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北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

1

都

市

の

部

1

へ

岡

本

・

理

一

第

一

総

読

第
二

第
三

都
市
の
中
小
商
業
の
現
状

都
市
の
百
貨
店
と
中
小
商
業

る

第

一

総

読

,

一_479一

一

今

日

、

北
海

道

に
お

い

て
、

「
中

小

商

業

」
と

い
わ
れ

る
も

の
が
、

ど

れ

位

、
存

在

す

る

か

、
そ

の
正
確

な

数

は
分

ら

な

い
。

け

だ

し
、

も

と
も

と

、
我

が
國

に
お

い
て

「
申

小
商
業

」

と
網

す

る
も

の
工
定

義

が
か

な
り

漠

然

と

し

て

い
て

、
そ

れ

と
封

比

せ
ら

れ

る

「
大

商
業
」

と

の
限
界

が
明
確

で
な
く

、
経
濟
情
勢

の
進
展

に
と
も
な

う
政

府
施
策

の
攣
更

に
よ
り
ー

た
と
之
ぱ
、
中
小
商
業
…
へ
の
資

金
貸

　
　

　

與

に
お
け

る
ご
と
く
ー

漸
女

、
そ

の
範

園
に
も
攣
化
が
み
ら
れ

る
の
み
な
ら
す
、
ま
た

、
本
道

の
全
市

町
村

に
わ
た

つ
て
中
小
商
業

の

ゆ

へ

北

一海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

幡
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北

海

道

に

於

け

.る

中

小

商

業

質

的

並

に
量

的

の
正
確

な
統

計

調

査

も

、
未

だ
行

わ

れ

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、
本

道

の

「
都

市

」

の
ぼ

か

の
町
、

村

市

街

地

に
お

け

る
商
業

は
、
す

べ

て
が

「
中
小

商
業

」

で
あ

る

こ
と
想

像

に
難

く

な

い
が

、

し

か

し
札

幌

市

や
小

樽
市

等

に
あ

つ

て
は

、
爾

者

0
限

界

は

必

す

し
も
明

確

で
な

い
。
か

く

て
,
本

道

の

「
中

小
商
業

」

の
激

は
、

一
磨

、
そ

の
概

数

し
か

分

ら

な

い

こ

と

」
な

る
。

い
ま

か

玉
る
概

敏

を
若

干

の
資

料

に
も
.と

つ

い

て
、
推

測

し

て

み
よ

う

。

先

す

、

北
海

道
聴
総

務

部

税

務

課

が

、
昭

和

二
十

四
年

十

二
月

現
在

を

も

つ

て
調

査

し
た

と

こ
ろ

に
よ

れ

ば
、

「
商

業

者

」

の
敏

は
、

行

商

、
露

店

商

を
除
き

、

六

五
、

五

七
九

(
う
ち
、
蓮
邊
業
、
族
館
業

の
ご
と
き
サ
ー
ビ
ス
業

二
八
、
〇
七
九
な
含
む
)
と

な

つ
て

い
る

が
、

こ

の

う
ち

、

い
わ

ゆ

る

「
大

商
業

」

と

み
ら

れ

る
も

の
が
約

四

〇

あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る

か

ら

、

こ
れ
を
除

い
た

も

の
が
、
當

時

に
お

け

る

中

小

規

模

の
商
業

者

と
な

る

で
あ

ろ

う
。

す

な

わ
ち

、商

品

の
費

買
業

を

螢

む
中

小

商

業

の
敏

は
、

三

七

、
四
六

〇

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

こ
れ

は

課

税

の
封

象
と

な

る

も

の
を

一
々
把

捉

し

て
出

た
敏

字

で
あ

る
か
ら

、相

當

、
正
確

な
も

の
と

み
ら

れ

得

る
。
し

か
し

、

そ

の
後

、

物

資

の
統

制

が
慶

止
さ

れ

る

に
と
も

な

い

「
中

小

商
業

」

の
形
態

を

も

つ

て
、
自

由

螢

業

へ
と

の
り

だ

し
た

も

の
が
相

當

敏

あ

る

こ
と

は

＼

　

周
知

の
通
り

で
あ

る
か
ら
i

ー
た

と
え
ば
、
食
糧
配
給
公
團

の
解
散

に
よ
る
米
穀

商

の
ご
と
く
1
今

日

に
あ

つ
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
相
當

の
増
加
を

し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
。

次

に
、
北
海
道
廃
商

工
部
商

工
振
興
課

が
各
市

、
支
聴

を
通
じ
、
昭

和
二
十
六
年

八
月
現
在
を
も

つ
て
、
全
市

町
村

に
わ
た
り
調
査

し

り

た

と

こ

ろ

に
よ

れ
ば
、

「
商

業

」

(
卸
費
業
及
び
小
費
業
)

の
世
帯

藪

は

、

六
九

、
〇

九

五
と

な

つ

て
を

り
、

噌
磨

、
経

濟
安

定

期

た

る
今

　
ヨ

　

日

の
中
小
商
業
敏
を
算
出
す

る
有
力
な
資

料
と
な

る
も

の
で
あ

る
。

い
ま
、
そ
れ
を
市
、
支
聴
別

に
示
せ
ば
左

の
通
り
で
あ

る
。

ク

■

■

(

翻

「

O

亀



(151)

市支聴別商業 者数

(1)都 市 の 部

世 帯 敷

901

731

628

614

570

518

501

42,281

都 市 名世帯敷名
辱

都 市

岩 見 澤 市

留 萌 市

夕 張 市

綱 走 市

稚 内 市

美 唄 市

苫 小 牧 市

合 計

1,004

7,899

7,545

4,554

2,171

1,912

1,679

1,054

札 幌 市

小 樽 市

画 館 市

旭 川 市

室 蘭 市

帯 廣 市

釧 路 市

北 見 市

支 聰 の 部(2)

世帯数支 蝋 名世帯敷臨 名

1,641

881

871

858

857

718

26,814

日 高 支 臆

檜 山 支 磨

釧路國支磨
書

根 室 支 臨'

留 萌 支 臨

宗 谷 支 臆

計

4,727

3,076

3,061

2,774

2,675

2,り38

;:1:lil合

空 知 支 魔

網 走 支 廃

上 川 支 魔

後 志 支 離

渡 島 支 購

+勝 支 磨

石 狩 支 臨

謄 振 支 縢

以

上

の
う
ち

、

道

内

の
諸
都

市

に

存

在

す

る

「
百
貨

店

」

の

店

舖

卜

二

、
他

府
縣

、
特

に
大

阪

、
東

京

方

面

か

ら
道

内

に
進

出

し

て
き
た

大

商

肚

の
支
店

(
主

に
・

小
樽
市
、
札
幌
市
、

画
館
市
に
所

在
)

及

び

遁

内

の
大
卸
膏

業

者

(
主
に
小
樽
市
、
札
幌
市

に
所
在
)

等
を

假

り

に

一
〇

〇

と
み

て
、

こ
れ

ら
を
除

け

ば

、

今

11

、

約

六

九

、

○
○

○

の

「
中

小

商
業

」

(
卸
費
業
、
小
費
業
)
が

北
海

道

に
存
在

す

る

こ
と

玉
な

る

で
あ

ろ
う

。

1

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

(
第
六
條
)

に
お
い
て
、

申
小
商
業
と
は
、

從
業
員
敷

二
十
人
以
下

の
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
ま
れ
金
融
機
關

の
融
資
…封

■

象

と
な
る
中
小
企
業
に
、
以
前

三
百
万
圓
以
下
で
あ

つ
お
が
、
今
日
て
は

五
百
万
圓
位
ま
で

の
も

の
と
な

つ
て

い
る
。

ヘ

へ

2

各
支
臨

に
お
け

る
管

内

町
村

の
商
業
者
激

も
判
明

し
て

い
る
が
、

こ

エ
に
に
都
合

に
よ
り

、

そ

の
掲
載

を
見
合

ぜ
た
。

一

野

,

姻

=

ざ
三

こ
れ
ら
約
六
九
・
O
o
O
の
中
小
商
業
の
う
ち
・
最
港

書

義

が
羅

濟
の
正
常
化
に
と
も
な
い
・
次
第
に
醤

困
難

一

に
お

ち

い

る
も

の
あ

る

と
同

時

に
、

ま
た

そ

の
合

理
化

を

要
請

さ
れ

て
い

る
も

の

玉
あ

る

こ
と

は

、
他

府
縣

の
中

小
商
業

と

、

何

等

、
異

北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

、

㌔
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ゾ

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

る
と

こ
ろ

は
な

い
。
π

と
え
ば
、
通
常
、
経
螢
困
難

の
原
因
と

し

て
あ
げ
ち
れ

て
い
る
萱
行
不
振

の
ご
と
き

、
資
金
融
通
難

の
ご
と
き
、

租
税

過
重

の
ご
と
き
、

い
す
れ
も

我
が
國

の

「
中
小
商
業

」

の
ほ
と
ん
ど
全
部

に
共
通

し
て
み
ら
れ
得
、
特

に
本
道

の
中
小
商
業

に
か
ぎ

っ
て
存

す

る
特
異

性
で
な

い
こ
と
、

い
う
ま

で
も
な

い
で
あ
ろ
う

。

'

し
か

し
な
が
ら
、
本

道
に
お
け
る
申
小
商
業

の
す

べ
て
に
わ
た

る
振
興
樹
策

の
樹
立

と

い
う
観
鮎

か
ら
な

が
め
る
と

き
、
換
言
す

れ
ば

こ
れ
が
経

螢
不
振

の
原
因
を
探
究
し

、
ま
た

維
螢
困
難

の
實
態

を
把
握
し
、
以

て
國
家

的
に
、
或

は
地
方

的
に
有
敷

な
助
成
政
策
を
樹
立

す

る
と
同

時
に
、
企
業

自
膿

に
も
合
理
的
な
経
螢
方
策
を
と
ら
し
め
る
に

つ
い

て
は
、
他
府
縣

に
お
け
る
そ
れ
ら
と
、
若
干

、
相
違

の
あ

る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
、
そ

の

一
般

的
な
樹

策

に
お

い
て
は
、
も
と
よ
り
他
府
縣

に
お
け
る
も

の
と
、
何
等
、
異

る
も

の

で
な
く
、

た
と

え
ば
中
小
商
業

の
資
金
融
通

に
お
い

て
、
ま
た
課

税

の
適
正

に
お

い
て
、
或
は
経
螢

の
合

理
化
に
お

い
て
、
北
海
道
な

る

の
ゆ

え
を
も

つ
て
、
特

異
な
も

の
が
存
在
す

る
わ

け
の
も

の
で
は
な

い
が
、
し
か
し
本
道

が
我

が
國

北
端

の
寒
冷
地

に
位

し
て
、
そ

の
自

然

的
、
経
濟
的
、
瀧
會

的
諸
條

件

に
つ
き
、
相
當
、
他
府
縣
と
異

る
も

の
製
あ
る
こ
と
は
、
お
の
す

か
ら
前
記

の

一
般
饗

策

に
あ
わ
せ
て

本
道

猫
自

の
特

殊
な
封

策
を
必
要
と
す

る

に
い
た

る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
意
味

に
お

い
て
、
本

小
稿

は

「
北
海
道

の
申
小
商
業

」

の
現
歌

を
明
か

に
し
、
そ

の
振
興
封
策

の
樹
立

に
膚
数
な
資
料

を
提
供

せ
ん
と
す

る
も

の
で
あ

る
が
、

し
か
し

、
そ
れ
は
、
た

f
北
海
道

と
い
う

地
域

に
存
在
す

る
中
小
商
業

を
量

的
に
把
握

す

る
だ
け
で
な

く
、
更

に
、
上
記

の
ご
と
き
本
道
の
も

つ
諸
條

件

の
ゆ

え
に
、
中
小
商
業

に

存
在

す
る
質
的
特
異
性
を
も
看

取
し

て
、

以

て
そ

の
助
成
、
振
興

に
最

も
よ
く
適
慮

せ
る
方
策
は

い
か
な

る
も

の
で
あ

る
か
、

こ
れ

が
探

究

を
意
圖

せ
る
も

の
で
あ

る
。

然
ら
ば
、
本
道
商
業

の
も

つ
特
異
性
は
、

い
か
な

る
條
件

の
も
と
、

い
な

か
る
事
象

と
し

て
現
わ
れ

て
い
る
か
。

の

先
す
、
自
然
的
條
件

に
よ
る
影
響
を

み
る
に
、
本
道

は
そ

の
面

積

、
他
府
縣

に
比
し
甚

だ
廣
大
な

る
に
か

玉
わ
ら
す
1
七

八
、
四
六

嘲
李
方

キ

ロ
、
我

が
國
総
面
積

の
一
二

%

に
あ
た

る
ー
、
人

口
は
そ

の
割
合

に
少

い
こ
と
i
四
、

二
九
五
、
五

六
七
人
、

(
昭
和
二
+
五
年

■

'



'

+
月

一
日
現
在
)
我
が
國
総
人

口

の
五
%

に
あ
た

る
ー

、
ま
た
遣
内

の
積
雪
多
き
地
方

に
あ

つ
て
は
、
ぼ
と

ん
ど
年

の
孚

ぱ
を
佳
民

が
雪

の

　

中

で
生
活
し

て
い
る
が

ご
と

き
こ
と
は
、
商
業
経
螢

の
合
理
化

に
種

々
の
制
約

を
輿

え
て
い
る

の
で
あ

る
。
た

と
え
ば
、
商

品
廻
韓
率

は

靭,(

低

下
し
、
薄
利

多
壷

は
困
難

乏
な
り
、
商

品

の

ス
ト

ッ
ク
を
多
く
要
す

る
が
ご
と
き
、
甚

だ
不
利
な
條
件
下

に
お
か
れ

て
い
る
も

の
と

い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た

地
理
的

κ
み
て
、
我

が
國

経
濟

の
中

心
地
と

い
わ
れ
渇
京
阪
紳

地
方

や
名
古
屋

、
東
京
方

面
と
も
相

當

に
は
な
れ

て
い
る
こ
と
も
、
商
品

の
仕
入
や
そ

の
喩
…逡
等

に
不
利

、
不
便
を
受

け

て
い
る

こ
と
、
決
し

て
少
な
か

ら
す
、

こ
れ

が
ひ

い
て
、
卸
寅
、

小
費

橿
格

を
他
府
縣

に
比
し
高
か
ら
し
め

る
こ
と
も
避
け
難

い
の
で
あ
る
。

岡

次

に
、
経
濟
的
條
件

に
よ

る
影
響
を

み

る
に
、
本
道

は
そ

の
資

源
が
甚

だ
豊

富
な

る
に
か

」
わ
ら
す
、

そ

の
開

襲
は
十
分

に
す

」
ま

す
、
主

と
し

て
農
業
、
林
業
、
漁
業
、
鑛

業
等

の
ご
と
き
、

い
わ
ゆ
る
原
始
産
業

の
護
達

に
か
ぎ
ら
れ
、

こ
れ
ち

の
生
産
物
を
原
料
と
し

て
製
造

、
加

工
を
行

う
工
業

に
は
、
未
だ
み

る
べ
き
も

の
多
か
ら
す

、
そ

の
褒
達

の
お

く
れ
て

い
る
こ
と
も
、
人

口
の
増
加
を

お
く
ら

せ
、

購

買
'力

の
同

上

を

妨
げ

、
商

品

の
本
道
流
入

(
仕
入
)

を
不
利

に
し
、
ひ

い
て
商
業

の
護
展

を
阻
ん
で

い
る
こ
と
大
き

い
の
で
あ

る
。

特

に
從
來
、
開
拓
薯
業

の
中
心

が
ほ
と
ん
ど
農
業

に
お
か

れ

て
、
そ

の
方
面

の
人

ロ
多
か

つ
た

こ
と
は
、
農
村

地
帯

と
取
引

せ
る
商
業

の

資
本
廻
轄

を
ぽ
と
ん
ど
年

7
回

に
固
定
せ
し
め
、
こ
れ
は
、
漁
村
を
取
引
封
象

と
せ
る
本
道

の
商
業

が
多
分

に
投
機
的
な
漁
業

(
六
と
え
ば

へ

.

鯨
漁
業
)

に
よ

つ
て
、

経
螢
業
績
を

左
右

さ
れ
る
こ
と

玉
共
に
、

大
き
な
特
異

性
と
な

つ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、

上
記

の
ご

と
き
農
業
中

心

の
開

拓

事
業

の
進
捗

は
、
必
然
、
商
業

の
助
成
を
お
く
ら
せ
、
㍉商
品

の
配
給
組
織

に
お
け
る
農
業
協
同
組
合
及
び
そ
の
連
合
會

の
普
ぎ

(
-
し

嚢
達

を
み

て
、
農

村
地
帯

に
お
け

る
町
村
市
街
地

の
中

小
商
業

の
焚
展

を
阻
ん

で
い
る
こ
と
、
決

し

て
少
く
な

い
の
で
あ
る
。
同
様

に
し

て
、
炭
鑛

地
帯

に
お
い
て
、

事
業
者

(
會
就
)
側

の
出
資

に
よ
り
経
螢

さ
れ

て
い
る
購
買
會

(
厚
生
部
費
店

)
や
勢
働
組
合

を
地
盤

と
し

て

一鄭

ハ
　

　

結
成

さ
れ
た
生
活
協
同
組

合

の
進
出

が
、
か
な
り
顯
著

で
あ
る

こ
と
も
、

こ
れ

が
地
帯

に
お
け
る
中
小
商

業

の
経
瞥
を
困
難

に
お
ち

い
ら

一

し
め

て
い
る
こ
と

い
う
ま

で
も
な

く
、
今
後

に
お
け
る
こ
の
方
面
か

ら
の
商
業
塵
除

傾
向

に
は
輕
覗
す

べ
か

ら

ざ
る
も

の
が
存
す

る
よ
う

北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

彙

9

●

、
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北

海

遣

に

腔

け

る

申

小

商

業

'

に
思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

1

北
海
道

に
お
け
る
最
近

の
農

業
協

同
組
合
歎

に
、

出

資
組
合

七

三
八

(
う

ち
、

一
般
総

合
組
合

三
六

三
)
非

出
賢
組
合

四

八

一
、

謹

合
會

一
〇
、
地

.匠
蓮

一
五
で

あ
り
、

組
合
員
は

一
組

合
李
均
五
九
九
人

(
一
戸
當
.り

一
・
二
人

)
、

出
資

額
に

一
組

合
亭

均
三
、
九

二
卍
、

O
O
O
圓

と
な

つ
て

い
る
。

2

北
海

道

に
お
け

ろ
最

近

の
生
活
協

同
組

合
敷

は
、

認

可
組

合

八
三

(
う

ち
、

地
域
組

合

六
五
、

職
域
組

合

一
八
)
、
但

し
こ

の
う

ち
休
業

中

の
も

の

が
二
〇

(
う

ち
、
地

域
組

合

一
八
、
職
域
組

合

二
)

あ

る
。

/

(154)

㊨

更

に
、
そ

の
胱
會

的
條
件

に
よ
る
影
響

を
み
る
に
、
上
記

の
ご
と
き
,
本
道

の
も

つ
自

然
的
條
件

の
不
利

と
、
経
濟
的
嚢
達

の
後
進

性
と
は
、
必
然
、
文
化
嚢
達

の
程
度
を
低

下
せ
し

め
、
未
だ

に
人

々
の
間

に

一
種

の
植
民
地
氣

分
と
で
も
稻

す

べ
き
も

の
を
淺
存

せ
し
め
、

こ
れ

は
、
ひ
と
り
、
道

民

の
生
活

上
に
お

い
て
の
み
な
ら
す
、
商
業

の
経
螢
上

に
も
看

取
さ
れ
得
、
他
府
縣

の
都
市

に
お
け
る
市
民
生
活

や
商
業
経
螢

に
み
る
ご
と
き
合
理
化

は
、
著

し
く

お
く
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
尤
も
札
幌

市
そ

の
他

の
都

市

に
お
け
る
交
化
水
準

の
高

い

佳
民

の
間

に
あ

つ
て
は
、
か

」
る
弊
風

が
、
漸

次
、
除
去

さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
農
村
、
漁
村
方
面

や
炭
鑛

地
帯

の
住
民
生
活

に
あ

つ
て
は
、
多
分

に
淺
存

し
て
を
ρ
、

こ
れ
が
、
お

の
す
か
ら
、
生
活
必
需

品

の
購
買
慣

脅

に
も

あ
ら
れ
れ
、
た

と
え
ば

.

