭

川

市

の
小

責

店

」

(
七
)
、

「
旭

川
市

の
百
貨

店

」

(
二
)

、

「
札
幌

市

の
百
貨
店

」

(
二
)
、

「
他

の
町

の
商

店

」

(
三
)
な

ど

か
ら

の
購

入
が

あ

わ

せ

て

=

二
%

も

あ

つ

て
少

く
な

い
の
は

留
意

を

要
す

る
。

高

級

品

が

こ
れ
ら

都

市

の
專

門

店

で
買

求

め

ら

れ

て

い
る
た

め
と
察

せ
ら

れ

る
。

次

に

こ
れ
を
職

業
別

に
み

る
と

、

「
教

員

」

、

「
漁

業

」
、

「
商

店

主

」
な

ど

の

家

庭

に

購

入

者

が

多

く

、

「
公
務
員

」

、

誌
労
務

者

」

、

「
会

肚

員

」
、

「
工
場

主

」

で
は
そ
れ

が
少

い
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母
」

(
五
三
)
や

「
父

」

(
四
五
)
が
大

部

分

を

し

め

て

い
る

の
は
、

家

庭

用

の
も

の

で
あ
り

、
且

、
慣

格

も
低

廉

な
も

の

で
な

い
と

こ
ろ

か

ら

み

て
當
然

の

こ
と

で

あ
ろ

う

。

日

金

物

記

入
者

=

九

の
う
ち
、

「
町
内

の
小
費
店

」

(
八
六
)
か
ら

の
購
入
が
最
も
多
く
、
他
所

で
の
購

入
は
、

「
留

萌

市

の
商

店

」

(
二

八
)
を
除

い
て
ほ

と
ん
ど
な

い
。

こ
れ

は
最
寄

品

の
性
質
上
、
當
然

の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
留
雨

市

の
商
店

か
ら
購

入
す

る
も

の
が



●

全

艦

の

二
三
%

も

あ

る

の

は
、
留
意

を

要
す

る
。

吹

に
こ
れ
を
職

業

別

に
み

る
と

、

充

い

て
い

の
家

庭

で
購

入

さ
れ

て

い
る

が
、

た

だ

「
勢

務
者

」

や

「
会

杜

員

」

の
家

庭

で

は
少

い
よ

う

で
あ

る

。

さ
ら

に
そ

の
購

入

者

に
、

「
父
」

(
五
五
)
、

「
母

」

(
四
四
)

の
多

い

の
は

、
家

庭

用

品
た

る
性

質

上

、
當

然

の
こ

と

で
あ

ろ

う

。

㈲

時

計

記

入
者

八

八

の
う

ち

、

「
町
内

の
小

費

店

」

へ
四
三
)
か

ら

の
購

入

が

約

牛

分

を

し

め

て
い

る
が

、

「
留

萌

市

の
商
店

」

(
二
四
)
か

ら

の
購

入

も
全

艦

の
二

七
%

で
、
輕

覗

は

で
き
な

い
。

ま
た

「
旭

川

市

の
小
費

店

」

(
六
)
、

「
旭

川

市

の

百

貨

店

」

(
二
)
、

門
札

幌

市

の
百
貨

店

」

(
五
)
、

「
内

地
都

市

の
商

店

」

(
二
)
か
ら

の
購

入
も

か

な

り

み
ら

れ

る
。
も

と

も

と
時
計

は
多

分

に
買

回
品

的

な
商

品

で

あ

る

か
ら

、
と

く

に
高
級

な

も

の
が
、

旭

川

市

や
札
幌

市

の
百

貨

店

や
專
門

店

で
購

入

さ
れ

る

の
は
當

然

で
あ

ろ
う

。

ゆ

え

に
、

地

元

の

購

買

力

が
、
相
當

、

他
所

へ
向

つ

て

い

る

の
は
事

實

と

せ
ら

れ

よ
う
。

次

に

こ
れ

を
職

業

別

に
み

る

と
、

「
公

務
員

」

、

「
敏

員

」

の
家

庭

で
多

く
購

入

さ
れ

、

「
漁

業

」

で
は

そ
れ

が

多
く

な

い
。

さ
ら

に
そ

の
購

入

者

に
、

「
父

」

(
四

一
)
が

最

も
多

く

、
次

い
で

「
兄

」

(
二
〇
)

の

順

と

な

り
、

「
母
」

(
一
四
)

の
購

入

は

あ
ま

り

多

く

な

い
。

㈲

ミ

シ

ン

記

入
者

六

五

の
う

ち

、

「
町

内

の
小
費

店

」

(
二
三
)
か
ら

の
購

入

が

多

い
が
、

し
か

し

、

「
留
繭

市

の
商
店

」

(
一
五
)
、

「
札

幌

市

の
小
費

店

」

(
輔
0
)
、

「
旭

川

市

の
小
費

店

」

(
七
)
、

「
他

の
町

の
商

店

」
(
四
)
、

「
内

地
都

市

の
商

店

」

(
三
)
ー

な

ど

か
ら

、

少
な
か
ら
す
購
入

の
み
ら
れ

る
の
は
留
意

を
要
し
よ
う
。

33

03

1

次

に

こ
れ
を
職

業

別

に
み

る
と

、
ど

の
家

庭

で
も
あ

ま

り

多

く

は
購

入

さ
れ

て

い
な

い
よ

う

で
あ

る
。

理

由

は

、
高

債

品

で
あ

る

こ

と

4

漁
業
地
帯

に
於
け
ろ
消
費
者

の
購
買
慣
習
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と
、

度

々
、

購

入
す

る
必
要

の
な

い
も

の

で
あ

る
た

め

で
あ

ろ
う
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
父

」

(
二
七
)
、

【、母

」

(
=

ハ
)
、

「
姉

」

へ
=

一)
が

多

く

み
ら

れ

る

の
は

、
そ

の

償

格

の
高

い

こ
と

と
、

用
途

に
も

と

つ
く
た

め

で
あ

ろ

う
。

㈱

自

蒋

車

記

入
者

六
七

の
う

ち

、
「
町

内

の
小

費
店

」

(
四
四
)
か
ら

の
購

入

が

多
く

て
過
牛

を

し

め

て
い

る
が

、
「
留
繭

市

の
商

店

」

(
一
〇
)
、

「
旭

川
市

の
小
費
店

」
(
四
)
、

「
札
幌

市

の
百
貨

店

」

(
二
)
な

ど

か

ら

の
購

入
が

少

く

な

い

の
も

輕

観

で
き
な

い
。

吹

に

こ

れ
を
職

業

別

に

み
る
と

、

「
商

店
主

」

の
家

庭

で
割

合

に

多
く
購

入

さ
れ

て

い
る

ほ

か

、
他

の
家

庭

で

は
あ

ま

り
多

く

な

い
。

こ
れ

は

同

町

並

び

に
周
邊

地
帯

の
地
勢

が
自
韓

車

の
利

用
を

十

分

に
許

さ
ぬ

た

め

で
あ

ろ

う
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
父

」

(
四
三
)
が

最
も

多
く

、

「
兄

」

(
エ
ハ
)