濫
費
的
な
購
入
癖
ー

い
わ
ゆ

る

「
宵
越
し

の
金
は
使
わ

ぬ
」
と

い
う
風
習
ー

の
あ
る
ご
●と
き
、
必
然
、
商
業

の
経
螢
を

ル
ー
ズ

に
し
、
合

ノ

理
化

の
重
要
性
を
自
畳

せ
し

め
る
こ
と
甚

だ
お
そ

い
欺
態

に
あ

る
。
か
く
て
、

一
般

に
商
業
経
螢

に
お
け
る
後
進
性
は
容
易

に
改

め
.ら
れ

す

、
新

し
き
杜
倉
歌
勢

に
即
慮

せ
る
経
螢

方
策
も
と
ら

れ
難
く
、
商
業
道
徳

に
も
と

る
商
取
引
を
な

す
と
も
、
格
別

、
意

に
介
せ

ざ

る
も

の

少
く
な

い
の
で
あ

る
。
而

し
て
、

と
れ

が
結
局
、
今
日
、
本
道

の
中

小
商
業

の
経
螢

合
理
化
弘

は
か

つ
て
、
そ

の
嚢
達
を
促

す
上

に
、
大

き
な
障

害
と
な
つ
て
い
る
と
と

い
う
ま

で
も
な

い
。

三

以

上

の
ご
と
く
、
本
道

に
お
け
る
中
小
商
業

の
経
螢

は
、
他
府
縣

の
ぞ
れ

に
比
し
、

い
さ

」
か
異
れ

る
條

件
下

に
お
か
れ

て
い
る
こ

、

と

が
知

ら
れ

る
。
し
た
が

つ
て
、

こ
れ
が
助
成
を
行

い
、
振
興

を
は
か

る
に
つ
い
ご
は
、
そ

の
有
す

る

一
般

性

の
ほ
か
、
更

に
か

」
る
特

＼
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こ
で
ぢ

ト

異

性
を
窓

よ
く
把
握

し

て
、
現
歌

に
最

も
適
慮

せ
る
野
策
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
そ
の
現
撒

は
、
.い
つ
た

い
、

い
か
な

る
も
・

の
で
あ
る
か
。
す

で
に
、
こ

曳
数
年
來
、
北
海
道
聴
商

工
部
商

工
振
興
課
を
は
じ

め
、
各
市
、
支
廃
そ

の
他

の
機
關

に
よ
り
、

い
わ
ゆ
る

ノ

「
實
態
調
査

」
,が
行

わ
れ
、
地
方
的

に
、
或

は
業
種

、
業
態
別

に
串

小
商
業

の
實
情

を
明
か

に
し
、
施
策
上

、
少
な
か
ら
ざ

る
貢
献
を
し

も

も

て
き

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら

の
調
査

は
、
既
述

の
ご
と
く
、
全
道

の
市
、
町
、
村

に
お
け

る
す

べ
て
の
中
小
商
業

に
つ
き

、
正
確

に

調
査

し
た

も
の
で
な

い
反
面

、
地
方
的
、
部
分
的

で
あ
り
な
が
ら
、

上
記

の
ご
と
き
本
道

の
も

つ
特

殊
的
條
件

の
影
響
を
十
分

に
考
慮

に

い
れ
た
調
査

で
も
な

い
の
で
あ

る
。
而

し
て
中
小
商
業

の
経
螢

困
難

の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
振
興
方
策
を
樹
立

し
て
ゆ
く

に
あ
た

つ
て

は
、
た

と
え
部
分
的
調
査

で
あ

つ
て
も
、
誤
り
な
く
問
題

の
所
在

を

つ
き
と
め
、
正

し
き
判
断

を
な
し
得
れ
ば
足
り
る
ゆ

え
、
今
後

は
、

全
般
的
或
は
部
分
的
調
査

の
い
す
れ

で
あ
れ

、
他
府
縣
同
檬

の
調
査

項
目

で
満
足

せ
す

、
更

に
本
道

の
特

殊
事
情

を
+
分

に
把
握
し
得

る

ご
と
き
調
査

の
必
要

が
痛
感

せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

「
北
海
道

の
中
小
商
業

」
の
調
査
、
研
究

に
關
す
る
筆
者

の
構
想

は
、
先
す
本
道

の
中
小
商
業
を

「
都
市

の
部
」
と

「
地
方

町
村

の
部

」

の
二
つ
に
大
別

し
、
更

に
後

者
は
農
村
地
帯

、
工
場

地
帯

、
炭
鑛

地
帯

、
漁
村

地
帯

、
積
雪

地
帯

及
び
離
島
方

面

の
六

つ
に
分
ち
・
そ

れ

ぞ
れ

の
肚
會

維
濟
的
並

に
維
螢
経
濟
的
欺

態
を
朋
か
に
し
、
併

せ

て
適
切
な
振
興

、
助

成

の
方
策

を
探
究

し
て
ゆ
く

に
あ

つ
て
、

そ

の
た

め
、
鋭
意
、
一必
要
な
資

料
を
蒐
集
中

で
あ
る
。

本
小
稿

で
は
現
存

資
料

の
關
係
上
、

「
都
市

の
部
」

に
つ
き
、

紙
幅

の
鮎
を
も
考
慮

し

0

て
、

ご

く

最
近

の
調
査

に
か

」
る

二
、
三

の
資

料

に
ょ
り
、

そ

の

一
班

を

窺

わ

ん

と

し
た

が
、
も

と

よ
り
ぞ

の
全

貌

を
詳

し
く

明

か

に
し
・

ヨ

　
ヨ

へ

て
・い
る
も

の
で
な

い
。
い
す

れ
機

を

み

て
集

ま

つ
た
資

料

を

、
逐

次

、
整

理

し

、
上
述

の
企

圖

に
役

立

た

し

め
た

い
と
思

つ
て

い
る
。

第
=

都
市
の
中
小
商
業
の
現
状

導

噂

●

北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

♂

、

、

げ

●
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北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

ノ

●

＼

、

一

序

言

こ

㌧
に

「
都

市
」
と
は
本
道
め
諸

地
方

に
お

い
て
、
政
治

的

、
維
濟
的
、
文

化
的
活
動

の
中

心
地

と
し

て
椙
當
古
く
か
ら
形
成

さ
れ

、

奄

商
業

そ

の
他

の
産
業
が

一
慮

の
襲

展
段
階

に
達
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
指
し

、
札
幌

市
、
函
館
市

、
小
樽
市

、
旭
川
市

、
室
蘭
市

、
釧
路
市
、

帯
廣
市

、
北
見
市
、
岩
見
澤
市

が
そ

れ

に
あ
た

る
。
夕
張
市
や
美

唄
市

の
ご
と
く
、

そ

の
都
市
人

ロ
の
九
割
位

が
炭
鑛

地
帯

の
佳
民
を

も

つ
て
占
め
ら
れ
・
商
業

や
工
業

の
震

に
・
上
記

の
諸
都

市
と

い
さ

ふ

警

を
異

に
ず

る
も

の
は
含

ま
な

統

然

る
と

き
は
・
こ
れ

ら

の
諸

都

市

は

、

そ

の
人

ロ

に
よ

り
、

一
慮

、

火

(
例
、
札
幌
市
)
、
中

(
例
、
釧
路
市
)
、
小

(
例
、
北
見
市
)

の
三

群

に
分

け

ら

れ

る
と

し

て
も

、

そ

れ

ぞ

れ

の
業

種

、
業

態

に
お

け

る

「
申

小

商

業

」

に
は
、

か
な

り

相
似

た
も

の
が

み

ら

れ

る
ゆ

え
、
幸

い
最

近

、

北
海

道

廃

商

工
部

商

工
振

興

課

が

本

年

五
月

か
ら

六
月

に
か

け

て
調

香
ぜ

る

『
中

小
企

業

の
實

態

』

(
昭
和
二
+
六
年
七
月
刊
)

の
あ

る

の
を
利

用

し

て
、

こ

の

中

か

ら

「
商

業

の
部

」
を

抜

き

と
り

、

左

に
そ

の
要

鮎

を
窺

つ

て
み

る
こ
と

」
し

よ

う

。

こ

の
調
査

書

は

、

昭

和
二

十

六
年

三
月

三

十

一

、

日

現
在

を
も

つ

て
、

「
衣

料
品

」

「
食

料

品
」

「
佳

居

用
品

」

(
ロ
用
品
、
金

物
な
含
む
)

「
そ

の
他

」

の
費

買
業

を
菅

み
、
常

時
四

十
人

以

下

の
從

業

員

を

も

つ
商
業

者

を
樹
象

に
、

各
都

市

と
も

、

大
罷

、
総

企
業

敏

の
十
分

の

一
を

目
標

と
し

て
、
札

幌

市

(
配
付

三
〇
〇
ヤ
回

牧
二
九

三
)
、

函

館

市

(
配
付

二
五
三
、
回
牧
三

二
五
)
、

小

樽

市

(
配
付

二
〇
八
、
回
牧

一
九
六
)
、

旭

川
市

(
配
付

一
五
三
、
回
牧

一
五

一
)
、

室

蘭

市

(
配
付

一
〇
七
、
回
牧

一
〇
二
)
、

釧
路

市

(
配
付

一
〇

一
、
回
牧
九
七
)
、

帯

廣

市

(
配
付

一
三
五
、
回
牧

=

一
五
)
、
北

見

市

(
配
付
八

〇
、
回
牧
七
六
)
、
岩
見

澤

市

(
配
付
五
五
、
回
牧
四
八
)

の
九

市

に
お

け

る

一
、

三

二

三

(
回
牧
率
九
五
%

)

の
も

の
に

つ

き
調
査

さ

れ
た
結

果
.

の
集

計

で
あ

つ

て
、

す

で

に
、

そ
れ

ぞ

れ

の
項

目

に

つ
き

、
若

干

の
解

読

が

つ
け
ら

れ

て

い
る

け
れ

ど

も

、

こ

㌧

に
は

、

や

㌦
詳

細

に
解

　ヨ

　

も

明

し

て
、

實

態

の
把
握

に
便

せ

し

め
た

い
と

思

う

。

1

本
遭
各
都
市

の
商
業
者
敷

と
住
民
世
帯
歎
と
を
封
比
し
て
、
商
業
者

一
人
當
り

の
住
民
世
婚
数
を
み
る
と
左

の
通
り
で
あ
る

。
但
し
、
商
業
者
薮
に
等

,

、

'

、

●

'
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既
記
、
北
海
道
暉
商
工
部
商
工
振
興
課
の
調
査

(
昭
和

二
十
六
年
八
月
現
在
)

十
月

一
日
現
在
の
國
勢
調
査

の
結
果
に
二
る
も

の
で
あ
る
。

に
か

」
る
も

の
て

あ
・り
、

人

口
敷

と
住

民

世
帯
数

に
、

昭
和

二
十
五

年

一 『}　

都 市
'

商業者敷 人 口'
佳 民
世 番 数

商業者1人
、當 り

佳民世帯薮

札 幌 ・市 11,004 313,850 67,510 6ρ

小 樽 市
●

7,899 1789330 36,916 4.7
一 、

、

函 館 市 7,545 228,994 47,748

ぞ

6.3

旭 川 市 4,554 123,238
亀

25,286 5.6

亀

室 蘭 市 2,171 110,443
皐2・541

馬

10.8

帯 ヤ廣 市 1,912 51,794 10652 氏6

釧 路 市 1,679 93,357
〆

18,077 10.8

北 見 市 1,054 45,952 8,646 8.2

岩 見 澤 市 901 47,951 9,034 10.0
y

留 萌 市 731 32,513 6,319 8.6

夕 張 市 628 99,530
'

19,356・ 30.8

綱 走 市 614
、

39,218 6,734 110

稚 内 市 570 34,529 6,252 11.0

美 唄 市 518 87,095 16,353 31.5

苫 小 牧 市 501 39,226 7,682 15.3

、

蟻

、

、

一
マ娼

,

一

ば
、

「
九
市

全

部

の
業
者

一
、

三

ニ
ゴ
一人
中

」

(
以
下
同
檬
に
つ
き
、

北

海

道

に
、
於

け

る

中

小

商

桑

露

O

2

北
海

叢
臆
商
工
部
商
工
振
興
課
で
は
昨
年
度
.

・
も
こ
れ
と
同
檬

の
實
態
調
査
な
行

い
、
そ

の
結

果
准
公
表
し
れ
。

『
本
道
に
於
け
ろ
中
小
企
業

の
實
態
』

(
昭
和
二
十
五
年
七
月
、
B
5
判
、

四
〇
頁
)
が
そ
れ
て
あ
つ
て
、

こ
れ

の
解
醗
に

筆
者

の
行

つ
六
も
の
で
あ
る
。

二

中
小
商
業

の
實
態

A

経

螢

規

模

e

資

本

金

一
般

に
中
小
商
業

は
資
本
力

に
お

い
て
恵

ま

れ
る

こ
と
少

く
、
た
と
え
業
者
自
身

、

か

な

り
の
資
産

を
有
す

る
志
も
、
そ
れ
は

家
産

-と
し

て
保
持

せ
ら

れ
、
資
本
本

來

の
用
途

に

あ

て
ら
れ

る
之
と
は
少

い
。
本
調
査

に
よ
れ

こ
の
句
を
省
く
)
五
万
圓
未
満

七

一

(
五

・
四
%

)
、

五
万
圓
ー

一
〇

`

"

、

!

'

■
'



＼

●

'

り

北

海

道

に

'
於

け

る

中

小

商

業

.

ノ

万
園

未

満

三

五

(
二

・
六
%

)

、

一b

万
圓
ー

二
〇

万
圓

未
滞

一
五
七

(
一
一
・
九

%
)

、

二

〇

万
圓
ー

三

〇
万

圓

未
満

一
五

八

(
一
↓

刷

・

岬

.
九
%
)

、
三

〇
万
圓
-
圭

○
万
圓
未
満

二

=

(
一
五

.
九
%
)

に
し
て
護

の
四
八
%

(
六
三
二
)
が

五
〇

万
圓
未
満

の
葉

金

を

一

も

つ
こ
と

い
な

る
。
ま
た
五
〇
万
圓
-

一
〇
〇
万
圓
未
満

三
二

八

(
二
四

・
八
%
)
、

一
〇

〇
万
圓
-

三
〇

〇
万
圓
未
満

三

一
八

(
二
四

サ

・
○
%

σ)
、
三
〇
〇
万
圓
以

上
は
四

五

(
三

・
五
%

)
と
な
つ
て

い
る

。

か

く
て
、
都

市
商
業
者

の
牟

敏
は
、
資
本

金
五
〇

万
圓
未
満

の
も

の
と
み

て
差
支

え
な

い
の
で
あ
る
が
、

し
か

し
本
調
査

で
は
、
業

種

へ

に
ょ
り

、
そ

れ

以
上

の
奉

均
額

の
も

の
も

み

ら

れ
、

た

と

え
ば

佳
居

用

晶
業

で
は

、

五
〇

万
圓
ー

一
〇
〇

万

圓
未

満

の
も

の
二
七

・
九

%

、

の

「
○
○
万
圓
-

三
〇
〇

万
圓
未
満

の
も

の
二
四
・
七
%

と
な
り
、
五
〇
万
圓
以
上

の
も

の
が
全
膣

の
五
二
・
六
%
を

占
め
、
全
業
者

(丑

三

七

)
の
李
均
資
本
金
額

は
八

四
四
、

四
四

一
圓

と
な

つ
て

い
る
コ
な
お
、
他

の
業
種

の
築
均
資
本
金
額
を

示
せ
ば
、
食
料
品
業

七
〇

三
、

三
七
〇

圓
、
衣
料
品
業

八
九

六
、
七

六
三
圓

、
そ
の
他

の
業
六
二
三
、

五

一
一
圓
と
な

つ
て
を
り
、
今
日
、

こ
れ
ら
の
商
業
を

経
螢

す
る

の
に
、
亭
均

、
ど
れ
位
の
資
本

金
を
嬰
す

る
か
、
大
腿

の
見
當
を

示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
而

し
て
上
記

の
ご
と
く
、
資

本
金
五
〇

　

ウ

・
万
圓
未
満

の
も

の
が
全
雌

の
約
巌

を
占
め

て
い
る
と
い
う

こ
と

は
、
そ

れ
が
、
今
日
、
通
常

の
商
業
を
螢

む

に
あ
た

り
,
商
品

の
仕
入

や
店
舖

の
施
設

に
十
分
な
も

の
で
な

い
と

こ
ろ

よ
り

み
て
、
企
業
自
盟

の
弱
小
性
を
物
語

る
も

の
と
言

い
得
、

こ
れ
は
他
面

に
お

け
る
金

融
難

と
相

倹

つ
て
、
些
少

の
経
濟
攣
動

に
直
面
し

て
耐
久
力
な

く
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
蓑
微
倒

産

に
お
ち
い
る

】
因

と
な

つ
て
い
る

の
で
あ

る

。

、

⇔

從

業

員

敏

從
業
員
激

の
少

い
て
と
も
中
小
商
業

の
特
質

の

一
に
か
ぞ
え
ら
れ
、

そ

の
不
足
は
家
族
勢
働
を
も

つ
て
補

わ
れ

る
を
常

と
す

る
。
本

調

の15

査

に
よ
れ

ば
、
從
業
員
二

人
ー

四
人
ま

で
の
も

の
六
七

・
五
%
、

五
人
ー
九
人
ま

で
の
も

の
二

二

・
七

%
に
し
て
、
從
業
員

一
〇
人
未
満

(

の
も

の
が
全
艦

の
九
割

を
占
め
て
い
る
。
然

る
に
、
從
業
員

一
〇
人
-

二
九
人
ま
で

の
も

の
に
至

つ
て
は
僅

か
に
八

漕
七
%

に
す
ぎ
す
、

●
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更

に
三
〇

人
以
上

の
も

の
は

一
・

一
・%
に
止

る
。

こ
れ
を
も

つ
て
見

る
と
き
、
総

じ

て
從
業
員
数
は
少
く
、
家
族
勢
働

へ
の
依
存
度

の
.大

き

い
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ

る
。
な

お
、
業
種
別

に
み
る
と
き

、
食
料
品
業

は
四
人
ま

で
の
從
業
員
を
も

つ
も

ρ
が
全
艘

の
七
四

・
四
%
を

占

め
、
衣
料
品
業

の
五
七

・
○
%
、
佳

居
用
品
業

の
六
七

・
四
%
、
そ

の
他

の
業

の
六
四

。
九
%

に
比
し
、
中
で
も

小
経
菅

の
多

い
こ
と

が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

・

㊨

組

織

及

び

業

態

一
般

に
中
小
商
業

は
設
立

の
當
初

、
個
人
商
業

の
組
織
を
も

つ
て
開
業
す

る
も

の
が
多

い
た

め
、
法
人
組
織
を
と

る
も

の
が
少

い
。
最

へ

近

、
税
金
等

の
關
係
か
ら
同
族
禽
砒
的
な
法

人
組
…織
に
移
行
す

る
も

の
が

み
ら
れ

る
が
、
し
か
し
、
過
重
な
課
税
を
冤
れ
ん
表
め

の
螢
利

的

立
場
か
ら

は
、
法

人
組
織

に
よ

つ
て
経
費

等
を
正
直

に
記
入
す

る
よ
り
も
、
む

し
ろ
個
人
組
織

の
ま

玉
で
い
る
方
が
、
有
利

で
あ

る
と

い
う
業
者
も
、少

く
な

い
。
本
調
査

に
よ
れ
ば
、

「
個
入
組

織

」
は
全
艦

の
八
二

・
九
%

(
一
、
〇
九
七
)

で
甚

だ
多
く
、

「
法
人
組
織

」

は

一
七

・

一
%

(
二
二
六
)
と
な

つ
て
い
る
。

こ
れ
を
業
種
別

に
み
る
と
、
食
料
品
業

で
は

「
個
人
組
織

」
が
八
九

・
五
%
、
同
じ

く
衣

料
品
業

八

一
・
○
%
、
佳
居
用
品
業

八
〇

・
八
%
、

そ

の
他

の
業
七
四

・
○
,%
と
な

つ
て
い
る
。
ま
た

法
人
組
織

の
内
課

を
示

せ
ぱ
、
株

式

會
肚

が
最
も
多
く

て
七
三

・
八
%
を
占

め
、
有
限

會
枇

一
二

・
四
%
、
合
資
會
杜

七

・
一
%
、
合
名
會
就

六

・
六
%
と
漸
減
し

て
い
る
。

而

し

て
、
最
近
、

「
個
人
組
織

」
よ
り

「
法
人
組
織
」

へ
組
織
替
す
る
も

の
玉
多
い
の
は
、
要
す
る

に
税

金

の
輕
減

と
金
融
封

策

に
お

姻
て
有
利

数
條

件
下

に
立
た
ん

が
た

め

の
方
途

と
み
ら
れ
、

こ
れ
を
阻

止
す
る
理
由

は
な

い
が
、
た

穿
こ
れ
と
は
反
樹

に
、
上
述

の
ご

と

く

、

一
部

の
か
な

り
資
力
あ

る
業
者

の
間

に
お

い
て
、
依

然
、
個

人
組

織

の
ま

玉
で
お
し
す

玉
め
、
税
務
當
局
と
適
當

に
談
合
し

て
、
税

、

金

の
輕

減

を

は
か

る
を

有
利

と

考

え
る
も

の

」
あ

る

こ
と

は
、

い
わ
ゆ

る

「
正

直
者

が
馬

鹿

を

み

る
」
風

潮

を

淺
存

せ
し

め

る
ゆ

え

、

ζ

れ

が
税

率

や
徴
税

方

法

に
改
善

の
要

あ

る
も

の
と

い
わ
ね

ば

な
ら

ぬ
。

'

、

・
次

に
「
本

調

査

に
よ

り
、
企

業

者

の
業

態

を
み

る

に
、

「
小
費

業

」
は

全
膣

の
六
九

。
八

%
を

占
あ

、

「
卸

費

業

」

は
七

・
九

,%
、

北

海

道

に

於

け

る

中

小
・
商

業

ゴ
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北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

「
卸
費
蓑
小
費
業

」
は

=
ハ
・

一
%
、

「
製
造
小
費
業

」
は
六

・
二
%
と
な

つ
て
い
る
。
ま
た

こ
れ
ら
を
業
種
別

に
み
る
と
き
、

「
食

料

品
業

」

で
は
卸
費
業
九

.
六
%
、
小
貸
業
七
四

・
.六
%

、
卸
費
験
小
費
業

=

一
.
九
%
、
製
造
小
費
業

二

.
九
%

で
あ
り
、
他
業
界

に
比

、

し
卸
費
業

が
や

、
多
い
。

「
衣
料
品
業

」
で
は
卸
費
業

二

・
五
%
、
小
費
業

七
四

・
四
%
、
卸
費
鹸
小
費
業

六

・
八
%
、
製
造
小
費
業

一

六

・
○

%

で
他

の
業
界

に
比
し
製
渣

小
費
業

が
か
な
り
多

い
。

「
佳
居

用
品
業

」
で
は
、
卸
費

業
八

・
六
%
、
小
費
業

六
五

・
○
%

、
卸

費
褻
小
費
.業

二
〇

・
五
%
、
製

造

小
費
業

五

・
○

%

で
、
他

の
業

界

に
比

し
卸
費
褻
小
費
業

が
か
な
り

多

い
の
で
あ
る
。

㈱

、開

業

の

時

期

一
般

に
中
小
商
業

の
壽
命
は
短

く
、
し
凍
が

つ
て
開
業

時
期

の
古

い
も

の
は
比
較
的
少

い
。
本
調
査

に
よ
れ
ば
、
、
「
明
治
年
間

」
に
開

め

ノ

ノ

業

し
た

も

の
、

全
艦

の
九

%
、

「
大
正
年
間

」
二
三

・
六
%
、

『
昭
和

元
年
-

同
二
十
年

(
絡
職
前
)
」
三
七

・
五
%

、H

昭
和
二
十
年
後

(
終
職
後
)
L

二
九

・
九
%

と
な

つ
て
い
る
。

か
く
明
治
年
間

は
も
と
よ
り

、

大
正
年
間

の
開
業
者

の
甚
だ
少

い
こ
と

、
反
封

に
全
髄

の

約

三
割

に
あ
》

る
も

の
が
経
職
後

の
開
業
者

に
し
て

(
各
業
界
と
も
共
通
)
、

僅

か
六
箇
年
し
か
経
過
し

て
い
な

い
も

の
で
あ

る
ご
と
は
、

そ

の
盛
衰
興

亡

の
甚
だ
し
く
、
ま

こ
と
に
壽
命

の
短

い
も

の
と
言

い
得
よ
う
。
な

お
、

こ
れ
ら
は
、
各
業

種
別

に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と

が
み
ら
れ
得

、
た

営
衣
料
品
業

に
明
治

年
間

の
開
業

者

が
や

、
多
い
こ
と

(
一
〇

・
五
%
)
、
食
料
品
業

に
・大
正
年
間

の
開
業
者

の
や

玉

ノ
げ

多

い
こ
と

(
二
五

・
○
%
)
、
佳

居
用
品
業

に
昭
和
年
間

(
絡
職
前
)
の
開
業
者

の
や

」
多
い
こ
と

(
三

九

・
九
%
)
等
が

、
特
異
な
も

の

と

み
ら
れ
る

に
す
ぎ
な

い
。

国

協
同
組
合
加
入
状
況

曽

,

商
業
協

同
組
合

の
結

成

は
、
弱
者

で
あ
る
中
小
商
業
者
が
大
資
本
企
業

の
進
出

に
封
抗
し

て
ゆ
く
共
同

の
防
衛
組
織
と
し

て
必
要
と
せ

ら
れ
る
。
本
調

査

に
よ
れ

ぱ
、
協
同
組
合

に

「
加
入

し
て
い
る
も

の
」
は
全
業
者

の
四

三
・
二
%

に
あ

た
り

、

、
加

入
し
モ

い
な

い
も

の
L

は

五
六

・
八
%
と
な

つ
て
い
る
。

か
く
て
、

加
入

し

て
い
な

い
者

の
方
が
多

く
み
ら
れ

る
が
、
業
種

に
・よ

つ
て
は
加
入

し

て
い
る
者

の
多

曾

■
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、、

、

い

の
も
存

し

、
す

な

わ

ち

,
食

料
品

業

で

は

「
加

入

し

て

い

る
」

も

の
五

六

・
七

%

、

「
加

入

し

て
い
な

い
」
格

の
四

三

。
三
.%

、
ま

た

住

働

居

用
品
業

で
は
同
じ
く

六
四

三

%
讐

五

・
八
%
と
な

つ
て
い
る
。
衣

料
・㎜
業

三

加

入
し

て
い
る
」
も

の
四
Q

二

%
、

茄

入
し

(

て

い
な

い
」
も

の
五
九

・
九
%
と
な

つ

て
い
る

の
は
、
統
制

時
代

の
反
動
と
し

て
、
か
く
も
加

入
者

が
少
い

の
で
あ
ろ

う
か
。

悔
と
ま
れ
、

こ
」

一
爾
年
、
組
合
加
入
者

は
漸
減

の
傾
向

に
あ
る
ゆ
え
、
適
切
な
指
導
と
業
者
膚
身

の
自
蝿

に
よ
つ
て
、

そ

の
増
加

が
は
か
ら
れ
ね

ば

.な
ら
ぬ
。

8

経

螢

業

績

の

費
行

と
滞
貨

の
撒
況

。

一
般

に
費
行

の
増
加

は
滞
貨

の
減
少

と
な

つ
て
経
螢
業
績

の
良
好
を
意
味
し
、
反
樹

に
膏
行

の
減

少
は
滞
貨

の
増

加

と

な
つ

て
経

螢

業

績

の
悪
化

を
意
味
す

る
。

昭
和

二
十
四
年

の
初
頃
か
ら

い
わ
ゆ

る
ド

ッ
ヂ

。
ラ
イ

ン
の
實
施

に
よ
り
、

イ

ン
フ

レ
ー

シ

.
ン
は
牧
束

せ

ら

れ
我

が
國
経
濟
は
正
常

化
し

て
き
た

反
面
、
大
衆

の
購
買
力

は
械
退
し

て
い
る
た

め
、
概
し

て
中
小
商
業

は
甚
だ
し
き
費

行
不
振

に
お

ち

い
り
、
か

の

「
特
需
景
氣
」

と
い
わ
れ
る
昭
和
二
十
五
年
七

月
以
降

の
好
況
も
本
道
中

小
商
業

の
費
行

に
は
、
さ
ほ
ど
静

影
響
し

て
い

な

い

の
で
あ

る
。
本
調
香

に
よ
れ
ば
、
費
行

の

「
下
降
し

て
い
る
」
も

の
が
全
盟

の
五
二

・

一
%

で
そ
の
過
串
敬
を
占
め
、
「
上
昇
し
て
い

る
」
も

の
は
僅

か

一
一
・
七
%

に
す

ぎ
す

、

「
攣
化

の
な

い
」
も

の
が

三
六

・
二
%
と
な

つ
て
い
る
。
か
く

て
、∴
総
じ

て
{費
行

は
ま

こ
と

に
良
好
な

ら
ざ

る
こ
と
が
知

ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
れ
を
、
業
種
別

、
業
態
別

に
な
が

め
る
と
き
、
そ

の
間
、
若
干

の
差
異

め

の
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ
、
す
な

わ
ち
、
先
す
業

種
別

で
は
、
衣
料
品
業

の

「
下
降

し

て
い
る
」
も

の
六
〇

。
八
%

、

「
上
昇

し
て
い
る
」

一

も

の
八

・
八
%

は
時
節
柄

、
繊

維
業
界

の
不
況
を
物
語

る
か

の
ご
と
く
考

え
ら
れ
、
住

居
用
品
業

で
は

「
下
降
℃

て
い
る
」

も

の
四
八

・

血

八
%
・

「
上
昇
し

て
い
る
」

も

の

三

●
七
%

で
薯

よ
り
良
く
・
食
料
品
業

で
は

「
下
降
し

て
い
る
」
も

の
話

二

%

・

「
糞

し

鮪
.

て

い

る
」
も

の

一
〇

伊
七

,%
と

な

つ

て

い
る
。

ま
た

、

業
態

別

の
費

行

で
は
、

小
費
業

界

に
比

し

、
卸

費

業

界

は
良

好

で
あ

る
こ

と

が
知

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

・

.

,

、



＼

、

1

北

海

道

.に

於

け

る

中

小

商

業

ら

れ

、

小
費

彙

の

「
下
降

し

て
い

る
↑

も

の
五
五

・
五
%

、

「
上
昇

し

て

い

る
」

も

の
八

◎
二

%
、
製

造

小
費

業

の

「
下

降

し

て

い
る
」

鞠

・

92

も

の
五
八

.
五
%

、

「
上

昇

し

て
い

る
」

も

の
五

.
○

%
、

と

い
う

が

ご

と
く

、

上

昇
者

と

下
降

者

と

の
差

が
甚

だ

し

く

大

き

い

の
に
封

る
一

し

、
卸

費

業

で
は

「
下
降

し

て

い
る

」
も

の
三

三

・
三

%

、

「
上

昇

し

て

い

る
」
も

の
二

八

・
六
%

、

「
攣

化

が
な

い
」

も

の

三
八

・

一

へ

%

と

い
う

が

ご
と

く

、
上

昇

者

数

と
下

降

者

数

と

は

や

」
近
接

し

て
を
り

、

全
般

的

に

は
、
通

常

の
歌

態

に
あ

る

よ

う

に
み
ら

れ

る

の

で

あ

る
。
な

お

、
卸

費

験

小
費

業
奢

は
上

記

爾
者

の
中

間

に
あ

る
ご

と

く

み
ら

れ

、
費

行

の

「
下
降

し

て

い
る

」
も

の
四

四

・
八
%

、

「
上

昇

し

て
い

る
」
も

の
一
=

・

一
%

、

「
攣

化

が
な

い
」

も

の
三

四

・
三

%

と
な

つ

て

い
る

。

次

に
、

本

調

査

に
よ

つ

て
滞

貨

の
歌

況

を

み

る

に
、

「
滞

貨

し

て

い
る

」
も

の
二
三

・
○

%
、

「
滞

貨

の
傾
向

に
あ

る
」
も

の
三

五

・

六
%

、

「
滞

貨

し

て

い
な

い
」

も

の
四

一
・
四
%

と
な

つ

て

い
る

が
、

こ
れ

も
業

種

、
業

態
別

で
は

種

々

の
差

異

が
み
ら

れ

δ
。
業

種
別

.

で

、

「
滞

貨

し

て

い
る
」

も

の

」
最

も

少

い

の
は
食

料
品
業

の

輔
四

・
九

%

、

多

い

の
は

衣

料

品
業

の

二
七

・
○

%

、
住

居

用

品

業

の
二

電
七

・
四

%
、
,し
た
が

つ

て

「
滞

貨

し

て
い

な

い
」
も

の

」
最

も

多

い

の
は

食

料
品

業

の
五
三

・
八

%

、
少

い

の
は
衣

料
品

業

の
二
三

・
八

●
%

、

佳
居

用

晶
業

の
三

五

・
九

%

で
あ

る

。
ま

た

業

態
別

に
み

る

に
、
卸

費

業

で

は

「
滞

貨

し

て

い

る
」

も

の

「
九

・

一
%

、
㌔
哨
滞

貨

し

て
い
な

い
」

も

の
四

四

.
七

%
な

る

に
封

し

、

小
費

業

で

は

「
滞

貨

し

て
い
る
」

も

の
二

二

・
八
%

、

「
滞
貨

し

て

い
な

い

」
も

の
四

〇

・
八

%

で
、
卸

費

業

の
方

が

良

好

の
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

⇔

今

後

の

見

透

し

渦

去

、

現

在

の
業

績

や
最

近

に
於

け

る
経

濟
界

の

動
向

よ
り
推

測

し

て
、

一
般

に
中

小
商

業
者

は
、

今

後

の
見
透

し

に

つ
き

、

い
か
な

助

る
判

断

を

下

し

て
い
る

で
あ

ろ

う
か

。
す

で

に
上

記

の
ご

と

く

、
費

行

の
下
降

歌

態

に
あ

る
も

の
が
全
竈

の
過

牛

(
五
二

。

輔.%
)