が
そ

れ

に
次

い

で
い

る

の
は
、
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う
。

ま

た

「
母

」

(
四
)
や

「
姉

」

(
二
)

の
購

入

が
少

々
み

ら

れ

る

の
は

、
主

に

子
供

用

の
自

輻
車

に

つ

い
て

の
も

の
と
思

わ

れ

る
。

爾

米

記

入
者

=

二
九

の
う

ち

、
大

部

分
は

「
町
内

の
小

費
店

」

(
一
二
五

)
か

ら
購

入

し

て
お
り

、

他

の
商

品

の
よ

う

に
、

「
留
萌

市

の
商

店

」
か
ら

の
購

入

は

一
つ
も

な

い
。

地
元

の

「
漁

業

協

同

組

合

」

(
二
)

か
ら

の
購

入

も

僅

少

な

が
ら

み

ら

れ

る

。
ま

た

「
そ

の
他

」
二

一
)
か
ら

の
購

入

が
少

々
あ
る

の

は
、

近

隣

の
農

家

な

ど

か
ら

購

入

し

て

い
る

の
を

示

す

も

の
で

あ

ろ
う

。

次

に

こ
れ

を
職

業
別

に
み

る
と

、
當

然

の
と
と
な

が

ら
、

ど

の
家

庭

で
も

購

入

さ

れ

て

い
る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
九
四
)
が

最

も

多

い
の
は

當
然

の
こ
と

で
あ

ろ

う
が

、

ま

た

「
父

」

(
二
三
)

、
「
姉

」

(
二

)

、
,

「
自

分
」

(
五
)
、

「
兄

」

(
四
)
i

-
と

い
う

よ
う

に
、
他

の
家
族

の
人

々
も
そ

れ

に
あ

つ

て

い
る
。

㈹

味

噛

404

 

9
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記

入
者

一
四

四

の
う

ち

、

「
町
内

の
小
賞

店

」

(
=

一
九
)
か

ら

の
購

入

が
最

も
多

い

が
、

「
留
萌

市

の
商

店
」

(
七
)

.

「
そ

の
他

」

(
五
)
か
ら

の
購

入

も
少

々
み

ら
れ

る
。

次

に

こ
れ

を
職

業

別

に
み

る

と
、
必

要

な
食

料

品

で
あ

る
た

め
、

ど

の
家

庭

で
も

ほ

と

ん
ど

購

入

し

て

い
る

。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
九
五
)
が

は

な

は

だ

多

い

こ
と
、

ま

た

「
姉

」

(
一
六
)
、

「
妹

」

(
七
)
、

「
自

分

」

(
二
)
な

ど
が

み

ら
れ

る

の
は

、
食

料
品

で
あ

る
性
質

上

、
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う
。

㈲

醤

油

記

入
者

一
五
二

の
う

ち

、

「
町
内

の
小
費

店

」

(
=

一
八
)
か

ら

の
購

入

が

最

も

多

い
が

、
ま
た

「
留
朋

市

の
商
店

」

(
一
二
)
、

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
一
)
、

「
旭

川

市

の
百

貨

店

」

(
二
)
、

「
札

幌

市

の
小
費

店

」

(
二
)
、

「
漁

業

協

同
組

合
」

(
一
)

、

「
他

の
町

の
商
店

」

(
一
)
ー

な

ど

、
他

の
食

料
品

と
異

り

、
各

地

の
商

店

で
購

入

さ
れ

る
も

の

の
少

く
な

い

の
は
留

意

を
要

す

る
。

次

に

こ
れ
を

職
業

別

に

み

る
と

、
味

噛

と
同

檬

、

ど

の
家

庭

で
も
購

入

さ
れ

て
い

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入

者

に
、

「
母
」

(
九
五
)
が

最

も

多

い
が

、
ま

た

「
姉

」

(
一
九
)
、

「
自

分

」

(
一
二
)

、

「
妹

」

(
八
)
、
「
父

」

(
一
〇
)
ー

な

ど
、

母

の
ほ
か

の
人

々
も
、

か

な

り
手

傳

い

し

て

い
る

の
が

み
ら

れ

る
。

㈲

酒

記

入
者

=

二
〇

の
う
ち

、

「
町
内

の
小

費
店

」

(
=

西

)
か

ら

の
購

入
が

堅

倒

的

に

多

く
、

他

は

、

は
な

は

だ
少

い
。

こ

れ
は

、

酒

の
大

部

分

が

有
標

品

で
あ

つ
て
、
慣

格

が
統

一
さ
れ

て

い
る
た

め

、

い
す

こ

の
場

所

で
購

入

す

る
と

も
、

な

ん

の
愛

り

も
な

い
こ
と

に
ょ

る

の
で
あ

ろ

う
。

吹

に

こ
れ

を
職

業
別

に
み

る
と
、

「
漁

業

」
、

「
商

店
主

」
、

「
工
場

主

」

、

「
そ

の
他

」

の
家

庭

で
購

入

す

る
も

の
が

多

い
。

「
弊

05

務

者

」

、

「
敏
員

」
な

ど

で
は
、

そ
れ

が

多

く
な

い
。

4

漁
業
地
帯
に
於
け
る
滑
費
者

の
購
買
慣
習
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'

・

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に

、

「
母

」

(
六
五
)

の
購

入

が

多

く

み
ら

れ

る

が
、
ま

た

「
父

」

(
三
二
)

の
購

入

も
か

な

り

あ

る

の
は

、

用
途

の
然

ら
し

め

る
と

こ
ろ

で
あ

ろ

う
。

⇔

砂

糖

記

入

者

一
六

〇

の
う

ち
、

「
町
内

の
小
費

店

」

(
一
三
〇
)
か

ら
購

入

す

る
も

の
が
最

も

多

い
が

、

「
留
繭

市

の
商

店

」

(
二
三
)
か
ら

の
購

入
も

少

く

な

い
。

次

に

こ
れ

を
職

業
別

に

み
る

と
、

ほ

と
ん

ど
す

べ

て

の
家

庭

で
購

入

し

て
い

て
、
特

記

す

る
ほ

ど

の

こ
と

は
な

い
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
一
=

)
が
最

も
多

い

の
は
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う

が

、
ま
た
家

事

の
手
傳

い
と

し

て

「
姉

」

(
一

三
)
、

「
妹

」

(
一
】
)
、

「
自

分
」

(
一
〇
)
な

ど

に
よ

る
購

入

も
少

な

か
ら

す

み
ら

れ

る
。

薗

野

菓

記
入

者

一

一

一
の
う
ち

、

「
町

内

の
小
費

店

」

(
八
八
)
か
ら

の
購

入

が

最

も
多

い
の
は

、

當

然

の

こ
と

と

し

て
も

、

「
留
莇

市

の
商

店

」

(
一
四
)
か

ら

の
購

入

が

一
〇

%

以

上
も

あ

り

、

ま

た

「
他

の
町

の
商

店

」

(
四
)
、

「
そ

の
他

」

(
四
)
か
ら

の
購

入

も
少

く
な

い

の
は

、
注

目

を
要

し

よ

う
。
野

架

の

よ
う

な
も

の
は

、

地
元

の
商
店

で
購

入

さ
れ

る

の
が

通
常

の
こ
と

で
あ

る

の

に
、

そ
れ

が
留
萌

市

や

へ

し

も

も

他

の
町

で

の
購

入
が
少
く
な
い
の
は
、
増
毛

町
に
お
け
る
野
菓

の
値
段

の
高

い
こ
と
に
基
因

し

て
お
り
、
衣
料
品
な
ど
を
購
入

に
行

つ
た

つ
い
で
に
求
め
ら
れ

る
も

の
が
少
く
な

い
。
毎
日
、
町
民

の
食

膳

に
供

さ
れ

る
必
需
品

で
あ
る
鮎

に
か
ん
が

み
、
生
活

の
安
定
上
、
關
係

者

の
と
く

に
留
意
す

べ
き
こ
と
で
あ

ろ
う
。

ぴ

吹

に

こ
れ
を

職

業
別

に

み

る
と

、
た

い

て
い

の
家

庭

で
購

入

さ
れ

て

い
る
が

、

「
そ

の
他

」

(
農
家
が
多

い
)

の
家

庭

で
は
非
購

入
者

の

方

が

多
く

、

ま

た

「
公

務
員

」
な

ど

の
家

庭

で
も
購

入

す

る
も

の
が
少

い

の
は

、
自
家

産

の
も

の
を
消

費

し

て

い
る
た

め
と

思

わ

れ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母
し

(
八
七
)
が
最
も

多
ぐ

、

ま
た

「
姉

」

(
一
一
)
、

「
自

分

」

(
宍
)
な

ど

の
少

く

な

い

の
は
手

傅

い

406



を

し

て

い
る

も

の

で
あ

る
。

薗

魚

類

記

入
者

=

一
九

の
う

ち

、
「
町
内

の
小
費

店

」

(
=

四
)
か

ら

の
購

入
が
歴

倒

的

に
多

く
、

他
所

で
の
購

入

が

少

い
の
は

、
同

町
滑
岸

で
多

く

の
魚

類

が
水

揚

げ

さ
れ

て

い
る
た

め

で
あ

る
。

次

に
こ
れ

を
職

業

別

に

み

る
と

、
た

い

て
い

の
家

庭

で
購

入
し

て
い

る
が

、

た

だ

「
漁

業

」

の
家

庭

で
非

購

入
者

が
四

〇

%

弱

あ

る

の

は

、
自

家

産

消

費

が
多

い
た

め

で
あ

ろ

う

。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
八
七
)
が
最

も

多

い

の
は

當
然

の
こ
と

で
あ

ろ
う

が
、

前

記

の
野
茱

と
異

り

、

「
父

」

(
一
六
)

の

購

入

が

か
な

り

多

い
の
は
、
値

段

や
嗜

好

な

ど

に
よ

る

も

の
で
あ

ろ

う
。

㈹

果

物

記

入
者

一
三
五

の
う
ち

、

「
町
内

の
小
費

店

」

(
一
一
七
)
か
ら

の
購

入
が

最

も

多

い
が
、

ま

た

「
留

莇

市

の
商

店

」

(
七
)
、

「
そ

の

他

」

(
七
)
、

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
二
)
な

ど
か

ら

も
少

々
購

入

さ
れ

て

い
る

。

吹

に
こ

れ
を

職
業

別

に
み

る
と

、
ど

の
家

庭

も
相

當

に
購

入
し

て
い

る
が

、
た

だ

「
そ

の
他
」

の

家

度

で

は

農

家

を
含

ん

で

い
る
た

め

、
あ

ま
り

購

入

し

な

い
も

の
が

あ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母

」

(
八
九
)
が
最

も

多
く

、
次

い

で

「
姉

」

(
二

一
)
、

「
自

分

」

(
七
)
な

ど

が

み

ら
れ

る
。

園

菓

子

記

入
者

一
五

九

の

う
ち

、

「
町

内

の
小
費

店

」

(
一
三
五
)
か
ら

の
購

入

が
最

も

多

い
。

ま
た

「
留

繭

市

の
商

店

」

(
一
五
)
か
ら

の
購

入

が

一
〇
%

た
ら

す

み
ら

れ

る

の
は
留

意

を
要

す

る
。

37

07

1

次

に

こ
れ

を

職
業

別

に
み

る

と
、

た

い

て

い

の
家

庭

で
購

入

し

て

い
て
、
特

記
す

る

ほ
ど

の
こ
と

は

な

い
9

4

漁
業
地
帯

に
於
け
る
清
費
者
の
購
買
質
習
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さ
ら

に

そ

の
購

入

者

に
、

「
母

」

(
八
九
)
が

最

も

多

い
が

、
ま

た

「
姉

」

(
二
五
)
、

「
自

分

」

(
一
八
)
、
・
「
兄

」

(
四
)