を

占

価

め

て

い
る

こ
と

は
、

今
後

の
見

透

し

に
決

し

て
樂
槻

を
與

え

る
も

の
で
な

い

こ
と

い
う
ま

で
も

な

い
。

本

調
査

に
よ

れ

ば

、

「
・艮

く
な

る

と

思

う
」

も

の
は
全
膣

の

一
四

・

一
%

で

い
た

つ

て
少

く
、

「
悪

く
な

る

と
思

う
」

も

の
三

七

・
九
%

、

「
愛

ら
な

い
と
思

う

」
.も

の
四

●
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八

・
○

%
と

な

り

、
樂

観

し

て

い
る
も

の
は

多
く

な
熔

。
業

種
別

で
は
、

各

業

界

と
も

、
右

の
挙

均

に
相

似

た

見
透

し
を

し

て

い
る

が

、
}

業

態

別

で
は

小
費

業

と
卸
費

業

と

の
間

に
か

な

り
め

差

が

み
ら

れ

る
。

す
な

わ
ち
、

「
良

く

な

る
と
思

う
」

も

の
小
費

業

の

一
二

・
二
%

に
封

し

、
卸
費

業

で
は

二

二

・
九

%
も

存

し
、
反

封

に

「
悪

く
な

る
と
思

う
」
.
も

の
小

費

業

の
三

九

・
三
%

に
封

し
、
卸

費

業

は
三

六

・

二
%

で
あ

る

こ
と

は
、
総

じ

て
卸
費

業

よ

り

も
小

費
業

の
方

が
悲

親

的

見

透

し

を
な

す

も

の

曳
多

い

こ
と

を
示

し

て
を

り

、.
小
規

模
な

溺

膿

輕

醤

の
多

く

を
含

む
小

費

業

界

の
苦

拶

を
.物
語

つ
て

い

る
よ

う

に
み
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

,

日
-

目取
近

の
経

螢
一歌

態

、
』

中

小

商

業

の
経

螢
欺
態

が

概

し

て
困

難

と
な

つ

て

い
る

こ
と

は

い
う

ま

で
も
な

い
が
、

し

か
し

中

に
は

一
時

的

に
好

況

を

呈
し

て

い
る

も

の
、

ま
た
業

種

、
業

態

に
よ

つ

て
は

好

況

を

持
績

し
得

て

い
る
も

の

」
あ

る

こ
と
も

否
定

で
き
な

い
。
本

調
査

に
よ

れ

ば
、

「
非
常

に

苦

し

い
」
も

の

一

一
・
六
%

、

「
苦

し

い
」

も

の
三

〇

・
五
%

で
、

爾
者

併

せ

て
全
艦

の
四

二

・

一
%

は
経

螢

め

困
難

な

も

の
で
あ

る
。

ま

た

「
何

と

か

や

つ
て

い
る
」

も

の
は

五

四

・
四

%

で
、
す

な

わ

ち
、
経

濟
界

の
不

況

期

に
も

か

」
わ
ら
す

、

そ
れ

を

切
抜

け

て
経

螢
一持

績

の
可
能

な
も

の
は

、
大
騰

、
全

業
者

の
牛

分
以

上

あ

る

こ
と

を
示

し

て

い
る
が

、

し
か

し
経

螢

が

「
割
合

に
樂

」

と

い
う
も

の
は
、
儀

か
全

艘

の
三

・
五
%

に
す

ぎ

な

い

の
で
あ

る
。

こ
れ
を

業

種

別

に
み

て
、

各

業

界

と

も

、
大

艘

、
右

の
卒
均

に
近

く

、
特

殊

な

も

の
は
な

い
が

、

業

態
別

で
は

、
卸

費

業

に

「
割

合

に
樂
」

と

い
う
も

の
が

全
艦

の
八

・
五
%

あ

る

ご
と

、
卸

費

験

小
費

業

に

「、何

と

か

や

つ

て

い

る
」

も

の
が

六

一
・
九

%

も
存

し

、
弔

均

を
相

當

越

え

て

い
る

こ
と

は
留

意

を

要

す

る

こ
と

で
あ

ろ
う

。

な

お
、
朝

鮮

動

齪

に
よ

る
影
響

に

つ

い

て
は
、

「
攣

ら

な

い
」

と

い
う

遷

の
が

全
髄

の
六

二

・
七

%

で
、

そ

の
反

面

、

「
悪

か

つ
た

」

・と

い
う

も

の
が

三

一
・

一
%

の
多

き

に

の
ぼ
り

、

「
良

か

つ
た

」
と

い
ケ

の
は
僅

か

六

・
二
%

に
す

ぎ

な

い
。

こ
れ

を
業

種

別

に
み

て
、

衣

料
品

業

に

「
悪

か

つ
た

」
も

の
四

四

・
八

%
あ

つ
た

こ
と

は

、
衣

料
品

の
反
動

的

値

下

に
よ

る
打

撃

の
大

き
か

つ
た

こ
と

を
物

語

つ

て

い
よ

う

。

ま
た
業

態
別

に
み

て
、
卸

費
業

で

「
良

か

つ
た

」

も

の

一
八

・

一
%

、

「
悪

か

つ

た

」
も

の
二

六

・
六

%

に
封

し
、

小

費
業

で

北

海

遣

に

於

け

る

中

小

商

業

ρ



亀

■

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

桑

は

「
良

か

つ
た

」

も

の
三

・

一
%

、
「
悪

か

つ
友

」

も

の
三
〇

・
九
%
あ

る

は
、
依

然

、
小
費

業

界

の
不
利

を

物

語

る
も

の
と

み
ら

れ
得

、

、

弥

要
す
る
に
・
本
道
の
中
小
肇

に
關
す
る
か
ぎ
り
・
離

動
齪
は
馨

ん
ど
好
髪

し
て
い
な
い
と
轡

て
よ
い
の
で
あ
る
・

ロ

る

一

.㈱

費

上
高

に
射
す
る
維
費
と
純
釜

の
割
合

一
般

に
経
費

の
節
減

は
、
経
螢
合

理
化

の
た
め
甚

だ

の
ぞ
ま
し
く
、

こ
れ

の
壇
加

は
、
費

上
高

に
…愛
化
な

き
場
合

、
純
釜

の
減
少
と
な

つ
て
あ
ら

わ
れ

る
。
本
調
査

に
よ
れ
ば
、
費

上
高

に
野

す
る
経
費

の
割
合

は
、
卒
均

一
九

・
八
%
と
な

つ
て
を
り

、
業
種
別

で
は
食

料
晶

,

.
、

業

二

六

・
四
%

、
衣
料
品
業

二
二

・
九
%
等
、
多
額

の
も

の
が
み
ら
れ

、
住
居
用
品
業

で
は

=
ハ
・
二
%

、
そ

の
他

の
業

で
は

=
二
・
八

%

で
あ

る
。
通
常
、
本
道
都

市

の
業
界

で
は
、
費

上
高

に
樹
す
る
経
費
を
、
大
艦

、

一
割
と
み

て
い
る
ゆ
え
、
か
く
も
二
割
を
越

え
る
経

費
は
正
常

な
も

の
と
言

い
難

い
。
こ
れ

は
調
査
書

の
記
入

に
あ
た

り
、
業
者

が
相
當

の
割
増
し

を
し
た
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
が
、
も
し
然

ゐ

ら
す
し

て
ヒ
記

の
通
り

で
あ

る
と
す

る
な
ら

ば
、
経
螢

合

理
化
に
ょ
る
そ
れ

の
節
減
が
な

さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。

ぷ

ま

た

、
費

上
高

に
封

す

る
純

釜

の
割

合

は
、

こ
れ

を

記

入

せ
る
業

者

一
、
二

三

六
名

に

つ

い

て
み

る

に
、

畢

均

一
四

・
九

%

と
な

つ
て

し

を

り
、

業

種

別

に
示

せ
ぱ

食

料
品

業

「
二

・
七

%

、
衣

料

品
業

=

ハ
・
○
%

、
佳

居

用

品
業

一
五

・
六
%

、

そ

の
他

の
業

一
五

・
六
%

と

な

つ

て

い
る
。

こ

の
場

合

、
調

杏
書

を
記

入

せ
る
業

者

が

「
純
釜

」

を

い
か

に
解

し

て
い

る
か

、
中

に

は
仕

入

慣
格

と
販
費

慣

格

の
差

額

・
(
マ
ー
ヂ

ン
Y

に
解

し
て
記

入

せ

る
者
な

き

を
保

し
難

く

、
こ

」
に
も

調
査

上

の
問

題

が
存

す

る
。

な

お

、

こ

の
調

査

に
お

い
て

、

「
損

」
・

と
記

入

せ

る
も

の
六
七

(
五

・

一
%

)

、

記

入
な

き
鳩

の
が

二

〇

(
一
.
・
五
%

)
あ

つ
た

。

噛

'

㈲

費

掛

及
び

買

掛

の
割

合

、

の

経

濟
界

が

正
常

化

す

る

に
と
も

な

い
、

現

金

取
引

よ
り

信
用

取

引

に
移

行

す

る

こ
と

は

の
ぞ
ま

し

い
が

、
最

近

は
、

い
わ
ゆ

る

「
金

詰

価

り

」
を

反

映

し

て
、

い
す

こ

の
業

界
と

も
・

買

掛

は

増
加

す

る
と
同

時

に
、

費

掛

の
回

牧

は
甚

だ
困

難

と
な

つ

て
い

る
。

本

調
査

に
よ
れ

ば

、
先

す

販
費

高

に
封

す

る
掛
費

と

現
金
賞

と

の
割

合

は
李

均

三
〇

・
七
%

樹

六
九

・
三
%

と
な

つ

て
を

り
、

信

用

取
引

の
相

當

多

い

こ

、

辱



■
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と

が
知

ら

れ
.る
。

し

か

し
、

こ
れ

も
業

種

に
よ

つ
て
異

り

、
食

料
品
業

で
は
掛

費

が

三

二

・
七

%

で
あ

る

の
に
樹

τ

、
佳

居

用
晶
業

で

は

の

一
七

。
八
%

で
、

現
金

費

が
多

い
よ

う

で
あ

る

。

、

16

-

(

次

に
仕

入
高

に

つ
き

、
掛

買

と
現

金

買

と

を
樹

比

し

て
そ

の
割

合

を

み

る

に

、
卒

均

五

四

・
三

%
樹

四

五

。
七

%

と
な

つ

て
を

り
、

後

者

の
方

が

少

い
。
し

か

し
業

種

に
ょ

つ
て

は

こ

の
關

係

が
逆

に
な

つ

て

い
る
も
め

も

み
ら

れ

、
た

と

え
ば
食

料
晶

業

で
は

掛

買

の
四

三

。

一
%

に
封

し
現

金
買

は

五
六

、・
九
%

で
、
過

孚

は

現
金

取
引

を

余

儀
な

く

さ
れ

て
い

る
こ

と

が
知

ら

れ

、

金
融

難

の
折

柄

、
そ

の
経

膏

上

の
困
難

さ

が
よ

く
察
知

さ

れ

る
。

な

お
、

衣

料

品
業

で
は
掛

買
封

現
金

買

の
比

五

八

・
三
%
樹

四

一
・
七

%

、
住

居
用

品

業

で
は
同

じ

く

爾
者

の
比

六

一
・
八
%

封

三
八

・
二

%
、

そ

の
他

の
業

で
は

五

四

・
二
%

封

四

五

・
八

%

と
な

つ

て

い
る
。

㈹

賃

金

支

梯

歌

況

最

近

の
費

行

不

振

、

金

詰
り

に
加

え

て
、
費

掛

代

金

の
回

牧
難

、
重
税

等

に
よ
り

、

中

小

商
業

で
は
從

業

員

に
封

す

る
賃

金

の
支
佛

に

困

難

を
感

じ

て
い

る
も

の
が

少

く
な

い
。
も

ち

ろ

ん
、
商
業

は

工
業

と
異

り
從
業

員

数

少

い
た

め
、

通
常

の
維
螢

を
持
績

せ
る
も

の

で
あ

る
か

磐

り

、

こ

の
面

に
お

け

る
困

難
性

は

比
較

的

少

い

の
で
あ

る
が

、

そ

れ

で
も
賃

金

の
支
梯

を
遅

延

し
、
或

は

分
割
梯

を

し

て

い

る
も

め

が

み
ら

れ

る
。

本

調
査

に
ょ
れ

ば

、

「
普

通

梯

」

の
も

の
八
四

・
四

%
、

「
分

割
梯

」

の
も

の

一
一

・
七
%

、

「
遅

梯

」

の
も

の

三

・

＼
九

%

と
な

つ
で

い

る
。

し
か

し
業

種

別

で
は

食

料

品
業

が
良

好

で

「
普

通

」
九

三

・
八
%

、

「
分

割

」

五
・
「
%
、

コ
逓
佛
己

一
・

一
%

で

あ

る

の
に
封

し

、
衣

料

品
業

は

あ

ま
り
良

好

と

言

い
難

く

、

「
普

通

」

六
八

・
八
,%
、

「
分

割

」

二

【
・
五
%

、

「
遅
佛

」

九

・
七

%

で

あ

り

、

ま

た
業
態

別

で
は
卸

費
業

が
良

好

で

「
普

通

」
九

二

。
三

%
、

当
分

割
」

六

・
六
%

、

「
遅

佛

」

一
・

一
%

で
あ

る

の
に
樹

し

、

一

小
賞

業

は

あ

ま

げ
良

好

と
言

い
難

く

「
普

通

」
八

一
・
二
%

、

「
分
割

」

一
四

・
四

%
、

「
涯

沸

」

四

・
四

%

、
同

じ

く
製

造

小
曹
.業

も

秘

「
慧

穴

○

.
八
%
・

雰

割

二

一
.
○
%

・

「
逞
梯
」
八

三

%
と
な

つ
て
い
る
・

一

・

」

C

経

」螢

資

金

北

海

溢

に

於

け

る

中

小

商

業

,

畠
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北

海

遣

に

於

け

る

中

小

商

業

e

資
金

の
利
用
歌

況

一
般

に
商
業
維
螢

に
要
す
る
資

金

は
、
大
別

し

て
、
商
品
仕
入
等

に
要
す

る
運
韓
資
金
と
、
店
舖

そ

の
他

の
施
設

に
要
す

る
設
備
資

金

と
な

る
が
、
最
近

に
お
け
る

「
金
詰

り
」
や
費
掛

金

の
回
牧
難

、
現
金

取
引

の
増
加
等
を
反
映
し

て
、
ど

の
企
業
も
運
韓
資
金

の
不
足

に

な

や
み
、
そ

の
借
入

も
困
難
な
實
情

に
あ
る
。
本
調
査

に
ょ
れ
ば
、
全
業
者

を
通
じ
、
奉
均

し
て
、
蓮
縛
資
金

は
八
九

・
五
%
を
占
め

、

設
備
資
金
は

一
〇

・
五
%

と
な

つ
て

い
る
。

こ
れ
を
業
種
別

に
爾
者

を
封
比
し

て
み
る
と
き
、
食
料
品
業

で
は
九

一
・
五
%
封

八

・
五
%
、

衣
料
品
業

で
は
八
〇

.
五
%
樹

一
九

.
五
%
、
佳
揖

用
品
業

で
は
九
三

.

一
%
樹

六

.
九
%
と
な

つ
旋

を
り
、
衣
料
品
業

に
お

い
て
設
備

資
金

の
割
合

が
や

玉
多
く
占
め
ら

れ

て
い
る
。
而

し

て
か
く
高
率

を
占

め
る
運
轄
資
金
が
銀
行
そ

の
他

の
金
融
機
關

よ
り

の
融
資

に
困

難

の
多

い
こ
と

は
、
維
螢

を
資

金
面
よ
り
非
常
な
困
窮
歌
態

に
お
ち

い
ら
し

め
、
時

に
は
、
中

小
商
業
不
振

の
原
因

が

こ
の

一
勲

に
存

す
る

に
あ
ら

す
や
と
思

わ
し

め
る
ほ
ど

の
も

の
で
あ
る
。

ω

金

詰

り

の

原

因

、

今
日

の

「
金
詰

り
」
が
、
基
本

的

に
は
、

ド

ッ
ヂ

・
ラ
イ

ン
の
實
施

に
よ

る
超
均
衡
財
政

と
イ

ン
フ
レ
ー
シ

.
ン
の
牧
束
を
め
ざ
す
金

融

政
策

に
あ

る
こ
と
い
う
ま

で
も
な

い
が
、
更

に
こ
れ
は
各
個

の
企
業

に
お

い
て
種

々
の
具
艦
的
事
象

と
し
て
あ
ら

わ
れ

て
い
る
。
本
調

査

に
よ
れ
ば
、
最
も
多
く

の
商
業
者

が
あ
げ

る
も

の
は

「
現
金
前
佛

の
増
加
」
で
あ
つ
て
、

こ
れ
は
商
品

の
仕
入
等
に
掛
買

が
で
き
す

、

現
金

の
前
納

を
要
す
る
歌
勢

に
あ

る
こ
と
を
物
語

つ
て
を

り
、

次
・い
で

「
銀
行

の
貸
出
制
限

」

「
物
儂
騰

貴
に
よ
る
購

入
資

金

の
増
加

」

「
現
金
前
受

の
減
少
」

「
費
行

の
不
振

」
等

と
な

つ

て
い
る
。
昨
年
度

の
同
様
の
實
態
調
査

に
お
い
て
、
金
詰
り

の
原

因
と
し
て
多
く

の

業
者

が
ト

ヅ
プ

に
あ
げ
た
も

の
は

「
費
行
不
振

」
で
あ
つ
た
が
、
今
年
は
そ
れ

が
第

五
位

と
な

つ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
決
し

て
費

行

が
良
好

に
な
り
た
と

い
う
わ
け
で
な
く
ハ
依
然
、
不
振
歌
態

に
し
て
金
詰
り

の

一
因
と
な

つ
て
い
る
に
相
蓮
な

い
が
、
今
年
は
そ
れ
以

上
に

「
現
金
前
佛

の
増
加

」
や

「
銀
行
貸
出

の
制
限

」
等

が
大

き
く
影
響

し

て

「
金
詰
り
」

の
原
丙
と
な

つ
て
い
る

の
で
あ

る
。
な

お
、

9



δ

、

(167)一497一

O

す ろ2と す る 3と す る 4と す る 5と す ろ

の も の も の も の も の

ぐ
'

492 203 84 35 6

253 300 125 51 20

252 114 79 27 14

178 165 117 50 22

25 86 78 50 29

11 43 44 29 ,22

19 39 39 30 7

15 27 31 30 12

13 17 23 8 4

10 18 11 25 11

12 12 10 4 3

3 11 3 17 11

6 6 4 3 2

2 6 11 8 18

1 5 7 3 2

一 1 1 1 2

 

ひ
＼

＼ 順
原 因 ＼～

撫
鵬蕪
灘

行

張

取

.

金

晶

金

行

税

倒

の

齢

護

噸

に

工

轟

現

銀

獺

現
震

徴

貸

銀

塞

官

撒

鑛

親

租

受
不
、

北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

"

'

、

本
調
査

で
は
各
業
者

が

「
金
詰

り

↑
の
原
因
を
二

つ
以

上
あ
げ
、

こ
れ

に

一
位

か
ら
五
位

ま
で

の
順

位
を

つ
け
,

た

爲
、
前

項
ま

で

の
よ

う
に
百
分
率

で
示
す

こ
と
は
む

す

か

し
い
の
で
、
集
計

さ
れ
た
結
果
を
多

い
も

の
よ
り

か

」
げ

る
ζ
・と

」
す

る
。

な

お
ま
た
、

こ
れ
を
業
種
別

に
つ
い

て
み

る
と
き
,

上

記

の
順
位
は
、
大
艦

、
各
業
種

に
共
通
し

て
い
る
よ

う

で
あ

る
が
、
業
態
別

に
み
る
と
き
、

小
萱
業

で

「
現

金
前
佛

の
檜
加

」
を
金
詰
り

の
原
因
と

し
て
あ
げ

る
も

の
が
墜

倒
的

に
多

い
こ
と
、
卸
費
襲

小
費
業

で
は

「
銀

行

の
貸
出
制
限

」
が
そ

の
第

一
位

に
多
く
記
入

さ
れ

て

い
る
こ
と

は
、
注
目
す

べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
。

⇔

金
詰
り
切
抜
樹

策

前
記

の
よ
う
な
諸
原
因
に
も
と
つ
く

「
金
詰
り
」
を

中
小
商
業

で
は
ど

の
よ
う
な
調

策
を
も

つ
て
切
抜

け
て

い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
た
各
業
者

に
よ

つ
て
種

々
の
封
策

が
と
ら

れ
て

い
る
が
、
塵
倒

的
に
多

い
も

の

も

あ
れ
ば
、
甚

だ
少

い
も

の
も
存
す

る
。
本

調
査

に
よ

、

/
〆
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、

、

、

北

晦

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

,

れ
ば
、
第

一
位

に
最
も

多
く
記
入

さ
れ

て

い
る
の
は

「
販
費
成
績

の
高
揚

」

で
あ
り
、

笑
い
で

「
金
融
機

關
か
ら

の
借
入
」

「
費

掛
金
回

牧

の
促
進
」
と
な

り
、
前

項
同
檬
、
集
計

の
結

果
を
あ
げ

る
と
左

の
通
り

で
あ
る
。

こ
れ

に
よ

つ
て
み
る
と
き

「
金
詰
り
」
を
切
抜

け
る
た
め
、
何

よ
り
先

に
、
販
責

の
面
,に

封
策

を
見
出
し

て
い
る

こ
と
は
、
商
業
者

と
し

て
當
然

の
こ
と

玉
言

い
な

が
ら
、

工
業

の
多

く
が

「
金
融
機
關
か

ら

の
借

入
」
に
依
存
す

る
こ
と

の
大
な

る
も

の
あ
る

の
に
比
し
、
著
し

く
異

る
も

の
と
い
わ
ね

ば
な

ら
ぬ
。
な
お
、
か
く

「
販
費
域

績

の
高
揚

」
に
ま

つ
も

の
が
多

炉
と
し

て
も
、
業
態
別

に
な

が
め

て
、

そ
れ
は
小
費
業

に
特

に
多

い
の
で
あ

つ
て
、
卸
費
業
…

σ

で
は
そ

れ

に
次
い
で

「
金
融
機
關

か
ら

の
借
入

」
に
依
存
す

る
悉

の
が
か
な

り
存

し
、
ま
た

卸
費
蓑

小
費
業

や
製
造
小
費
業

に
お

い
て
も
同
様

の
こ
と
が
み
ら

れ
る
。

㈲

金
融
機
關
別
借
入
歌

況

,

中
小
商
業
者

が
今

日

の

「
金
詰
り

」
を

切
抜
け

る
た
め
、
金
融
機
關
を
多
く
利

用
し

て
い

る
こ
と
、
上
記

の
通
り

で
あ

る
が
、
然
ら
ば
、
ど

の
よ
う
な
金
融
機
關
が
、
ど

の
程
度

に
利

用
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
本

調
査

に
よ
れ
ば
先
す
本

來

の
金

融

機

關

で
あ

る

「
銀

行
」
は
最
も
多
く
利
用

せ
ら
れ

て
四
四

・
六
%

を
宗

し
、
次

に

「
問
屋
」
二
〇

・
七
%
、
下

つ
て

「
個
人

」

一
四

・
四

%
、

「
無
鑑
會
肚
」

九

・
四
%
、

「
信

用
紐
合
」
七

・
八
%
、

「

そ

の
他

」
二

・
九
%
、

「
商

工
組
合

巾
央

金
庫
」

○

隔
二
,%
と
な

つ
て
い
る
。
・か
く
、
金
融

機
關

と
し

て

「
銀
行

」
は
最
も

多
く
利
肘

せ
ら

れ

て
い
る
が

、
業
種
別

で
は
衣
料
晶
業

に
多

く
し

て
五

一
。
七
%

で
あ
り
、
他

の
業
界

は
干

均

に
近
似
し

て
い
る
。
ま
た
業
態
別

に
み
る

＼ 一～ 頭 位封 策 ～ ～～
1と す る

も の

2と す う

も の

3と す る

も の

4と す う

も の

5と す る

も の

販 費 成 績 の 高 揚 520 199 83 26 10、

賓 掛 金 回牧 の促 進 199 258 87 20 6
亀

金二融 機 闘 か らの借入 262 192 67 11 1

税 金 支 佛 の 延 期 89 167 105 53 25

個 人 か ら の 借 、入 105 50 36 7 7

輕 誉 の 縮 少 84 37 33 8 3

出 資 者 か らの 追 加 16 10 7 3 1

設 備 資 材 の 費 却 3 2 2 4 1

、

'