、

「
弟

」

螂

(
四
)
、

「
妹

」

(
四
)
i

な

ど

、
家

族

の
だ

れ

も

が

、
多

少

と

も

、
そ

れ

に
あ

た

つ
て

い

る

の
は

、
各

自

の
食

用

に
供

す

る

も
の

の
購

入

で

あ
ろ

う
。

園

文

房

具

記

入
者

一
四

九

の
う

ち

「
町
内

の
小
費

店

」

(
一
二
〇
)
か

ら

の
購

入

が

最
も

多

い
。

し

か

し

「
留
雨

市

の
商

店

」

(
二
四
)
か
ら

の
購

入

が
少

く
な

い

の
は
留
意

を

要
す

る
。

次

に

こ
れ

を
職

業
別

に

み
る
と

、

ど

の
家

庭

で
も

よ

く
購

入

さ
れ

て

い

て
,
特

記

す

る

こ
と
は

な

い
。

さ

ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

生

徒
自

身

を

示

す

「
自

分

」

(
五
六
)

の
最

も

多

い
の
は
、

「
兄

」

(
一
〇
)
、

「
弟

一

(
一
三
)
、

「
姉

」

(
=

一
)
、

「
妹

」

(
一
〇
)
ー

な

ど

の
購

入

が

か

な

り

あ

る

の
と

と

も

に
、

各
自

の
使
用

に
あ

て

る
た

め
の
購

入

で
あ

ろ

う

。

こ
こ

で

は

、

「
母
」

(
二
七
)
や

「
父

」

(
一
四
)

の
購

入
は

、

他

の
商

品

の
購

入

に
く

ら

べ

て
少

い
。

.

㊥

書

籍

記

入
者

一
四

一
の
う

ち

、

「
町
内

の
小
費

店
」

(
七
九
)
か

ら

の
購

入
が

多

い
が
、

同

時

に

、

「
留

繭

市

の
商
店

」

(
四

六
)
か

ら

の
購

入

が

三
〇

%

以

上

も
あ

る

の
も
留

意

を

要
す

る
。

ま

た

「
通
信

販

費

」

(
七
)
か

ら

の
購

入

が
少

丸
み

ら
れ

る

こ
と

、

「
札

幌

市

の
百

貨

店

」

(
三
)
も

少

し

あ

る
と

と
な

ど

は
、
特

殊
な

書

籍

の
購

入

で
あ

ろ
う

。

吹

に

こ
れ
を
職

業
別

に

み

る
と

、
ど

の
家

庭

で
も

よ

く
購

入

し

て

い

る
が

、

た

だ

「
漁
業

」

と

「
そ

の
他

」

の
家

庭

で

は
、
購

入
度

が

低

い
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、
家

族

の
す

べ

て
が

あ
た

つ

て
い

て
、

そ

の
う
ち

、
生

徒

自

身

を

示

す

「
自

分

」

(
三
七
)

は
、
参

考

書

な

ど

を

買

求

め

て
い

る
も

の
と
察

せ
ら

れ

、
ま

た

「
父

」

(
三
三
)
、
「
兄

」

(
二
五
)
、
「
母

」

(
一
九
)
、
「
姉

」

(
】
○
)
、

「
弟

」

(
七
)
、



「
妹

」
(
六
)
1

な
ど

の
購
入
も
少
く
な

い
の
は
、

.そ

れ
ぞ
れ

の
読

物
と

し
て
、
文
学
書
、
参
考
書
、
教
養
書
な

ど
を

買

求

め

て
い
る
た

め
で
あ
ろ
う
。

㈹

雑

誌

記
入
者

一
四

三

の
う
ち

、
「
町
内

の
小
費
店
」

(
九
八
)
か
ら

の
購
入
が
多

い
が
、
ま
た

「
留
萌

市

の
商
店

」

(
三
四
)
、
「
通
信
販
費

」

(
四
)
、

「
他

の
町

の
商

店

」

(
三
)
1

な

ど
か

ら

の
購

入

が
少

く

な

い

の
も
輕

覗

で
き
な

い
。
雑

誌

の
よ

う

に

ど

こ
で
買

求

め

て
も

差

の
な

い
も

の
を

、
わ

ざ

わ

ざ
留
萌

市

の
書

店

で
買

求

め
る

も

の

の
か
な

り

あ

る

の

は

(
二
四
%
)
、

そ

の

購

買

動

機

を
察

す

る

に
苦

し

む

ほ

ど

で
あ

る

。

吹

に
こ
れ

を

職

業
別

に
み

る
と

、

ど

の
家

庭

で
も

よ

く
購

入
し

て
い

て
、
と

く

に

「
教
員

」

の
家

庭

が

多

い
よ
う

で
あ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に

、
上

記

の
書

籍
…の
場

合

よ
り

も
、

一
暦

、
廣

く
家

族

の
各

人

に
わ
た

つ

て

い
て
、

「
自

分

」

(
三
三
)
、
}
姉
」

(
二
六
)
、

「
兄

」

(
二
四
)

、

「
父

」

(
一二

)

、

「
母

」

(
一
八
)
、

「
弟

」

(
九
)

、

「
そ

の
他

h

(
七
)

、

「
妹

」

(
五
)
!

と

い

う
よ
う
に
、
年
齢
別

、
性
別

に
そ
れ
ぞ
れ
適
當
な
雑

誌
が
購
読

さ
れ

て
い
る
。

圃

ス
ポ

ー
ッ
用
品

記

入
者

一
〇

八
の
う
ち
、

「
町
内

の
小
費
店
」

(
五
五
)
、

「
留
繭

市

の
商
店

」

(
四
〇
)
の
爾

者

か

ら

の
購

入

が
最
も
多

い
。

ま
た

「
札
幌
市

の
百
貨
店
」

(
三
)
、

「
札
幌

市

の
小
費
店
」

(
二
)
、

「
旭
川
市

の
小
費
店

」

(
二
)
、

「
旭

川

市

の
百
貨
店

」

(
一
)
か
ら

も
少

々
購
入

さ
れ

て
い
る
。

地
元

の
商
店

で
購

入

さ
れ
る
も

の
が
全
騰

の
牛
分

に
す
ぎ
な

い
の
は
、
結
局
、
町
内

の
人

々
の
満
足
を
得
る

商
品

の
少

い
た
め
と
察

せ
ら
れ

る
。

次

に
こ
れ
を
職
業
別

に
み
る
と
、

「
敏
員

」
の
家
庭

で
多
く
購

入
さ

れ
て
い
る
が
、

「
榮

務
者
」

の
家
庭

で
は
そ

れ
が
少

い
。

09

391

さ

ら

に

そ

の
購

入

者

に

、

「
自

分

」

(
三

二
)

、

「
兄

」

(
二
四
)

、

「
弟

」

(
一
九
)

、

「
姉

」

(
四
)
、

「
妹

」

(
二
)
ー

と

い
う

4

漁
業
地
帯
に
於
け
る
消
費
者

の
購
買
慣
脅
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(昭 和29年5月)

(増 毛 町)

小樽商科大學商業學研究室

札幌市の
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第3表

札幌市の

小 賢 店

旭川市の

百 貨 店

旭川市の

小 賢 店

留 萌 市

の 商 店

町 内 の

小 賢 店

＼ ＼＼
＼ 購 入先別

商 晶 別 ＼ 一＼
＼ ＼

1

1

1

3

1

4

-
凸

-
占
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9
一

「
⊥
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轟
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臼
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凸
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服
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服

物

着

糸

一

子

靴

靴

類

物

計

y

車

噌

油

糖

菜

類

物

子

具

籍

誌

品

具

綱

材

生

反

下

タ

用

賓

(

廣

人

供

・

等

ム

具

r

シ

轄

米

酒

房

ッ

用

地

ッ

一

一

服

ヤ

ポ

業

服

背

婦

子

呉

シ

毛

セ

帽

ゴ

皮

家

金

時

ミ

自

味

醤

砂

野

魚

果

菓

丈

書

雑

ス

玩

漁

漁

漁
業
地
帯

に
於
け
ろ
潰
費
者

の
購
貿
慣
習
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第4表 北 海 道 消 費 調査 一.一.一一一.一商 品別 職 業 別 の購 入 者 非購 入者(増 毛町)

昭和29年5月 小樽商科大學商業學研究室

他初

非
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購
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娼
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離

藤

難

蓬

爲

服

背

婦

子

昊

シ

毛

セ

帽

ゴ

皮

家

金

時

ミ

自

味

醤

砂

野

魚

果

菓

文

書

難

ス

玩

漁

漁

商

學

討

究

第
五

第
三
號

(註)購 入者非購入者 の欄 の うち、購 に購入者、非は非購 入者 な示す。
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第5表'北 海道消費 調査一 商品別の購入者(増 毛町)

昭和29年5月 小樽商科大學商業學研究室
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魚
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菓

文
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雑
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漁
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商

墨

討

究

箪
五
巷

第

三
號

「

よ

う

に
、
家

族

の

多
く

の
も

の
が

み
ら

れ

る

の
は

、
各
自

の
使

用

に
供

す

を
も

の
を
買

求

め

て

い
る

も

の
と

察

せ

ら

れ

る
。

ま

た

「
父

」

(
一
七
)

、

「
母

」

(
七
)

の
購

入

は

,

と
も

に
子
供

た

ち

の
使
用

す

る
も

の

で
あ

ろ

う
。

㈲

玩

具

記

入
者

七

四

の
う
ち

.

「
町

内

の
小
費

店

」

(
四
四
)
か

ら

の
購

入

が
多

い
が
、

「
留

繭

市

の
商
店

」

(
一
八
)
か
ら

も

か

な

り

購

入

さ

れ

て
い
る
。

ま
た

「
札
幌

市

の
百
貨

店

」

(
三
)
、

「
札

幌

市

の
小
費

店

」

(
一
)
、

「
旭

川
市

の
小
費

店

」

(
二
)
、

「
旭

川
市

の
百
貨

店
」

(
二
)
、

「
他

の

町

の
商

店

」

(
二
)
ー

な

ど

、
遠

方

の
都

市

で
購

入

さ
れ

る
も

の

の
少

く
な

い

の
も

留
意

を

要

し

よ

う
。

次

に

こ
れ

を
職

業
別

に
み

る
と
、

そ

の

用

途

が

主

に

瓠

幼

兇

の
も

の
に

か
ぎ

ら

れ

て
い

る
た

め
か

、

あ

ま
り
廣

く
購

入

さ
れ

て
お

ら

す
、

た

だ

「
会

砒

員

」
、

「
漁

業

」

の
家

庭

で
購

入

者

が
非
購

入
者

を

こ

え

て

い

る
ぐ

ら

い
で
あ

る
。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
母
し

(
二
四
)
、

「
父

」

(
一
六
)

の
多

い
の
は
當

然

の

こ

と

で
あ

ろ
う

。

し

か

し
、

他

の
家

族

の
も

の
も

「
姉

」

(
=

一
)

、

「
妹

」

(
六
)

、

「
兄

」

(
五
)

、

「
弟

」

(
五
)

、

「
自

分

」

(
二
)

、

「
そ

の
他

」

(
四
)
i

と

い

う

よ

う

に

、

一
様

に
、

多

少

と
も
購

入

し

て
い
る

の
は

、
興

味

あ

る
事

實

と

い
わ

ね

ば
な

ら

ぬ

。

動

漁

網

(

記

入
者

四

五

の
う

ち

、

「
漁

業
協

同

組

合

」

(
二
九
)
か

ら

の
購

入

が
多

く

、

次

い
で

「
町
内

の
小
費

店

」

(
一
一
)
と

な

つ

て

い

る
。

ま

た

「
留
繭

市

の
商
店

」

(
三
)