●



と
き
、
卸

費
業

と
小
費
業

と

の
間

に
は
大
き
な
差
異

が
み

ら
れ
る
。
す
な

わ
ち

「
銀
行
」

の
利

用
に
つ
き
、
卸
費
業

で
は
六
九

・
三
%

で

鋤

あ
る

の
籔

し
、
小
費
業

で
竺

三

・
。
五
%
、
ま
た
難

小
鍵

で
蓬

八

.
八
%

に
止
ま

つ
て
い
る
。

こ
の
反

面
、

扁

人

金
融

」
、

ム
ユ(

(
親
類
、知
己
等
か
ら
借
入
れ
る
縁
故
金
融
と
高
利
貸
か
ら
の
融
通
)
や

「
問

屋
金
融
」
が
小
費
業

や
製
造
小
膏
業
等

に
ょ

つ
て
相
當

に
利

用
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
個
人

金
融

」
で
は
、
卸
費
業

の

一
〇

.
八
,%
に
樹

し
、
小
膏
業

一
七

.
五
%
、
製
造

小
費
業

憎
九

.
九

%
で
あ
り

ま
た

「
問
屋
金
融

」

で
は
、
卸
萱
業

の

=

一
・
八
%

に
甥

し
、
小
費
業

二
八

・
四
%

、,
製
造
小
齋
業

二
〇

・

一
%
と
相
當

に
多

い

の
で
あ

る
。
な
お
、
無
審
會
瀧

の
利
用
が

九

・
四
%
あ

る
ご
と
は
、

今
度
、

「
相

互
銀
行

」
と
し

て
焚

足
せ
る
無
蜜
業

の
進
展

に
と
も
な

い
、
漸

次
、
増
加
し

て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ

れ
、

商

工
組
合
中
央
金
庫

の
利
用
が
僅
加
○

・
二
%

璽
(
内
課
ー
衣
料
品
小
賓
業
0

・
三
%
、
佳
居
用
品
小
喪

業
O

.
一
%
)

に
す
ぎ
な

い
こ
と
は
、

今
後

に
お
け
る
協
同
組
合
蓮
動

の
活
稜
化
と
、

こ
の
種
金
融
機
關

と

の
密
接

な
る
提
携
が
要

望
せ

ら

れ
る

の
で
あ

る
。

国

借

入

成

功

歌

況

重

中
小
商
業

が
前

記

の
ご
と
き
各
種

の
金
融
機
關
を
利

用
す

る
に
あ
た

り
、
そ
れ

に
借
入
れ
を
申
込

ん
で
、
そ

の
全
部
が
成
功

し

て
い
る

か
と

い
う

に
、
事

實
は
決

し

て
然

ら
す

、
孚
分
以
上
成
功

し
た
も

の
も
あ
れ
ば
、
ま
た
以
下

の
も

の
も
存
し
、
更
に
全
部
不
成
功

に
絡

つ

て
い
る
も

の
も
少
く
な

い
。
本
調
査

に
よ
れ
ば
、

「
全
部
成
功

」

の
も

の
四
九

・
六
%
、

「
牟
分
以
上
成
功

ト

の
も

の
三
〇

・
七
%
、

「

・
孚

分
以
下
成
功
」

の
も

の

旧
七

・
六
%

、

「
全
部
不
成
功

」

の
も

の
二

・
一
%
と
な

つ

て
い
る
。
か
く
、
借

入
申

込

の
約
孚
分

の
も

の
は

成
功

し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
業

種
、
業
態

の
異

る
に
し
た

が

い
、
若

干

の
差
異

が
み
ら
れ

る
。
先

す
業
種
別

で
は
、
食
料
品
業

は
五
九

・

一

五
%

で
最
も

よ
く
ー

「
全
部
不
成
功

」
は
O

.
七
%

で
最
も
少

い
1

衣
料
晶
業
四

吋
・
二
%
、
住
居
用
品
業

四
七

.
九
%

、
そ

の
他

の
業

靭

四
五

●

一
%
と
な

つ
て
を

り
、
ま
た
業
態
別

で
は
、
卸
費
業

が
五
〇

・
○

%
、
小
費
業

が

五

一
・
○
%
、
卸
費
襲
小
費
業

が
五
〇

.
三
%

幽

な

る
に
封

し
、
製
造
小
費
業

は
僅

か
三
〇

・
七
%
に
止
り
、
こ
れ
は

ひ
い
,て
不
成
功

の
率

に
あ
ら

わ
れ
、
す
な

わ
ち

、
「
雫
分
以
下
成
功

」

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

/

、
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北

海

遣

に

於

け

る

中

小

商

業

は

、
卸

費

業

で

一
八

・
五
%

、
小
費

業

で

一
七

・
二

%

、
卸
費

象

小

費

業

で

一
四

・
六

%

に
封

し

、
製

造

小
費

業

で
は
二

九

・
○

%

と
相

當

に
多

く
、

ま
た

「
全

部

不

成
功

」

で
も

卸

費

業

一
・

一
%

(
九
二
人

の
う
ち

一
人
)
、
小
費

業

二

・
四

%

(
六

三
一二
人

の
う
ち

一
気
人
)
、
卸

費

襲

小
費

業

一
・
八
%

(
一
七

一
人

の
う
ち
三
人
)

に
封

し

、
製

造

小
費

業

で
は

三

・
二
%

(
六

二
人

の
前
ち

二
人
)
と
な

り

て

い
る
。

㈹

貸

付

拒

絶

歌

況

前

記

の

「
資

金
借

入
申

込

の
不
成

功

」
は

、
換
言

し

て
金

融

機

關
か

ら

「
貸

付

拒

絶

」

さ

れ

た

こ
と

で
あ

る
が

、

然
ら

ば

、
そ

の
拒
絶

理

出

に
は

、

い
か
な

る
も

の
が
あ

げ

ら

れ

る
か
。

こ
れ

に
は
種

麦
の
も

の
が

み
ら

れ

、
申

に
は

、
商

業

者

自
身

、
経

螢

上

の
改

善

を

要
す

る
も

の
が

少

く
な

い
。

本

調
査

に
ょ

れ

ば

、
第

一
位

に
最
も

多
く

記

入

さ
れ

て
い

る

の
は

「
金

融

機

關

に
手
持
資

金

が
な

い
た

め
」

と

い

う

の
で
あ

つ
て
、
次

い
で

「
費

行

不
振

の
た

め
」

「
取

引

が
な

い
た

め
」

「
資

産
欺

態

が
悪

い
た

め
」

が
、
大
艦

、同

程
度

に
あ

げ
ら

れ

、

下

つ
て

「
事
業

の
経
験

が
淺

い
た

め

」

「
生

産
實

績

が

上
ら
な

い
た

め
」

「
技

術

が
悪

い
た

め
」

等

と
な

つ

て

い
る

。
な

お
、

か

玉
る
傾

向

は
業

種

別

、
業

態

別

に
み

て
馬

大

髄

、
等

し

い
よ

う

で
あ

り
、

そ

の
間

、

大

き
な

差
異

は
認

め
ら

れ

す

、
集

計

の
結

果
を

か

」
げ

る
と

左

の
通

り

で
あ

る
。

(
吹
頁
に
掲
載
)

㈹

信

用
保

讃
協

會

の
利

用
歌

況

　

杜
團
法
人

北
海
道
信
用
保
誰
協
會

は
、
北
海
道
聴

が
中
心
と
な

り
、
各
市
町
村
及
び
道
内

の
銀
行
そ

の
他

の
金
融
機
關

の
参
加

に
よ

つ

て
結
成

さ
れ
、
昭
和
二
十
四
年

五
月
か
ら
業

務
を
開
始

し
た

も

の
で
あ

る
が
、
そ

の
目
的
は
、
中
小
企
業
者

の
金
融
難

を
打
開

す

る
た
め

そ

の
信
用
を
保

誰
し
、
薯
業

に
要
す

る
運
韓
資
金
や
設
備
資
金

の
融
資

に
便
宜
を
は
か
り
、
以

て
そ

の
助
成
、
振
興
を
期
す

る

に
あ
る
。

本
調
査

に
ょ
れ
ば

一
、
三
二

三
業
者

の
う
ち
、
こ
れ
を

「
利

用
し
た

こ
と
が
あ

る
」
も

の
僅

か
二

七

名

(
食
料
品
業

一
〇

、
衣
料
品
業

四

、
佳
居
用
品
業

一
〇

、
そ

の
他

の
業

三
)

で
全
盟

の
二
%

に
止
り
、
」
「
利

用
し
た

こ
と
が
な

い
」
も

の
は

一
、
二
九
六
名

で
全
艦

の
九

八
%

に
あ

た

つ

て
い
る

。
か

く

、
利

墾

の
低

い
こ

と

は
、

こ

の
制

度

が

設

け
ら

れ

て

日
淺

く

、

一
般

に
熟

知

さ
れ

て
い
な

い
と

と

、
廣
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5と す る

も の

4と す る

も の

る

の

すと園ろ

の

すと尾 
る

の

すとー

J
D

[

一

1

一

1

1

一

【

3

3

3

一

3

一

1

6

13

10

15

4

1

3

σ

一

27

54

46

44

17

7

2

一

200

81

69

57

17

!
◎

ハ∠

9

一

藤醸 ゴー運ミ
金融機關に手持贅金が
な い 才こ め

費 行 不 振 の れ め

取 引 が 取 い7こ め

養 産 駅 態 の悪いテこめ

事業 の経験が淺い六め

生産實績 が上 らない六めヒ

技 術 が 悪 い た め

勢働攻勢が激 しいアニめ

ロ

牛

分

に
も

及

ん

で

い
な

い

こ
と
は

、

維
螢

の
樂

で
な

い

こ
と
を

示

し

て

い
る
も

の
と

み

ら

れ

よ
う

。
な

お
、

の

も

 

業

種

別

に
み

る
と

き
、

食

料

品
業

五

五

・
一
一
%

で
最

も

よ

く

、
衣

料

品
業

三

六

・
七

%

で
最

も

悪

く

、
住

居

用

品
業

四

四

・
五
%

、

そ

の

北

海

営

に

於

・
け

る

中

小

商

業

へ

大
な
道
内
牝
支
所
、
出
張

所

の
少

い
こ
と
等

に
基

因

し
て
い
る

の
で
あ
み
う
。
な

お
、
中
小

商
業
者

が
信

用
保

謁
協
會

に
申

込
ん

で

「
ど

の
程
度

の
保

誰
を

し

て
も
ら

つ
た

か

」
、

こ
れ

ハ

は

一
〇

〇

%

の
保

謹
を
得

た
も

の
も

あ

れ

ば

、

五

〇
%
位

の
も

の
等

々
、
.種

丸
あ

る
こ
と

玉

ノ

思

わ
れ
る
が
、
亭
均
し
て
業
種
別
で
は
食
料
晶
業

が
七

九
%
、
衣
料
品
業

五
二

・
五
%
、
住

居

用
品
業

七
九

・
五
%

、
そ

の
他

の
業

一
〇

〇
%
と
な

つ
て
を
り
、

ま
た
業
態
別

で
は
卸
責

業
七

六

・
六
%
、
小
費
業

八
七

9

一
%
、
卸
費
蓑
小
費
業
七

一
・
四
%
、
製
造

小
費
業

八
五

・
九
%
と
な

つ
て
い
る
。
現
下
、

金
融
難

に
な

や
む
中
小
商
業
者

の
融
資
を
圓
滑

に
す

る
た
▼

め
、
ご
れ
が
制
度

の
強
化
と

一
暦

の
利
用
と

が
の
ぞ
ま
れ
る
.

D

税

金

の

税

金

の
納

入
歌
況

.

一
般

に
中
小
商
業

に
と
り
、
税

金

の
納

入
は
決

し
て
容

易

の
こ
と

に
あ
ら
す
、

と
き
に
過

お

重

の
場

合

、
経

螢

困

難

の

一
因

と
な

つ

て

い
る
。

し

か

し
、

と
れ

は

、

法
律

上

か

ら
み

て
完

納

さ
る

べ
き
も

の
で

あ

る
。
本

調

査

に
よ

れ

ば
、

昭

和

二

十

五
年
度

諸
税

の
納

入

状
況

は

、

「
全
部

納

入

濟

」

の
'も

の
は
全

膣

の
四

六

・
五
%

に
す

ぎ

す

、

「
牛

分

以

上
納

入

」
せ

る
も
・

の
三
七

・
三

%
、

「
牛

分

に
達

せ
す

」

の
も

の

こ

こ
・
○
%

、

一「
全

然

牧

め

て

い
な

い
」
も

の
三

・
二
%

と

な

つ

て

い
る
。

昨

年
度

の
諸

税

に

つ
琶

、
全

部
納

税

濟

の
も

の

が
全
業

者

の

「
全

部

納

入
濟
」

の
も

の
を
,

'

、

、
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、

北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

/

ダ
る

他

の
業
四

五

・
八
%
と
な

つ
て
を
り

、
ま
た
そ
れ
を
業

態
別

に
み
る
と
き
、
、卸
費
業
は

六
〇
%

で
最
も
よ
く
、
製

造
小
費
業
は
二
九

↓

吋

%
で
最
も
悪
く
、
小
費
業

は
四
七

・
二
%
、
卸

費
襲
小
費
業

は
四
三

・
七
弥
と
な

つ
て
い
る
。

倒

税

金
納

入
不
能

の
理
由

、

上
記

の
通
り
、
税

金

の
納

入
で
き
な

い
も

の
が
多
激

み
ら
れ

る
が
、
そ
れ

は
い
か
な

る
理
由

に
ょ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ

に
租

々
の

も

の
が
み
ら

れ

る
。
本
調
査

に
よ
れ

ば
、
各
業
者

と
も
種

々
の
も
・の
を
あ
げ

て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
、
第

一
位

、
第
二
位

、
第

三
位

と
順

位
を

つ
け
ら
れ
た
結
果

に
ょ
れ
ば
、第

一
位

に
多

い

の
は

「
税
率

が
高
す
ぎ

る
」
と

い
う
訴

え
で
あ
り
、

ま
た
第

一
位

と
し
て
あ
げ
た
も

の
は
前
者

ほ
ど

多
く
な

い
が
、
第

二
位
、
第

三
位

に
あ
げ
た
も

の
」
数

を
考
慮

に
い
れ

る
と
、

「
更
正
決
定

が
高

い
」
と

い
う

の
が
、
最
も
多
く
を
占

め
て
い
る
。
こ
れ
ら

は

各
業
種
、
業

界
に
わ
た
り
.
共
通
的

に
み
ら
れ

る
。

い
す
れ

に
し

て
も
所

得
額

に
封

し
課
税

は
高

い
と

み
ら
れ

る
。
ど
れ
位
高

い
か
と

い
う

に
、
本
調
査

で
は

,
不
均
し

て
二
八

・
三
%

と
な

つ
て
い
る
。
納

入
不
能

の
理
由
と

こ
れ

に
順
位

を

つ
け
た
表
を
示
す

と
ヒ
禍

の
通

り

で
あ

る
。

⇔

税
金

の
費

上
高

に
謝
す

る
割
合

上
記

の
通
り
、
税
率
が
高
す

ぎ
る
た

め
、
税

金

の
納

入
が
で
き
な

い
と

い
う
中
小
商
業
者
は

多

い
が

そ
れ

で
は
費

上
高

に
劉

し
、
税

金
は
ど

の
程
度

の
割
合

を
占
め

て
い
る
か
α
本
調
査

に
ょ
れ

ば
食
料
品

業
八

・
四
%
、
衣
料
品
業

七

・
六
%
、
佳
居
用
品
業
七

・

一
%
、
そ

の
他

の
業

九

・
七
%

と
な

り
、
李

均
は

八

・
・二
%
で
あ

る
。

-
・

⑳
.

所
得
税

(
法
人
税

)

の
昨
年
度

と

の
増
減
比
較

一
般

に
税

金
は
、
年

々
、
・檜
加

の
傾
向

に
あ

つ
て
、

中
小
企
業
界

で
は
重
税
を
訴

え
る
聲
は
嚢

之
て

一 順 位理 由 一 1と す る

も の 1とす島il鬼

税 率 が 高 す ぎ ろ 307 61【16

更 正 決 定 が 高 い 244 213 74

税 額 に 凸 凹 が あ る
L

63 86 31

納 期 が 』良 く な い 62 30i19

騨 方法が良くな■z3
135i16

、

、



鶏

＼
、

い
な

い
。
本
調
査

に
よ

つ
て
も
、

こ

の
こ
と
は
明
か

に
知
ら
れ
得
、
全
業
者

の
う
ち

、
昨
年
度

(
昭
和
二
十
四
年
度

)
分

に
比

し
、

「
櫓

聯

」
と
記
入
し
だ

も

空

、
・
四

天

(
夫

.
老

、

「
減

」
と
記

入
し
た
も

の

δ

・
人

(
七

.
六
%
)
、

記

入
の
な

い
も

の
」

(

蝿
八
二

(
=

二
・
七

%
)

と
な
つ

て
い
る

。
す

な

わ

ち

、
約

八
割

に
近

い
業

者

は
昨
年

(
昭
和

二
十
四

年

)
度

よ

り
も
税

金

の
増
加

せ

る

こ
と

を

つ
げ

て
を

り

、
ま

た

ど

れ
位

檜

加

し
た

か

に

つ

い
て
は

、
食

料

品
業

で
三

一
・
八
%
.、

衣
料

品
業

で
四

三

・

一
,%
、

住

居

用
品

業

で
三

一

・
六
%

、

そ

の
他

の
業

で

三
四

・
九
%

、
平

均

三
五

・
四

%

の
増

加

と
な

つ

て
い

る
。
既

述

の
ご

と

く
萱

行

は
増
加

せ
す

、
金

詰

噂
り
は
甚

だ

し
く

、

し

か
も

こ

の
よ

う
に

視

金

が
増

加

し

て
ゆ

く

こ
と

は

、

そ

の
経

螢

を
困

難

に
し

て
ゆ

く

こ
と

い
う

ま

で
も

な

く

、
中

小

商
業

封
策

の

一
課

題

が
こ

エ
に
存

す

る

こ

と

が
知
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

㈲

帳

簿
記

入

の
有

無

一
般

に
商

業
者

が

一
定

の
帳

簿
組

織
を

そ
な

え
、
商

品

の
仕

入
高

や
販
萱

高

を

記

入

し
、

ま
た

現
金
牧

支

の
歌
態

を

明

か

に
し

て

お

く

,
こ
と

は

、
課
税

の
適

正
化

を

期
す

る
た

め
、
甚

だ
大

切

な

こ

と
」
せ
ら

れ

る
。

そ

れ

で
は
、
本

道

の
申

小
商
業

は
、

ど

れ
位

、

こ
れ

を

實

行

し

て

い
る

の
で
あ

ろ

う
か

。
本

調

査

に

よ
れ

ば

「
記

帳

し
て

い
る

」
も

の
は

全
膿

の
三
三

・
三

%

ハ
四
四

〇

名

)

に
止

り
、

し

た

が

つ

で
残

り

の
六

六

・
七

%

に
あ
た

る
も

の

(
八

八
三
名

)