、

「
内

地
都

市

の
商

店
」

(
二
)
か
ら

の
購

入

が
僅

少

な

が
ら

み
ら

れ

る
。

次

に

こ
れ

を
職

業
別

に
み

る
と

、

「
漁
業

」

の
家

庭

で
購

入

す

る
も

の

の
多

い

の
は
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う

が

、
ぼ

か

に

「
商
店

主

」

の
家

庭

で
少

々

み
ら

れ

る

。

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
父

」

(
三
七
)
、

「
兄

」

(
六
)
が
主

に
あ
た

つ
て

い
る

の
は
、
當

然

の

こ
と

と

せ

ら
れ

よ

う

。

ヨ

漁

業

用
資

材

(

414
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記
入
者

四
九

の
う
ち
、

「
漁
業
協
同
組
合

」

(
二
七
)
か
ら

の
購
入
が
多
く
、
次

い
で

「
町
内

の
小
費
店
」

(
一
五
)
と
な

つ
て
い
る
こ

と

,
前

記
、
漁
網

の
場
合

と
同
様

で
あ

る
。

吹

に
こ
れ
を
職
業
別

に
み
る
と
、

「
漁
業

ピ
塞

謄
が
参

構

入
が

多

い
の
は
當
然

の
こ
と
で
あ
り
、
ぼ
か

に

「
商
店
主
」

の
家
庭

で

㌔

・
、

乱

【

ぽ

-

も
少

々
購

入

し

て
い

る

。

凱

、.
・

さ
ら

に
そ

の
購

入
者

に
、

「
父

」

(
四
〇
)
、

「
兄

」

(
七
)

の
多

い

の
は

當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う
。

三

要

約

以

上
、
増
毛
町

に
お
け

る
衣
料
品
關
係

、
食
料
品
關
係
、
家
庭
用
品
關
係
、
漁
業

用
資
材
關
係
な
ど
i

三
十
二
品
目

に
つ
き
、
そ
れ

ら

の
購

入
先
と
購
入
者

と
を
調
査
し
た
結
果

を
略

述
し
た
。
こ
れ
に
ょ

つ
て
み

る
と
き
、
全
髄
を
通
じ
、
購

入
先
と
し

て
最
も

多
く
え
ら

ば
れ

て
い
る

の
は
、
當

然

の
こ
と
な
が

ら
、

「
町
内

の
小
費
店

」
で
あ

る
が
、
し
か
し
、

「
留
萌
市

の
商
店
」
か
ら

の
購
入

も
は
な
は

だ

多
く
、
商

品

に
よ
つ
℃
は
ー

た
と
え
ば
衣

料
品

の
よ
う
に
1

増
毛

町

の
商
店

か
ら

の
そ
れ
と
大
差

の
な

い
も

の
も

み
ら
れ
る
。

さ
ら

に
、
そ
れ
ら
よ

り
相
営

下

つ
て

「
旭

川
市

の
小
費
店

」
が
あ
る
が
、

「
百
貨
店
」
か
ら

の
購

入
に

つ
い
て
は
、
旭

川
市

と
札
幌
市

の
そ
れ

ぞ
れ

の
間

に
、
あ
ま
り
差

は
な

い
よ
う

で
あ
る
。

い
ま
、

町
内

の
小
費
店

や
他

の
都
市
、
地
方

の
商
店

で
、
主
に
ど

の
よ
う
な
商
品
が
購

入
さ
れ

て

い
る
か
を

み
る
と
、
左

の
と
お
り
で
あ

る
。

の

「
町
内

の
小
費
店
」
-

で
非
常

に
多
く
購

入
さ
れ

て
い
る
も

の

米

、
味

噌

、
醤

油

、
砂

糖

、

酒
、
野

菓

、
魚
類

、

果

物
、
菓

子

、

文
房

具

、
雑

誌

圓

「
町
内

の
小
費
店

」
1

で
比
較
的
多
く
購

入
さ
れ

て
い
る
も

の

直

シ

ャ
ツ

等

下

着

、
闇
毛

糸

、

セ
ー

タ

ー
、

帽

子

、

ゴ

ム
靴

、

家

具

類

、

時

計

、

金

物

、

自

韓

車

、

書

籍

㊨

「
留
萌

市

の
商
店

」
～

か
ら

の
購
入
が
、

・「
町
内

の
小
費
店

」
か
ら

の
購

入
と
あ
ま
り
違
わ
ぬ
も

の

漁
業
地
帯

に
於
け
る
滑
費
者

の
購
買
慣
脅

415



146

商

學

討

究

第
五
巻

第
三
號

服

地
、
背

廣

服
、
婦

人

服
、

子
供

服

、

呉

服

・
反

物

、
皮

靴

、

ス
ポ

ー
ッ

用
品

四

「
旭

川
市

の
小
費
店

」
1

で
か
な
り
購
入

さ
れ

て
い
る
も

の

服

地

(
生

地
)
、

背
廣

服

、

子
供

服

、
呉

服

・
反

物

、
毛

糸
、

帽

子

、

皮
靴

、
家

具

類

、

時
計

、

ミ

ジ

ン
、

自
韓

車

.

㈲

「
旭

川
市

の
百
貨
店
」
1

で
少

い
な
が
ら
購

入
さ
れ

て
い
る
も

の

背

廣

服

、

婦

人
服

、
呉

服

・
反

物

、
毛

糸

、
帽

子

、
皮
靴

、

時
計

、
玩
具

㈹

「
札

幌

市

の
小
費

店

」
・ー

容
購

入

さ
れ

、
少

々
、

め

だ

つ
も

の

ミ

シ

ン
、

毛

糸

、

皮

靴

、

ス
ボ

ー

ッ
用

品

㈹

「
札
幌
市

の
百
貨
店

」
1

で
購

入
さ
れ
、

め
だ
つ
も

の

服

地
、

背

廣

服
、
婦
人

服

、

セ
ー

タ

ー
、

時

計

、
皮

靴

、
自

韓

車

、

書
籍

、

ス
ポ

ー
ッ
用

品

、

玩

具

…W

「
漁
業
協

同
組

合
」
ー

で
多
く
購
入

さ
れ

て
い
る
も

の

漁
網
、
漁
業
用
資
材

ω

「
内

地
都

市

の
商
店
」
ー

で
購

入
さ
れ
、
や
や
、
め
だ
つ
も

の

ミ

シ

ン
、
靴

皮
、

時
計

、

自
韓

車

㈲

「
通
信
販
賓
」
ー

の
利
用

さ
れ

て
い
る
も

の

書
籍

、
雑

誌

f

㌦

.

要
す

る
に
、
増
毛
町

の
人

々
の
購

買
力
は
.
壬
玉掩

笥
町
内
ψ

小
責
店
」

と

「
留
雨
市

の
商
店
」

の
爾
方

に
向

つ
て
お
り
、
む
し
ろ
γ
爾

方

に
等
分
さ
れ

て
い

る
と
稻

し

て
も

よ

い
ぐ

ら
い
、
留
萌

市

に
向
う
も

の
が
多

い
。
し
か
も

、
爾
方

に
向
う
購
買
力
が
商
品
別

に
違

つ
て

い
て
、
す

な
わ
ち
、
地
元
商
店

に
向
う
も

の
は
食

料
品

に
多
く
、
留
萌
市

に
向

う
も

の
は
衣
料
品
な
ど

に
多

い
こ
と
が

み
ら
れ
る
。
し
た

416



が

つ
て
、
地
元
商
店

の
う
ち
、
衣
料
品

を
取
扱
う
も

の
は
、
商
業

経
螢
上
、
最
も
大
切
な

要
件

と
さ
れ
る
購
買
力

の
集
中

に
、

は
な

は
だ

不
利
な
現
欺

に
あ

る
も

の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま

た
、
食

料
品
な
ど

に
あ

つ
て
も
、
増
毛
町

の
物
償
高
を
理
由

に
、
留
萌

市

の
方

へ
買

物

に
出
掛
け

る
人

の
少
く
な

い
の
は

、
地
元

の
業
者

と
し
て
十
分

に
留
意
す

べ
き

こ
と

で
あ
ろ
う
。

さ
ら

に
、
か
な
り
債
格

の
高

い
商
品

に
つ
い
て
は
、
旭
川
市

の
商
店

で
購
入
さ
れ

て
い
る

も

の
の
少
く
な

い
こ
と
や
、
遠

く
札
幌
市

の

商
店

で
購
入

さ
れ
て
い
る
も

の
の
あ
る
こ
と
も

、
漁
業

地
帯

に
あ

る
増

毛

町

の
商

店

と
し

て
は
封
抗
す

る
こ
と
が
む
す
か
し

い
と
は

い

え
、
今
後

に
お
け
る
交
通
機

關

の
磯
達

や
生
活
様
式

の
攣

化
な
ど
を
あ
わ
せ
考

え
、

つ
ね

に
そ

の
封
策
を
怠

つ
て
は
な

ら
ぬ

の
で
あ
る
。

な
お
、
増
毛

町
の
物
慣
高

の
た

め
に
、
そ
の
購
買

力

の
多
く
が
留
繭
市

に
向

つ
て

い
る
こ
と

、
上
述

の
と
お
り

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は

物

償
高

の
實
情

は
、

い
つ
た

い
、
ど

の
よ
う

な

も

の

で

あ

ろ

う
か

。
上
述

の

「
消
費

調
査

」
に
附

し

て
、
若
干
、
實
情
を
調
査

し
た

の

で
、
節
を
改

め
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て
論
、述
し

て
お
こ
う
。

三

壇
毛
町
に
於
け
る
高
物
償

の
実
情

147

劇

物
債
高

の
割
合

ま
す
増

毛
町

に
お
け
る
物
慣
が
ど

の
よ
う
な

状
況

に
あ

る
か
、

}
般

に
高

い
と
は

い
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
を

明
確

に
示
す
資

料
、
統

計

の
類
は

町
役
場

や
商

工
團
盟
な
ど

に
な
か
つ
た

の
で
、
前
記
、

増

毛

高

等

学
校

の
生
徒

の
家
庭

に
つ
い
て
、

「
高

い
」

、

「
高
く
な

い
」
ー

と
い
う
質
問
事
項

(
既
褐
の
調
査
表
参
照
)
を

示

し
調
査
を

こ
こ
ろ

み
た
。
そ

の
結
果
は
、
世
評
ど
お
り
、

調
査
総
敏

=

ハ
ニ

の

う

ち

、
無

記

入

の
四
を
除

い

て
、

「
高

い
」

と

い
う

も

の
は

一
五

二

で
璽

倒

的

に
多
く

、

「,高

く
な

い
」
と

い
う

も

の
は
僅

か

六

に
す

ぎ

17

な

い
。

4

漁
業
地
帯

に
於
け
ろ
消
費
者

の
購
賀
慣
習
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商

學

討

究

第
五
巻

第
三
槻

そ
し

て
、

そ

の
物
慣
が
他
所

に
く
ら

べ
て
ど
れ
ぐ

ら
い
高

い
か
と
聞

い
て
み
た
と

こ
ろ
、
左
表

の
と
お
り
、
無
記
入

の
四
七
を
除

き
、

記

入

の
あ

つ
た

一
〇

五

の
う

ち

、

一
割

が

二
九

、

二
割

が

四

一
、

三
割

が

一
五
1

と

い
う

よ

う

に
、

た

し
か

に
高

い

こ
と

を
感

得

せ

し

め

る
ぼ

ど

の
割

合

を
示

し

て
い
る

。
大

盟

、

二
割

ぐ

ら

い
高

い

と

い
う

の
が
多

い

ら

し
く

、
商

品

に
よ

つ

て
は

三
割

以

上

の
も

の
も

み
ら

れ

る

。

物贋高の割合調査

鵬

47

記入 の あ ろ もの

記入 の な き もの

割 合 記 入 敷

1

5分 4

1割 29

1割5分 6

2割 41

1

2割5分 4

3割 15

1

4割 12

5割 1

8割 2

10割 以 上 1

418

=

便
格

の
高

い
商
ロ叩

次

に
増

毛

町

の
商

店

で
取
扱

つ
て
い
る
商

品

の
う
ち
、
他

の
都
市

の
も

の
な
ど

に
く
ら

べ
、

と
く

に
高

い
と
思
わ
れ
る
も

の
を
調
査

し
た
。
そ

の
結

果

は
左

表
.の
と
お
り

で
あ

つ
て
、
最

も
多

い
の
は
衣

料
品
關
係

の
も

の
で
あ
り
、

次

い
で
野
菓
、
食

料
品
と
な

つ
て
い

る
。

ま
た

時

計
、

金

物

、

皮
靴

、
家

具
な
ど
が
あ
げ
ら

れ

て
い
る
。
な
お
、
産
地
高

の
た
め
か
、
魚
類

が
高

い
と

い
う
も

の
が
少
く
な

 い
。



債 格 の 高 い 商 品 調 査

詑入敷商 品 名記入敷商 品 名

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

品

類

糖

物

服

子

具

[

靴

具

籍

品

具

車

炭

用

部

タ

ッ

械

戸

農

ム

房

オ

縛

一

一

ポ

ジ

ス

機

砂

瀬

背

帽

玩

セ

ゴ

丈

書

ラ

漁

自

石

47

36

21

15

15

14

11

7

7

7

7

7

6

2

2

2

衣 籟

呉 服 ・ 反 物

服 地(生 地)