は

「
記
帳

し

て

い
な

い
」

も

の
で
あ

る
。
最

近

、
中

小

商
業

簿
記

は
、
、各

都

市

と

も

、

講

習
會

そ

の
他

の
方

法

に
ょ

り
種

々
指
導

さ
れ

て

い

る

の
で
、

相
當

、
普

及

し

て
い

る

と
思

わ
れ

る

の
に
、

か

く
も

記

帳
者

の
少

い

と
と
は
、

本

道

の
中
小
商
業

界

に
と

り
、

こ
れ

が
普

及

は

、
全
般

的

に
み

て
、
未

だ

し
.の
感

な

き

を
得
な

い
。

も

ち

ろ

ん
、

こ
れ

も
業

態

別

で
は
著

し

い
差

が

み
ら

れ

、
卸
・費

業

で
は

六
七

・
五

%

、
卸

費

藻

小
費
業

で
は

五

六

・
三

%

が

「
記

帳

し

℃

い
る
」

と

い

つ

て
い

る

か

【

ら

、

こ

」
で

は
相

當

の
記

帳
者

が

あ

る
が

、

し
か

し
反
封

に
、
製

造

小
費

業

で
は

三

五

・
四
%

、
・
小
費

業

で
は

二

三

・
八

に
す

ぎ

な

い
か

03

暮

,

団

ら
、
特

に
小
費
叢

で
は
記
帳
者

は
少

い

の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
帳
簿

の
記

入
は
、
軍

に
課
税

上

の
必
要

ρ
み
な
ら
す

、
更

に
自

己

の

経
螢
歌

態
を

正
確

に
把
握

し
、
販
費
高

の
増
加
を
期
す

る
な
ど
、
経

螢

の
合

理

化

を
は
か

る
基

礎
と
し
て
甚
だ
重
要
な
も

の
で
あ
る
か

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

、
、
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、

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

～

'

ら

、
各
業

者

と
も
、
記
帳
技
術

の
向
上
と
帳
簿

の
備
付

に

一
暦

の
努
力

を
な
す

こ
と
が
要
望

せ
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

三

附

言

,

。
や

都
市

中
小
商
業

の
實
態
を
知

る
た

め
に
は
、
更

に
以
上

の
ほ
か
、
卸
費
商
及
び
小
費
商

の
個

々
に
つ
き
経
螢

上

の
細
部

に
わ
た

る
實
情

の
調
査

が
な

さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
す

で
に
筆
者

の
研
究
室

で
は
昨
年
度

(
九
月
)
小
樽
市

に
お

い
で
、
ま
た
本
年
度

(
九
月
ー

十
月
)
札
幌

市

に
お
い
て
調
査

せ
る
資

料
が
存
在
す

る

の
で
、A
前
述

の
實
態
調
査

に
併

せ

て
、
彼
此
樹

照
す

る
と
き
、
實
態
把
握
眞

一
暦

ノ

正
確

に
な

し
得
る

と
も
考

え
ら
れ
る

の
で
あ
る

が
、
都
合

に
ま

り

こ
㌧
に
か

玉
げ
る
こ
と
を
見
合

せ
た
。
た

だ
簡
輩

に
そ
れ

の
調
査
項
目

の
み
を
記
す

と
左

の
通
り

で
あ

る
。

ノ

缶

卸
士買
商

の
調
査

e
整

理
番

號

圓
所
在

地

倒
開
業

年

@鴎
組
織

㈹
從
業
員
数

㈹
倉
庫

の
有
無
と
坪
敏

㈹

主
な
取
扱
品
目

㈹
主
な

取
扱
品

の

最
近

一、箇

年
間

の
仕
入
件
数

及
び
仕
入
高

と
割
合

㈹
代
金
支
彿
方
法

㈹
注
文
方
法

働
注
文
後

現
品
到
着
ま

で
の
日
敏

国
最
近

嚇

簡
年

の
販
費
先

の
件
数
及
び
販
費
高
割
合

歯

販
萱
方
法

㈲
代
金

回
牧
方
法

,
㈲

仕
入

の
多

い
月
と
少

い
月

閤

棚
卸

の
時
期
㈲
手
持

品

の
ス
ト

ッ
ク
月
敏

㈹
螢

業
上

の
感
想

嚇

B

小
士買
商

の
調
査
1

8
整
理
番
號

圓
所
在
地

㊧
開
業
年

四
組
織

圃
店
舖

の
所
在

地

㈹
責

場
面
積

㈲
從
業
員
敏

㈹
主
な

取
扱
品
目

㈹

一
箇

年

の
販
費
高

㈲
販
費
高

の
昨
年

上
期

と

Q
比
較

㈹
販
費
方
法

と
そ

の
割
合

㈲
代
金
回
牧
方

法

㈱
品
目
別
仕

入
先

㈲
代
金
支
佛

づ

方
法

㈲

棚
卸

の
時
期
と
手
持
品
高

肉

一
日
李

均
來
客
敏

、
最
も

多

い
月
、
男
女

の
割
合

㈲
商
費

上

の
感
想

亀

馬

■

'

f
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第
筥

都
市
の
百
貨
店
と
中
小
商
業

一

序

言

前
記

の

「
實
態

調
査
」

に
よ

つ
て
も
明
か
な

る
ご
と
く

、
本
道
都
市

の
中
小
商
業

の
中

に
は

、
現
在
、
経
螢

の
困
難
な
も

の
相
當

に
多

く

、
し
か
も

そ
の
困
難
を
あ
ら

わ
す
明
白
な
事
實

と
し
て
、

「
費

行

の
減
退
」
と

い
う

こ
と
が
み
ら
れ
る

が
、
然
ら

ば
、
何
故

、
か
く
も
費

行

の
減
退

が
起

る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
未

だ
詳
細
な
各
般

に
わ

た
る
調
査
は
行

わ
れ

て
い
な

い
よ
う

で
あ

る
。
思

う

に
都

市

の
中

小
商
業
が
遭
行
減
退
を

き
た
し

て
い
る
原
因

に
は
種

々
の
も

の
が
み
ら
れ
、
そ
れ
喉

し

て
轟

な
も

の
で
な

い
。
先
す

唄
般
的

に
は
経
濟
界

の
不
況

や
購

買
力

の
減
退
等

が
そ

の
大
き
な
も

の
と

し
て
あ
げ
得

、
ま
た
個
別
的

に
は
業
者
自
身

の
経
螢
合

理
化

の

不

足

と
い
う
で
と
も
存
す

る
が
、
更

に
札
幌

市
や
小
樽
市
、
魎
館
市
等

に
お
け

る
中
小
商
業

(
小
費
商
業

)
に
あ

つ
て
は
、
そ

こ
に
存

在

す

る
百
貨
店

に
よ
り
市
民
そ

の
他

の
購
買
力

が
吸
牧

さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
そ

の

「
因
を
な

し
て
い
る
も

の
と
言

い
得
、
否

、
衣

料
品

の

ご

と
き
買
廻
品
を

取
扱
う
小
費
業

に
あ

つ
て
は
、
そ
れ
が
経
螢
不
振

の
大
原
因

と
な

つ
て
。い
る
こ
と
も
少
く
な

い
の
で
あ

る
。
と

こ
ろ

で

ノ

こ

の
こ
と

に
つ
き
、
本

道

で
は
あ
ま
り
論
議

さ
れ

て
こ
な
か

つ
た
よ
う

で
あ

る
が
、
し
か
し
都
市

の
中
小
商
業

の
振
興

封
策
上
よ
り
み

て

甚

だ
重

要
な
問

題

と
思
わ
れ
、

ま
た
廣

く
現
下

の
日
本
経
濟

に
お
け
る

「
商
業

の
在
り
方

」
を
考
究
す

る
場
合

に
も
、
當
然

、
と
り
あ
げ

ら

る
べ
き
重
要
課
題

の

一
つ
と
み
ら

れ
る

の
で
、
果

し
て
百
貨
店

は
都
市

の
中
小
商
業

に
大
な

る
墜
迫
を
加

え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
、'

以
下
、

こ
れ
を
解

明
す

る
た

め
、
本
道

に
お
け
る
百
貨
店

の
動
向
を
な
が
め
、
ま
た
都
市

の
消

費
者
は
百
貨
店
を
ど

の
程
度
利

用
せ
る
や

を

を
知
る
た

め
諸
商
品

の
購
入
脛

路
を

さ
ぐ

り
、
以

て
猫
立
小
費
業
者

の
今
後
す

瓦
む

べ
き
道

を
究

め
て
み
た
い
と
思

う
。

二

百

貨

店

の
.動

向

・

今

日
、
北
海
道

に
お

い
て
百
貨
店

と
名
乗

る
も

の
は
、
か

の

「
百
貨
店

法
」

(
昭
和
+
↓
一年
八
月
+
三
日
公
布
)
の
慶
止

(
昭
和
二
+
二
年
+

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

ー

、

,〆
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北

海

道

に

於

け

ろ

中

小

商

業

㌃

二
月
十
九
日
)
以
來
、
増
加
し
て
き
た
よ
う

で
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る

「
百
貨
店

」

(
嘗
て
ρ
百
貨
店
法
の
規
定
に
從
っ
れ
も
の
、
六
と
え
ば
賢
場
面

積

一
、
五
〇
〇
畢
方
米
以
上
)

ど
み
ら
れ

て
、

「
北
海
道

デ
パ

ー
ト
協
會
」

に
加

入
し

て
い
る

吟も
の
は
、
株
式
會
肚

丸
井
今
井

、
株
式
會
就

三
越

(麦

店
)

、
株
式
會
鮭

五
番
館
、
株
式
會
杜
棒

二
森
屋
、
株
式
會
就
丸
三
鶴

屋
、
株

式
會
就
藤
丸

デ
パ

ー
ト
、
株
式
會
枇
大
國

屋

で

あ
り

、
道
内
都

市

に
お
け
る
本
支
店

び
分
布

は
左

の
通
り

で
あ

つ
て
、
出
張
所
を
加

乏
る
と
、
本
店

六
、
支
店

五
、
出
張
所

二
、
賞
店

.一

.

と
な

つ
て
い
る
。

札
幌
市
i
株

式
會
肚

丸
井
今
井
、
株
式
會

砒

五
番
館
、
株
式
會
肚

三
越
支
店

函
館
市
ー
株
式
會
砒
棒
二
森
屋
、
株

式
會
杜
丸
井

今
井
支
店

小
樽
市
1
株
式
會
肚
大
國
屋
、
株
式

會
杜
丸
井
今
井

支
店

室
蘭

市
i
株
式
會
肚
丸
井
今
井
支
店

旭
川
市
ー
株
式
會
肚
丸

井
今
井
支
店

釧
路
市
ー
株
式
會
肚
丸

三
鶴
屋

帯
廣
市
!
株

式
會
胱
藤
丸

デ
パ
ー
ト

な
お
、
北
見
市
に
は

ビ
ル
デ

ィ
ン
グ
百
貨
店
、

伊
藤
百
貨
店

が
存

在

し
て
同

地
方

で
か
な
、り
名
,を
知
ら

れ
て
を
り
、
ま
た
小
樽
市
そ

の

他

の
都
市

に
も
百
貨
店

と
名
乗

つ
て
近
代
的
経
螢

を
行

い
、
良
き
業
績

を
あ
げ

て
い
る
も

の
も
み
ら

れ

る
が
、

い
す

れ
も
前
記
協

會

に
加

、

入
し
得

る
ほ
ど

の
規
模
を

も

つ
も

の
で
な

い
。

、

さ

て
、
こ
れ
ら
百
貨
店

の
費

上
高
が
、
近

時
、
増
加

の
傾
向

に
あ

る
こ
と
は
、
六
大
都

市
や
そ

の
他

の
全
國
都
市

の
百
貨
店
と
何
等
異

る
と

こ
ろ
は
な

い
が
、

い
ま
、

昭
和

二
十
四
年

一
月
以
降
最

近
に
い
た
る
ま
で
の
歌

況
を
み

る
と
左

の
通
り

で
あ
る
。

℃

6

ド

噛
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北 海 道 百 貨 店 総 費 上 高 ・

、 日本デパー!・協會調査 一
■

7

年 月. 金 額 年 月 金 額
,

,
印

(千 圓) (千 圓)

昭和24年1月 154,010
〃 6月 227,443

〃 2月 ▼

123,283 〃 7月 1辱

'

256,069
'

〃 3月 157,577
〃 8月 239,768

〃

胃

4月 155,742 } 〃 9月 250,799

〃 5月
し

146,539
r

〃 1ρ月
.

319,093

〃 ←月 152,55才
〃 11月 摩 334,223

〃 7月 144,000
〃 12月

F

「

597,878
闇

〃

'

8月 「 136,021
昭和26年 1月

,、

366,777

〃

'1
9月

㍗

155,473
〃 2月 298,882

o

〃 10月 181,207
1 〃 3月

層

,

386,259

7 11月
齢

189,486
b

〃 4月
1

342,144

〃 12月 376,166
〃

に

5月 381,952
ノ

「嘱

1昭和25年 1月 213,323
{ 〃 6児 368r964

1〃
, 2月

置

8

153,983 、

〃 7
.月

3739839

〃 3月 253,135 9
〃 8月 1 358,981

,

〃 4月 229,256
1

〃 9月 398,545

' 5月 236,670
'

1 テ

'

覧

'

●

ψ

ρ

、

t

＼
～

'

o
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(昭 和26年1月 ・一一一7月)

札幌國税局調査

旭 川 市

金 額1指 数1

室 蘭 市

金 額 構
帯 廣 市

1301

80ト

113}

111ト

126!
951

1471

金 額1指 数
_-1

14,506

12,017

e14 ,362

11,675

12,290

9,595

14,524

1251

1031

124

100r

iO6.1
82

125

11,628

7,265

10,121

9,871

11,251

8.484

13,108

16,777i160

13,788!131
20,9971201

15,288146

27,7431265

12,636i121

12,f741116

釧 路 市

金 額 指 数

25,191

21,371

29,314

22,700

14,869

28,169

27,069

131

116

152

118

77

146

140

北

海

溢

にノ

於

け

る

●

、,

二

十

四

年

の
初

頭

以

來

、
か

の
ド

ッ
ヂ

・
ラ

イ

ン
の
實

施

に
ま

る

イ

ン

フ

レ
ー

シ

.
ン
の
牧

束

と
購

買

力

の
減

退

に
よ

り

、
次
第

に
費

行

の
不

振

を

き
た

し

、

ル

経
螢

も
困
難
と
な

つ
て
き
た

の
に
反
し
、
百
貨
店

に
あ

つ
で
は
た
と

え
月

に
よ

り

多
少

の
檜
減
を

み
る

こ
と
あ

つ
た
乏
し

て
も
、
そ

の
費
上
高

が
漸
増
傾
向

に

あ
る
こ
と
は
、中

小
商
業
封
策
を
考
究
す

る
上

に
お

い
て
、絶
樹

に
看
過
し
得
ざ

へ

る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
特

κ
買
廻
品

の
王
座

を
占

め
る
衣
料
品

が
上
記

の
ご
と

北海道百貨 店商 品別費上 高

昭和26年7月 分'

通商産業省官房調査統計部動態統計課調査
、

中

小

商

業

額金覧馬
・㎜
貨

・
剛

・
叩
茶

ス

外

他

捌

料

幽
料
甥

の
品

衣

雑

家

食

食

サ

店

そ

嫡

(千円)

20296i6

82,456

28,230

52,317

6,764

2,298

292

3,196

3,628

% 全國%

5'3.3148.1
21.sl
7.5i
13.gl

8

6

1

8

1

0

0

0

21.4

9.5

12.3

冬0

1.1

4.3

1.1

〔註 〕 店 舖 数12(全 國133)

管業 同敷27・5日(全 國273日)

從 業員 薮1,882人(全 國41,882人)

以
上

の
ご

と
く
、
本
道

都

市

の
百
貨

店

の
費

上
高

は
、漸

次
、
塘

加

の
傾
向

に

あ
る

こ
と

が

知
ら

れ
る
。

一
般

の
中
小

商
業

に
あ

つ

て
は
、
昭
和

'
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北 海道百貨店 月別都 市別費上高

(軍位千圓、指数昭和25年李均=100)

・
市館画市樽小市幌札

額 指数

148

103

144

125

147

143

150

一 一一⊥一 一
指馴 金

 

額金額 指敷

 

金

50,640

35,353

49,319

42,733

50,289

49,045

51,421

撫
140

106

139

126

136.

120

129

39,677

30,112

39,431

＼3S)846

38,759

、

34,243

36,778

126

118

136

126

139

140

134

204,375

178,674

219,275

203,ア96

224,113

226・451

217,190

 

月

月

月

月

月

月

月

1

2

3

4
.
5

6

7

越
支
店
)
に

お

い

て
顯
著

な

も

の
が

存

す

ゐ

。

、

,

北

海

道

に

於

砂

る

中

小

嚇

く

全
艦

の
五
割

以
上

に
の
ぼ
り
、
費
上

の
増

加
嶺
ぎ

た
し

で

い
る
こ
と
は

、

い

よ

い
よ
百
貨
店

の
本
領

を
稜

揮
し
き
た
れ

る
も

の
と

い
う

べ
く
、
そ

の
業
績

の

向

上
を
み
る
反
面
、
當
該
都

市

や
そ

の
周
漫
町
村
、
並

に
そ

の
都

市

に
通

す

る

鐵

道
、
パ

ス
滑
線
都
市
及

び
町
村
市
街

地

の
衣
料
品
小
費

業
者

に
少
な

か
ら

ざ

・

る
打
撃
を
與

え
て
、費

上
高

を
減
退

さ
せ

て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る

の
で
あ

る
。

然

ら
ば
、
都

布

の
百
貨
店
は
中
小
商
業
者

の
費

上
高

を
ど
れ
位
吸
牧
し

て

い

る

の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
の
詳
細
な
謁
査

は
甚

だ
困
難
な
事
柄

で
あ

る
。
前
記
、
札
幌
國
税

局

の
調
査

に
よ
れ

ば
、
昭
和

二
十

五
年

度

の
道
内
各
都

市
百
貨
店

の
総
費

上
高

か
ら
當
該
都
市

ρ
市
民

「
人
當

り
費
上
高

を
算

出
し
.

ね

た

へ

し

し

し

も

し

し

こ
れ
を
同
年
度

の
家
計
費
と

の
封

比
に
お
い
て
、
家
計

の
百
貨
店
依
存
度

は

、

墨

札
幌

市
二
二
%
、
小
樽
市
七
%
、
函
館
市

八
%
、
旭

川
市

五
%
、
室
蘭

市

四
%

燃

、
釧

路

市

一
〇

%

と
な

つ
て
を
り

、

札

幌

市
を
除

い

て
は

さ
ほ
ど

多
く

の
市

民
'

購

買
力

を

吸

牧

し

て

い
る
よ

う

に
も

思

わ
れ

な

い
。
ま

た

札

幌

市

の
二

二

%

に
.

つ

い
て
も
若

干
考

究

す

べ
き
も

の
が

あ

る
よ

う

に
思

わ
れ

る

の
で

事
そ

れ

を
検
U

討

し

て
み

よ
う

。

、

-

.

.

-

・
上

記

の
通

り

、
本

道

百
貨

店

の
費

上
高

は
漸

増

の
傾
向

に
あ

る

が
、

こ

れ
は
.

'

特

に
札
幌
布

の
三
百
貨
店

(
株
式
會
冠
丸
井
今
井
、
絵
式
會
鮭
五
番
館
、
株
式
會
鮭
三

い
ま
、
'上
掲
、
昭
和
二
,十
六
年
七
月
分

の

「
都

市
別
費
上
高
」

に

つ
い
て
そ

の
割

合
を
示

商

業

、

鴨

、

芦

・



ご

'

。

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

.

せ

ば
、
札

幌

市

五
八

・
三
%

、

小
樽

市

九

・
八
%

、
函

館

市

一
三

・
八

%

、
旭

川

市

三

・
九
%

き

室
蘭

市

三

・
五
%

、
帯
廣

市

三

。
二
%

一

.