野 茶

食 料 品

一 般 商 品

菓

魚

時

金

皮

家

果

装

小

毛

飾

供

子

類

計

物

靴

具

物

品

服

糸

 

三

留
繭

市

の
商
店

へ
の
購
買
動

機

さ
ら

に
、
上
記

の
と

お
り
、
留
萌

市

の
商
店

で
購

入
さ
れ

る
割

合
は
、

は
な

は
だ
大
き

い
が
、
そ

の
動
機

は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る

即

か
。
調
査

の
結
果

に
よ

つ
て
み
る
と
次
表

の
と
お
り

で
あ
る
。

靭

漁
業
地
携
叩に
於
け
る
沿
…費
者

の
穫
州留
ハ慣
習



■

150

留繭市の商店への購買動機調査

商

學

討

究

第
五
巻

第
三
號

記 入 数購 入 の 理 由

期

90

24

U

n

2

値 段 が 安 い

品物 が豊富で あ ろ

サ ー ビ スが よい

品 質 が よ い

信 用 で き ろ

ス タ イ ル が よい

こ
れ

で
分

る

よ

う

に
、
留

萌

市

の
商

店

で
購

入

す

る
理
由

が
す

べ

て
合

理
的

な

も

の
で
あ

つ
て
、

い
わ

ゆ

る
感
情

的
購

買

動

機

に
類

す

る

も

の
は

み

ら
れ
な

い
。

す

な

わ

ち

、
最

も

多

い

の
は

「
値

段

が
安

い
」

と

い
う

の
で
あ

つ
て
、

こ

の
貼

、
増

毛

町

の
物
便

の
高

い

こ
と

を

端

的

に
示
し

て

い
る
。
吹

い

で
留

莇

市

の
方

が

「
品

物

が
豊

富

で
あ

る
」
と

つ
げ

る
も

の
が

多

い
。

さ
ら

に
少

し

下

つ

て
、

「
サ
ー
ビ

ス
が

よ

い

」
、

「
品

質

が

よ

い
」
、

「
信

用

で
き

る
」

、

「
ス

タ

イ

ル
が

よ

い
」

1

と

な

つ

て

い
る
。

こ

の
よ

う

に
増

毛

町

の
人

々
が

合

理

的

な
購
買
動
機
を
も

つ
て
留

繭
市

へ
買

物

に
出
掛
け

て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、

地

元

の
商
店

に
と
り
、
今
後

の
経
螢

上
、
考

究
す

べ
き
も

の
が
多

々
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

四

札
幌
市

・
旭
川
市

の
商
店

へ
の
購
買
動

機

さ
ら

に
ま
た
、
増
毛
町

の
人

々
は
、
往
時
、
か
な
り

の
往
來
を
み
た
旭
川
市

や
、
今

日
、
本
道

の
中
心
地

で
あ
る
札
幌

市

の
百
貨
店

や
專
門
店
な
ど

で
、
商

品

を
購

入
す

る
こ
と
少
く
な

い
が
、
そ

の
動
機
を
調
査
し
た
結

果
は
下
表

の
と

お

り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

.
第

{
位
は

「
値

段

が
安

い
」

と
い
う
理
由

で
あ

つ
て
、

こ
れ
は

と

く
に
高
償
な
商
品

に
つ
い
て
比
較
せ

ら
れ
る
。
第

二
位

は

「
出
張
し
た

つ
い

で

に
買
う
」
と

い
う
も

の
で
あ

つ
て
、
商
用

で
、
或

い
は
公

用
、
私

用
で
札
幌

市

や
旭

川
市

へ
出
張

し
た
場
合
、
た
と
え
高
償
な
買
回
品

で
な
く

て
も
、
購
入

札幌 市 ・旭 川市の商店

への購買動機調査

出張 し7二
つ いで に買

420



す

る
こ
と

の
あ

る
の
は
族
行
者

の
常

で
あ
ろ
う
。

こ
れ

に
つ
い
て
も

、
買

物
を
す

る
機
会

を
も

つ
た
と

い
う
理
由

の
姪
か

に
、
値

段

の
安

い
こ
と
や
品
質

の
よ

い
こ
と
な
ど

が
購
入

の
動
機

と
な

つ
て
い
る

の
で
あ

る
。
第

三
位

は

「
品
質
が
よ

い
」
と

い
う
理
由

で
あ

つ
て
、
都

市

の
專
門
店

や
百
貨
店

に
は
優
良
な
商
品

が
多
い
ゆ
え
、

こ
れ

も
當

然

の
こ
と
と
考

え
ら
れ

る
。
第

四
位

は

「
信
用

で
き

る
」
と
な

つ

て

い
る
が

、

こ
れ
も
営
然

の
こ
と

で
あ

ろ
う
。

附

記
i

H

こ

の
調
査
に
北
海
道
隙
の

「
北
海
道
料
學
研
究
費
補
助
」

(
昭
和

二
十
八
年
度
、
同
二
十
九
年
慶
)
な
受
け
て
お
こ
な

っ
た
も

の
の
一
部
で
あ
ろ
。
調
査

と
集
計

は
も

つ
と
早
く
経

っ
て

い
六

が
、
種
々
の
都
合
で
印
刷

に
附
し
て
襲
表
す
ろ
こ
と
が
今
日
ま
で
お
く
れ
六
次
第
で
あ
る
。

目

こ
の
調
査
に
あ
九
り
、
北
海
道
立
樗
毛
高
等
學
校

の
校
長
堀
水
孝
敦
氏
な
に
じ

め
、
教
識
、
生
徒

の
方

々
が
、
調
査
表

の
認
入
そ
の
他

に
、
種

々
、
協
力

'
し
て
く
だ
さ
つ
☆
こ
と
に
封

し
、
厚
く
御
彊
な
申
し
あ
げ

る
。
ま
お
、
調
査
表

の
集
計
な
ど
の
事
務
に

つ
昏
、
小
樟
商
科
大
學
學
生
、
本
庄
淳
二
君
か
ら

助

力
な
受
け
六
こ
と
に
封
し
、
謝
意
た
表
す
る
。

1

昭
和

二
十
九
年
十
月
末
日
稿
ー

,

ユ51
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