10

、
釧

路
市

七

・
二
%

、

と
な

り

、
札

幌

市

の
み

で
過
牛

の
約

六
割

を

占

め

て
い
る

こ

と
が
知

ら

れ

る
。

こ
れ

は
、

い
か
な

る
理
由

に
よ

る

ら
一

の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知

の
通
り
、
札
幌
市
は
、
嘗

て

の
職

時
中
、
本
道

に
お
け
る
行
政
上

の
中
心
地
で
あ

つ
た

が
、
同

時

に
各
種

の
統
制

機

關
も
設
置

せ
ら
れ
て
、

こ
れ

に
と
も
な

い
多
く

の
維

濟

統

制

團

燈

が
小

樽
市
等
よ
り
移
韓
し
た

爲
、
維
濟
的

に
も
中
椹
的
地
位
を

占

め
、
し
た
が

つ
て
、
人

々
の
來
往

は
甚

だ
繁

く
、

こ
の
歌

態

は

終

戦

後

も

つ
璽
い
た

の

で
あ
る
。
も

ち
ろ

ん
経
濟

の
正
常
化

に
と
も
な

い
、
物
資

に
封

す
る
続
制

は
、
.漸

次
、
塵

止
せ
ら
れ

て
き
た

爲
、
統
制

團
艦
機
關

は
、

「
懸

、
そ

の
姿
を
消

し
た
け
れ
ど
も
、
経
螢
上
は

そ

の
ま

玉
瓢

し
き
商

就
と
し

て
存
績
し
た
も

の
少
な
か
ら
す
、
小
樽

市
等

に
お

い
て
替

問
屋
筋

の
復

活
あ

る
と
も
、
そ

の
た

め
、
札
幌

市

に
お

い
て
存
績

し
得
ざ

る
も

り
で
な
く

、
現

時

の
新

情
勢

に
.封

盧

し

て
勃
興
し

て
き
た

の
で
あ

る
。
か
く

て
、
今
日
、
札
幌
市
は
政
治

的
、
文
化
的

に
み
て
、
本
道

の
中

心
地
で
あ

る

の
み
な

ら
す
、
経
濟
的

に
も
き
わ
め

て
主
要
な
地
位
を
占

め
る
よ
う

に
な

つ
て
き
た

。
そ

の
人

口
は
近
年

に
い
た
り
著

し
き
増
加
率
を
示
し
、
昭
和

二
十

一
年

(
四
月
二
+
六
日
)
現
在
、
二
二
七
、
二

二
三
入

で
あ

つ
た
も

の
が
、

同

二
十
四
年

に
は

二
八

一
、

七
五
四
人

と
な

り
、
更

に
同
二
十

五
年

(
+
月

一
日
、
國
勢
調
査
に
ょ
る
)
に
は
、
」
一=

三
、
八
五
〇

人
ー

六
七
.

五

一
〇

世
帯
-
を
か
ぞ
え
る

に
い
た

つ
て
い
る
。

い
わ
ゆ

る

「
百
貨
店

論

」
の
通
読

に
よ
れ
ば
、

一
つ
の
百
貨
店

の

経

螢

に
は
人

口
十

万
人

の
購
買
力

が
必
要
と

さ
れ

て
い
る
か
ら
ー

小
樽
市

の
問
屋
筋

で
は

人

ロ
七
万
人

で
可
能

と
み
て

い
る
も

の
も

あ

る
ー

か

」
る
札
幌

市

の
人

口
に
、
現
在

の
三
百
貨
店

の
適
隈
経
螢

に
好
都
合

で
あ
る

の
み
な

ら
す

、
ま
た
そ

の
近
接

地
に
ア

メ
リ

カ
軍
が
駐
留
し
、
警
察

豫
備

除

も
設
置

さ
れ

て
い
冶

こ
と
は
、
、
一
暦

の
好
影
響

を
與

え
て
い
る

の
で
あ

る
。
更

に
札
幌
市

へ
は
、
道
内
遠

近
各
地
よ
り

の
通

勤
者

、
買

の

出
客

、
出

張
者
、
磐

者

の
あ

る
こ
竜

見

の
が
し

て
は
な

畠

。
け

な

わ
ち
、
上
記

の
ご
と
き
札
幌

市
が
政
治
的
、
文
化
的
、
襲

的

18

に
主

要

な

地

位

を

占

め

て

い
る

こ
志

は
、
小

樽

市

(
函
館
本
線
)
、

岩

見

澤

市

(
同
上
)
、

苫

小
牧

布

一(
千
歳
線
)
、

石

狩

方

面
(
省
線
・
バ
入

(

路
線
)
よ
り

の
通

勤
者

や
買

出

客

を

増

加

せ

し

め
、

こ
れ

が
、
蓮

日

、

く

り
か

え
さ
れ

て

い
る

こ
と

は
、

か
な

り

の
購

買
力

を

同

市

に
附

'

●

声

■

ノ



艦

0

●

■

、(181)
一一.511-_

～

加

し
て

い

る
も

の
と
言

い
得
・よ

う

。

ま
た

、

道

内

各

地

よ
り

北

海
道

聴
そ

の
他

の
諸

官

聴

へ
公

用

に
よ

つ

て
出
張

し
き

た

る
公
務

員

や
・、

市

内

の
本

店

、

支
店

等

へ
商

用

を
も

つ

て
出

張
し

て
く

る
會

枇

、
商

店

の
人

々
、
更

に
ま
た

、
各

地

の
小

學
校

、
中

學
校

、

高

等

學

校

等

よ
り

の
麓

族
行
團
、
な
妻

た
、
他
府
縣

よ
り

の
族
薯

を
加

え
る
と
き
、
書
間

器

け
る
動
報

人
口
に
ば
前
記

の
も

の
よ
り
相
當

の

増
加

の
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
得
、
そ

の
購
買

力

に
も
無
覗
し
得
ざ

る
も

の
が
存
す

る

の
で
あ
る
。
け
だ
し
族

行
者

の
常
と
し

て
、
.
一
度

は

市
内

の
繁
華
街
、
商
店
街
を
訪

れ
る
と
洞
時

に
、
三
百
貨
店

の
い
す

れ
か
に
お

い
て
、
土
産
物
、
旅
行
用
品
そ

の
他

の
日
用
品
を
購

入
す

る
こ
と
甚

だ
多

い
か
ら

で
あ

る
。
か
く

て
札
幌

市

の
三
百
貨
店

は
.
す

で
に
市
内

の
,人

口
に
よ

つ
て
、
輕
菅

可
能
な
購
買
力

を
も

つ
の
み

り

な

ら

す

、

更

に
近

邊

の
市

、

町
、
村

よ

り

の
通

勤

者

、
買

出

客

の
購

買

力
は
も

ち

ろ

ん
、
道

内

各

地
よ

り

の
族
行

者

、
出

張
者

、

並

に
他

　

　

府
縣
族
行
者

の
購
買
力
を
も
吸
牧
し
得

て
、
甚

だ
好
條
件

下

に
あ

る
も

の
と
言

い
得

、
.
し
き

が
つ
て
、
上
記

の
ご
と
く
、
道
内
他
都

市

の

百
貨
店

に
比
し
、
そ

の
費

上
高

が
、
断
然
、
群
を
抜

い
て
い
る

の
は
決

し

て
故
な

き
こ
と
で
ば
な
く

、
こ

の
鮎

、
札
幌
國
税

局
調
査

に
お

ヨノ

ダ

い

て
、
札
幌
市
民
家
計

の
百
貨
店

へ
の
依
存
度

が
二
二
%

と
あ
る
は

多
す
ぎ

る
も

の
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。

㌧

さ
て
、
札
幌

市

に
お
け
る
百
貨
店

の
焚
展

ぶ
り

の
す
さ
ま
じ

い
こ
と
以
上

の
通
り

と
し

て
、
然
ら
ば

こ
れ
は
市
内

の

一
般

小
費

商

に
封

し

て
ど

の
程
度

の
打
撃
を
與

乏
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ

の
調
査

な
甚
だ
困
難
ゐ

こ
と

で
あ

る
が
、

い
ま
簡
翠
な
が
ら
そ

れ
を

衣
料
品

に

つ
い
て
み

る
と
き
,
左

の
ご
と
き
こ
と
が
言

わ
れ
得

よ
う
。
す
な
わ
ち
本
年
七

月

に
お
け

る
道
内
百
貨
店

の
衣

料
品
総
費

上
高

は
二
〇

二
、

六

一
六
千
圓

で
あ

る
か
ら

ー
通
産
省
調
査
1

こ

の
う
ち
、
假

り

に
六
割
を
札
幌
市

の
三
百
貨
店

で
占

め
て
い
る
も

の
と
す
れ

ぽ
、
そ

の
金
額
は
約

一
億

一、一千
万
圓
以
上

に
の
ぼ
る
こ
と

」
な

る
。
と

こ
ろ

で
、
こ
れ
は
簡
軍
な

計
算
に
ょ

つ
て
も
、

一
箇
月
二
百

万
圓

の
費

上

高
を

も

つ
衣

料
品

小
費
業

を
六
十
軒

維
螢

せ
し
め
得

る
こ
と

」
な

り
、
し
た
が

つ
て
百
貨
店

の
衣
料
品
費
場
が
存
在
す
る

の
ゆ

え
に
、
市

内

の
小
費
業
者

の
蒙

る
打
撃

に
少
な
か
ら
ざ

る
も

の
㌧
あ
る

の
は
否
定

で
き
な

払
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日

の
商
店
街
商
業
者

の
中

に
は
、
い

わ
ゆ
る
」
,專
門
店

」
化

の
経
螢

方
法
を
と
り

い
れ
、
常
得
意

の
顧

客
暦

も

で
き
、
な
ん
ら
百
貨
店
よ

り

の
影
響

を
う
け

て
い
な

い
と
感
ぜ

北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

-

.

.

,

ρ

・

、■

■■
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、

.
北

海

謹

に

於

け

る

中

小

商

業

・

、

φ

ら

れ

る
も

の
も

み
ら

れ

る
が

、

し
か

し

、

こ
れ

と

て
百
貨

店

な

か
り

せ

ぱ

、

一
暦

、

費

上

の
増

加

を

き

た

し

て

い
る

こ
と

は
當

然

の

こ
と

㍗

」
言
い
得

ま
し
て
幾

本
を
も
つ
て
少
凱
品
種
の
叢

類
を
取
磐

て
い
る
小
費
業
者
に
あ
つ
て
は
・
そ
の
受
け
る
打
警

決
し
て
少

51

■

・

一

く
な

い

の
で
あ
る
。
し

か
も
、

こ

の
こ
と
は
、
ひ
と
り
市
内

の
小
費
業
者

に
と

貸
ま
ら
す
、
周
邊

地
域

の
市
町
村

の
小
費
業
者

に
も
同
様

の
影
響
を
與

え

て
い
る
も

の
と

み
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

最
侵

に
、

し
か
し
な

が
ら
、

こ
れ
を
も

つ
て
徒
ら

に
百
貨
店
を
排
撃

す
多
こ
と
は
當
ら

ぬ
も

の
と

い
わ
ね

ば
な
ら

ぬ
。
.
け
だ
し
都
市
i

特

に
札
幌
市

1
の
百
貨
店

が
か
く
も
多
鍛

の
顧
客
を

吸
牧
し

て
、
費
上
高

の
増
加

を

き
た
し
た

に
つ
い
て
は

、
相
當

の
理
由
が
存

す
る
か

ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も

と
も

と
百
貨
店
は
近
代
資
本
主
義

の
所
産

で
あ
り
、
大
資
本
を
擁

し

て
、
先
す
商

品
仕

入

の
瓢

に
お
い
て
、

い
わ
ゆ

る
大
量
仕
入
そ

の
他

の
利
鮎
を
有

し
て
を
り
、
ま
た
販
萱

に
あ
た

つ
て
も
、
品
質
良
き
も

の
を
多
種
類
そ
な

之

て
顧

客

の
選
搾
、

購

入
に
多
大

の
便
を
與

え
、
正
札
販
萱

を
働
行
し

て
、
顧

客

に
安

心
感
を
も

つ

て
快
適
な
買

物
を
な

さ
し

め
得
、
ま
だ
種

々
の
慰
安

、
娯

樂
施
設
を

つ
く
り

、
或

は
各
種
展
覧
會
を
催
し

て
文

化
の
向
上

に
資
し
、
或

は
商
品
展
示
會

の
ご
と
き

に
費

場
を
提
供
し

て
産
業

の
獲
達

に
寄
興
し
、
或
は

ニ
ュ
ー
ス
映
書
劇
場

や
小
動
物
園

の
ご
と
き
を
設
け

て
婦

人
、
小

供
を
ぱ
じ
め

一
般
人

の
教

養
向
上

に
も
貢
献
し
、
さ

の

ノ

な

き
だ
に
慰
安
、
娯
樂

施
設

の
不
足

の
ゆ

え
に
、
行
先

に
な

や
む
市
民

に
封
し

、
好
適

の
場
所

と
し

て
獣
迎

さ
れ
、
裳
ね

て
各
種
商
品

の

.
購

入
も
行
わ
れ

て
い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
鮎

、
百
貨
店
が
今
日

の
経
濟
肚

會

に
お

い
て
、
そ

の
果
す
有
用
な
職
能

の
ゆ

え
に
、
よ
く
存
在

と
焚
展

の
理
由

を
も

つ
も

の
と
言

う

べ
、

も
と
よ
り
感
情
的
な

反
封
論

や
排
撃
論

の
ご
と
き
當
ら
ざ

る
も
甚

だ
し

い
。
し

か
も
衣
料
品

以
外

の
商
品

に
つ
い
て
は
、
相
當
、
市
民

に
よ
り
商
店
街

の
商
店

等

の
利
用

さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思

う
と
き
、
反

て
中
小
商
業
者
側

に
お

≧

け

る
経

螢
及
口
理
化

と
、

そ
れ

に
も

と

つ
ぐ

有

用

な
職

能
焚

揮

が

要
望

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

こ

れ
を
誰

す

る
た

め
、

節

を
改

め

て
・
.
最

近
、、

　

の

グ

へ

　

18

筆
者

の
調
査

せ
る
と
こ
ろ
を
記
述

し
、
併

せ
て
都

市

に
お
け
る
中
小
商
業
謝
策

の

一
問
題
を
提
示
し
た

い
と
思
う
。

(

三

都
市
消
薯

の
商
品
購
入
醤

・

へ

ノ

竜
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一
般

に
典
型

的
な

買
廻
品

と
せ
ら
れ

る
英

服
、
反
物
類
等

の
購
入

に
あ
た
り
、
都
市
消
費
者

の
多
く
が
、
そ

の
経
路

を
百
貨

店

に
求

め

、
33

て
い
る

こ
と
は

、
既

述
、
百
貨
店
費

上
高
統
計

を
み
て
容
易

に
察
知

さ
れ
る
と

こ
ろ

で
あ
る
が
、
然
ら
ば

そ
の
他

の
買

廻
品

、
最
寄
品
及

ゆ

び
專
門
品

に
つ
い
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
、
か

曳
る
商
品

の
分
類

が
、
浩
費
者

の
購
買
慣

脅

の
相
逡

に
も

と
つ

い
て
な

さ
れ
た

も

の
で
あ
ゐ
ゆ

え
、
た
と
え
ば
最
寄
品
が
買

廻
品
本
位

の
百
貨
店

で
購

入
せ
ら
れ

る
度

合

の
少

い
こ
と
は
、
い
う
ま
者

も
な
。い
白
楠明

の
こ

と

㌧
せ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
都
市
自
騰

の
も

つ
種

丸
の
事
情

、
た
と

え
ば
都
市
焚
展
φ
状

況

と
市
民

の
生
活
檬
式

並
に
そ

の
水
準
(
商
店
街

の
磯
達

程
度

、
小
費
商
以
外

の
配
給
機
關

の
欺
況
,
.商
品

の
も

つ
性
格
上

の
攣
化
等

に
よ
り

、
豫
想

外

の
購

入
維
路

の

と

ら
れ

る
こ
と

が
決
し

て
少

く
な

い
。
徒

々
、
買

廻
晶
的
性
格

を
も

つ
も

の
が
、
百
貨
店
よ
り
も
商
店
街

の
商
店

で
購

入
さ
れ
た

り
、
或

は

最
寄

品
的
性
格
を
も

つ
も

の
が
百
貨

店

に
お
い

て
購

入
さ
れ

て
い
る
が
ご
と
き
、
そ

の

一
例

と
言

い
得
る
。
而
し

て
か

」
る
購

入
経
路

の
實
情

は
、
個

々
の
消
費
者

に
つ
き
實
態

調
査
を
行

う
こ
と

に
よ
り
、

は
じ

め

て
明
か

に
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
幸

い
筆
者

は
、
本
年

九

月
、
大
阪
府

の

「
北

海
道
市
場
調
査
團
」

(
大
阪
府
商
工
部
商
工
第
二
課
所
管
)
が
來
道
し
た
際

、
そ

の
委
囑
を

う
け
て
市
場

調
杏
,委
員

と

な

り
、

そ

の
う
ち

の

一
作
業

と
し

て
、

札
幌
市

で
百
名

の
も

の
に
つ
き
調
査
を
行

い
、
・
同
じ
く
昨
年
九
月
、

大
阪
府

よ
り

の
委
囑

に
よ

り
、
小
樽
市
で
調
査

せ
る
と
こ
ろ
と
照
合

し

て
、
上
述

の
ご
と
ぎ
實
情
を
把
握
す

る
上

に
、
種

々
の
好
資
料

を
得
た
次
第

で
あ
る
。
よ

つ

て
以
下

こ
れ

に
つ
'い
て
述

べ
よ
う
。

0

調

査

の

方

法

先
・ず
左
記

(
第

一
表
)

の
ご

と
き
調
査
用
紙

を
、
札
幌
市
立
東

高
等
学
校

生
徒

(
五
〇
名
)
及
び

こ

」
に
夜
間

設
け
ら
れ

て
い
る
札
幌

市
立

星
園
高
等
学
校
生
徒

(
五
〇
名
)

に
配
付
し

て
、
調
査

嘉
墳

た

る
世
帯
主

の
職
業
、
佳
所

、家
族
数

に
つ
い
て
記

入
を
求

め
、
ま
た
、

一鵬

い
か
な

る
商

品

(
十

六

品
)
・を

家

族

中

の
主

人
、

主

婦

、

子
供

、
家

事

使

用
人

の

う
ち

、

誰

が

、

主

に
ど

こ
!

伺

一
町

内

小
費

店

、
同

一

＼

刷

市
内

小
費
店

、
同

小
費
市
場
、

同
百
貨
店
、

他
市

の
百
貨

店
、

商
店
街

の
專
門
店
、

生
渚
協
同

組
合

、

工
場

の
厚
生
部
費
店

、
通

信
販

・

北

,海

道

に
,
於

け

る

中

小

商

業

副

恥

、

'
、

-



●

、

'

・

北

海

道

に

於

げ

ろ

屯

小

商

業

,

、

費

、

そ

の
他
1

で
購

入
す

る
か

に

つ

い

て
も

、

記

入

し

て
も

ら

つ
た

。

調
査

品

目

の
種

類

は

、
前

記

の
市

場

調
査

團

の
必
要

も

あ

つ

て
、

鱒謝

紳

士

服

、

作

叢

、

学
叢

、
婦

人

子

供

服

、

ゴ

ム
靴

、

地
下

足
袋

、
撃

、

マ
フ
一フ
ー

、

下
着

、

多

ル
、
夢

ラ

シ
、

洋
傘

、
丈

房

剛

具
、
皮
靴

、
自
韓
車

、

ミ
シ

ン
の
十
六
品
目
と

」し
た
。
な

お
、
調

査
表

の
余
白

に
は
、

或

る
商
品
を
或
る
場
所

で
購

入
す

る
理
由

等
、
日

用
品
購

入
上

の
感
想
を
記
入
し

て
も
ら

つ
た
。

調
査

の
…到
象

者

に
豊
間

の
高

等
學
校

生
徒

の
家
庭

と
夜

間

の
高
等
學
校
生
徒

の
家
庭

と
を
と

つ
た

の
は
、
或
は
爾
者
聞

に
何
等
か
大

き

な
差
異

が
存
す

る
や
も
し
れ
す
と
考

え
た

こ
と

に
よ
る

の
で
あ
る
が
、
集
計

の
結
果

で
は
、
そ

の
間

、
格
別

に
そ

の
よ
う
な
も

の
は
み
ら

れ
な

か

つ
た

。
し
た
が

つ
て
、
次

に
掲

げ
る

「
浩
費
者

の
職
業
別
住

所
別

一
覧

」

(
第
二
表
)

で
は
、

】
懸

、
参
考

ま
で
に
」
職
業
、
住

所

の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
き
、
爾
校

生
徒

の
も

の
を
分

け
て
激

い
た
が

、

「
商
品
別

購
買
者
別

の
購
入
経
路

」
」
(
第
三
表
)

で
は
雨
者
を
併

せ

て
各
商
品
毎

に
.
購
買
者
と
嬉

入
経
路
を
あ
ら
わ

し
た

の
で
あ
る
。

'

㊤

調

査

の

結

果

t

A

職

業

「
會

砒

員

」

が

最
も

多

く
、

一
〇

〇

名

中

、

ご
=

人
と

な

つ

て
を

り

、

多

く
住

宅
街

に
居

佳

し

て

い

る
。
次

い
で

「
そ

の
他

」
と
稽

す

る

竜

璽
二

六
名

に

の
ぼ

る

の
は
、

や

」
異

様

に
感

ぜ

ら

れ

る

が
、

こ

の
う

ち
、

か
な

り

の
女

世
帯

(
母

一
人
と
生
徒

一
人

の
家
庭
)

の
あ

る

こ

と

は
同

方

面

の
特

殊

性

頓
よ

る

も

の
で
あ

ろ
づ

。

績

い

て

「
官

公
吏

」

一
四

、

「
経

螢

者

」
九
、

門
事

業

者

L

八

、

「
勢

働

者
」

六

と

.

な

つ
て

い
る

の
は
、
格

別

、
冊

題

と
す

べ
き
も

の
は
な

い
。

な
お

、

「
教

員

」

は

五

7・
・あ

る
が
、

こ
れ

は
全

部

書

問

高
校

生
徒

の
父

兄

で

の

あ

つ

て
、
夜

間

高
校

生

に

は

い
な

い
。

玲

B

住

所

・

墨

(

,

「
佳

宅

街

」

が

最

も

多
く

、

一
〇
〇

人
中

、

三
八

人

を

占

め

て
を

り

、

次

い
で

「
商

店

街

」
二
〇

、

「
町

の
中
」

一
九
、

「
肚

宅

(
官

/
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第1表

ヴ

北

海

道

に

於

け

ろ

中

小
醐
商

業

北 海 道 消 費 者 調 査 、
夢

(昭 和26年 度)一 一一1951・9月 一

小樽 商科 大學商業學 研 究室.

r

整 理
番 貌

2市 町村匿名

3

世帯主 のお職

業は?

'

會肚員 勢働者 事業者

?
印
下

は
0
で

所
に
ん

佳
當
園

い

お
該
イ

さ

4

トッ
街

他

寸
宅

の

マ
住
寮
ぞ

街
中
宅
村

店
の

商
町
肚
農

該當 にo印 を

っけて下 さい

経管者 官公吏 教 員

銀行員 店 員 その他

お家族は何人
5

で すか

徒生生學

人

人

人大

男

女

幣小 學 生 幼 見 家事使用人

人 人 人 人

人 人 人 人

6次 の各種 の商品について衣 にかかげ るどの揚所て又 にお肇 の どな7:が 主 にお買

い にな りますか該當番 號な括孤 内にお か き入れ下 さい 。

主 にお買 い にな る方 ……(ア)御主 人 ω 主 婦 け}子 供

主 にお 買い にな る揚所 …(1)同一町 内小賢店 ●

(2)同一・市 内小費 店

(3)同一市 内小費市揚
層

㈹ 同一 市内百貨店

(5)他市 の百 貨店

(6)商店街 專門店

ノ

(エ)家事 使用 人

(7)生 活協同組合 ・

(8)工 揚 の厚坐部賢店

朧 驕 零)魁
(11>わ か らな い

(12>f分 の店 の な つか う

回 答(註)(

姦記入下 さい

(

(

(

(

〆
㌧
(

服

服

服

服

靴

袋

士
業
争

程

紳

作

學

婦

ゴ
地

)内 にはお買求めの揚所 〔 〕ににお買いにな る方

)て 〕 帽 子(

)〔 〕 マ フラー(

)〔 〕 下 着(

)〔 〕 タ オ ル(

)`〕 歯 デ ラシ(

)〔 〕 洋 傘(一

「
ノ

〕

「
ノ
〕

〕

〕

r
し

〔

〔

r
し

r
し

〔

㌧
ノ

)

)

)

)

)

丈 房 具(

皮 靴(

自 樽 車(、

ミ シy(

(記 入例)

〕

「
ノ

「
り

「
ノ

〔

〔

〔

〔

)

)

)

)

紳 士 服(6)〔 プ〕

7周 用 品購 買 にっいて の御惑 想 を御 記入下 さい

(例 えば大 阪商 品に東京 商 品 と比 べて ど うで あ るか 。又或 品物 を何 故或場所
で お買い にな るかqそ の理 由等 について思 いつかれ るままに御 自由 におか き

下 さい。)

●

、

ノ
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舎
)別 佳 所 別 一 覧

'

北

海

澄

に

於

け

る

中

小

商

業

.

、

-

」
八

と
な

つ

て
い
る
。

「
農
村

」

三

は
同

市

の
白

石

町
、

厚

別

町

よ

り
通

累

す

る
生
徒

の
佳
所

で
あ

る

。

C

商

品

別

の
購

入
経

路

'

記 入 な しそ の 他

 

寮村農

東 」星}計東1星1計1東1星i計東1星[計

腕(官 β)

劇 副 計

⊥

}
⊥

⊥

-

、

1

5

-

n∠

1

 

22

-
了

3

3

6

-
7

3

[⊥

箪

一
⊥

一

=
⊥

一
.

1丁

一『

一

一

一一

丁
二

三

3

/
一

}
⊥

一
三

.

3

6

一
三

12

ご一

84

三

⊥

一⊥

4

徒 な示 す 。

紳

士

服

等

十
六
品

に

つ
き
、

集

計

の
結

果

あ
ら

わ

れ
た

商

品

別

の
購

入

経
路

を

示
す

と
下
掲

、
第

三
表

の
通
り

で
あ

る
が

、

こ
れ
ら

商

品

の

一
々
に

つ
き
、
若

干

の
読

明

を

加

え
る

と
左

の

通

り

で
あ

る
。

'

(
1

)

紳

士

服

こ
れ

は
、

他

府
縣
都

市

、
特

に
東

京

都

や
大

阪
市

に
お

い

て

レ
デ

ィ

・
メ

ー
ド
や

ハ
ー

フ

・
メ

ー
ド

の
も

の
が
相

當
多

ぐ

、

買

廻

品

と
し

て
百
貨

店

等

で
取
扱

わ

れ

て

い

る

も

の
少

く

な

,
い
が

、

北
海

道

の
諸

都

市

で

は
、

か

」
る
既
製

の
も

の

㌧
購

入

は

少

く

、

ほ
と

ん
ど
注

文

に
よ

る
購

入

(
あ
っ
ら
え
蜜
買
)
と

な

つ
て

い

る
。
本

調

査

に
よ

る
と

き

、

「
商

店
街

の
專

門
店

」

ノ

よ
り
購

入
す

る
も

の
甚

だ
多
く

(
六
四
)
、

購

入
者

は
大
部
分

■

が
主
人
で
あ

る
。
但

し

こ
れ

の
全
部

が
注
文

に
よ

る
購
入

で
な

く
、
若

干
、既
製
石
叩
の
購

入
も
含

ま
れ

て
い
る
こ
と

で
あ
ろ

う
。

L喉

市

の
三
百
貨
店

で
も
既
製
服

の
販
費

を
行

い
、
象
た
注
文

に
よ
る
購

入
に
も
懸

じ

て
い
る
が

(
=
e

、

ま
だ
前
者

に
及

6

、
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第2表

商 店 街

剰 針 計

4
丁

τ

一

一⊥

⊥

二

2
二

三

三

3
三

一

■
一⊥

三

町'の 中

東1副 計

三

三

三

2
=

三

土

土

三

三

⊥

一⊥

三

2

」

-
二

⊥

2

住 宅 街

東1星1計

毘

三

⊥

8

2

}
2

10

 

8
[
2
丁

一
三

一
⊥

三

4
一⊥

Σ

三

-
三

＼ 一 進 所別
職業別 ＼
職 剰 剰 副 計

會 継 員
一

14
-

4

一一

三
6

}

∴

主

並

一

50

ヱ
4

τ

マ
ー

τ
一

里

∴
50

31
-

8
-

■
上
5

-

6

一

互
1

100

事 業 者

経 菅 者

官 公 吏

教 員

勢 働 者
ド

そ の 他

記 入 な し

合 計

玉
わ

ら
す

、

「
百
貨
店

」

よ

り

の
購

入
も

あ

る

こ
と

は

の
は

(
三
)
奮

來

の
慣

習

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ

う
。

北

海

撹

に

於

け

る

中

小

商

業

合 計 50 50 100 15

　 　　 ミへ

2313sl7
11

,・ii6 15 5 20

〔註ゴ 職業欄の東に札幌市立東高等學校生徒、星に同星園高等學校生

 

(
一
〇
)

、

留

意

す

る

を

要

し

、

ば

な

い
。

し
か
し
、
今
後
、
既
製
品

が
多
敏
出
廻

り
、
漸

亥
、
買

廻
品

化
す

る
に
い
た
れ
ば
、
大
資
本

に
よ

る
大
量
仕

入

の
利
釜

へ

を
も

つ
百
貨
店

の
費
上

の
増
加

す
る
こ
と
、
必
至

で
あ
ろ
う

。

要
す

る
に
現
在

で
は
、
商
店
街

の
定

評
あ

る
洋

服

店

に
お

い
q

て
、

一
々
注
文

し
購

入
す
る

の
が
、
札
幌
市

の
實
情

で
あ

る
よ

メ

う

に
み
ら

れ

る
。

(
2

)

作

業

服

、

・

こ
れ

は
、

職

時
中

、
'並

に
職

後

の

一
時

、
相

當

多

く

の
需

要

を

み
た
も

の

で
あ

る
が

、
最

近

は
各
家

庭

と
も
勢

力

作
業

を

行

う

こ
と
少

く

、
家

庭

茶

園

の
栽

培

も

激
減

し

た
爲

、都

市

の
佳

宅

■

街

や
商
店
街

の
居
佳
者

に
は
、
特

に
新
調
す

る
ぼ
ど

の
必
要
悔

を
み
て
い
な

い
。
本
調
査

に
よ
る
と
き

、
購

入
者

は
少

く

(
五

三
)
、

多
分

に
最
寄
品
的
な

性
格

を
も

つ
た
め
、

h
商
店
街

の

專

門
店
L
よ
り

の
購

入
も
あ

る
が

(
】
八
)
、

ま
た

そ

の
他

の

市
内

の
小
費
店
か
ら
も
購
入
さ
れ

て
を
り

(
一
五
)
、

購

入
者

に
は
主
婦
が
多

い
。
な

お
、
か

」
る
最
寄
品
的
な

性
格

に
も
か

「
工
場

の
厚
生
部
費
店
」
が
利

用
さ
れ

て
い
る

'

'
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北

海

道

に

於

け

る

申

小

商

業

(
3

)

學

生

服

こ
れ

は
、
紳

士
服
に
比
し
、
注
文

に
よ

つ
て
購

入
さ
れ

る
度
合

は
、
ぽ
る
か

に
少
く
、
買
廻
品
た

る
の
性
格
を
も

つ
て
い
る
。
本
調
査

に
よ
る
と
き
、
過
孚

は

「
商
店
街

の
專
門
店
」

で
購

入
さ
れ

て
い
る
が

(
五
六
)

、
そ

の
購

入
者

に
主
婦

の
多

い
こ
と
、
ま
た

、
こ
れ

に
次

ぐ

「
百
貨
店
」

よ
り
の
購

入
に
も

(
一
九
)
、

主

婦
が
多
く
あ
た

つ
℃
い
る
ご
と
等

に
よ

つ
て
、

こ
れ
は
買

廻
品
と
し

て
取
扱

わ
れ

で

い

る

こ
と
が
察
知

さ
れ
る

。
同
様

の
こ
と
は

「
市
内

の
小
費
店
」

よ
り

の
購

入

(
=
一})

に
つ
い
て
み

て
も

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

L

(
4

)

婦

人

子

供

服

ヒ
れ

の
高
級

品
は
、
注
文

に
ょ

る
購

入
の
多

い
こ
と
周
知

の
通
り

で
あ
る
が
、

一
般

的

に
は
紳
士
服

に
比
し
、
は
る
か

に
買

廻
品
化
し

て
い
る
。
本
調
査

に
よ

る
と
き

、

「
商
店
街

の
專
門
店

」
よ
り

の
購

入
が
最
も

多

い
が

(
四
八
)
、

「
百
貨
店
」

よ
り

の
購

入
も

そ
れ

に

・

吹

い
で
い
る

こ
と
は

(
三
三
)
、
買

廻
晶
た

る

の
性
格
を

示
し

て
を
り
留

意
を
要
し
よ
う
。
購

入
者

に
主
婦
が
璽
倒
的

に
多

い
の

は
常
然

の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

【
5

)

ゴ

ム

靴

「

、

こ
れ

は
、

北
海
道
の
冬

期
生
活

に
不
可
欠

の
必
需

品

で
あ
る
が
、
す

で
に
二
、
三

吻
本
道

産
有
名
品
が
周
知

さ
れ

て
い
る
た
め
、
買

廻

へ

品

的

で
あ
り
な

が
ら
、
最
寄
品
的
な
性
格
も
も

つ
て
い
る
。
本
調
査

に
ょ
る
と
き
、
市
内

の

「
小
費

店
」

よ
り

の
購
入
が

(
二
〇
)

「
百

貨
店
」

の
そ
れ
よ
り
も

(
一
四
)

多

い

の
は
、
明
か

に
そ
れ

を
示
し

て
を
り
、
ま
た

「
商

店
街

の
專

門
店
」
よ
り

の
購

入
が
最

も

多
い
の

も

(
四
六
)
、

こ
れ

は
專
門
品
と

し
て
購

入
さ
れ

た
も

の
で
な

い
こ
と

い
う
ま

で
も
な
く

、
ひ
と

え
に
商
店
街

の
特
異
な
獲
蓮

に
よ

る

人

々
の
來
集

に
結
果
す

る
も

の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
な

お
、

「
工
場

の
厚

生
部
費
店

」

よ
り

の
購

入
が
か
な

り

み
ら

れ

る

こ

と

(
九
)
、

ま
た

「
生
活
協
同
組
合
」
よ
り

の
購

入
も
少
敏
な

が
ら
あ

る
こ
と

(
二
)

等
は
、
從
來
か

ら
の
慣
脅

と
商
品
性

に
ょ
る
も

の
で

あ

ろ
,う
。

轟

}
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(
6

)

地

下

足

臼袋

、

こ
れ

は
、
既

述

の
作
業

服

と
同

様

、
今

日

の
都

市

生
活

で

は
必

要
性

が
激

減

し

て
い

る
。
本

調

査

に

ょ

る
と

き

漸

こ
れ

を

購

入

せ

る
も

、

の
は
過

孚

に
満

た
す

(
四
八
)
、

購

入
先

に

つ

炉

て
も

「
商

店

街

の
專

門

店

」
ノ
(
一
五
)
と

、

.一
般

の

「
小
費

店

」

(
一
四
)

と

が

ほ

寮

同

程
度

で
あ
り
因

「
百
貨

店

」

の
重
嬰

度

も
少

く
'
(
五
)
、
反

て

「
工
場

の
厚

生

部
費

店

」
-か

ら

の
購

入

が
か
な

り

み
ら

れ

る

(
九
)
。
・

な

お
、

以
前

の
統

制

時

代
、

こ
れ

は
、

相

當

、

闇

ル
ー

ト

で
入

手

さ
れ

た

も

の

で
あ

る

が
、
今

回

の
調

査

項

目

の

「
そ

の
他

」

に
、

全

然

、
記

入

の
な

い

こ
と

は
、

そ
れ

の
な

い

こ
と
を

示

し

て
い
る

の
で

あ

る

。

げ

.

ー

(
7

)

帽

子

.

・
、

こ
れ

に
は
種

類

多

く

、

中
折

帽

、
鳥

打

帽

、
婦

人
帽

、

子
供
帽

の
ほ

か

、
夏
帽

、

ス
キ

ー
帽

等

あ

り
、

そ

れ
ぞ

れ
商

品

性

を

異

に

し

て

い

る

が
、
概

し

て
買

廻

品
的

な

性
格

を
も

つ

て
い
る
。

本

調
査

に
ょ

る
と

き

、

ほ

と

ん
ど

全
部

の
家

庭

が
購

入

し

て
を

グ

(
九
四
)
、

そ

の
購

入
者

も

主
人

三
〇

、
主

婦

四

一
、

子
供

二
三

と

い
う

ご
と

く

、
他

種

商
品

に
み

る
ほ

ど
、

三

者

間

に
大

き

な
開

き

は
存

し
な

い
。

「

商

店
街

の
專

門

店

」

よ
り

の
購

入
が
非

常

に
多

い

の
は

(
宍
八
)
、

老

舖

を
も

つ
專

門

店

で
購

入

す

る
者

が

多

い
た
「め
で

あ

ろ

う
。

「
百

貨

店

」

よ

り

の
購

入

(
一
八
)

の
う
ち
、

子
供

帽

(
七
)
を
除

け
醍

大

人

の
購

入
は

あ
ま

り

多

く
な

い
ζ

と
が
知

ら

れ

る
。

ρ

(
8

)

マ

フ

ラ

ー

、

こ
れ

は
、

本

道

の
冬

期

生
活

に
必
需

品

と

せ
ら
れ

、
特

に
婦

人

に
關

係

の
ふ
か

い
買

廻

品

で
あ

る
。
本
調

査

に
よ

る
と
き

、
「
百
貨

店

」

よ

り
購

入
す

る
も

の
最

も

多

く

(
三
九
)
、

次

い
で

「
商

店

街

の
專

門

店

」

(
二
七
)
、

「
市

内

の
小
費

店

」

(
八
)
と
な

つ

て

い
る
。

購

入
者

(
八

一
)
を

分

け

る
と
、
主

婦

三
九

、

子
供

二

二

、

主

人

】
八

と
な

り

、

子
供

に
よ

る
購

入
が

主

人

の
そ

れ

よ
り

も

多

い

の
は
、

留

意

を
要

す

る
と

こ
ろ

で
あ

ろ

う

。

(
9
)

下

着

,

北

海

遣

に

於

け

る

中

小

商

業

0
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㍉

こ
れ

は
、

日
常

、

不

可
欠

'
の
必
需

品

で
あ

る
た

め
、
購

入
慶

の
高

い

の
は
當

然
、の
こ

と

に
島

七
、
特

に
本
道

に
お

い

て
は

、

一
暦

、
然

る

を
み

る
。
本

調

査

に
よ

る

と
き

、

主
婦

に
よ

る
購

入
が
璽

倒

的

に
多
く

(
八
〇
)
、

購

入
先

は

「
百
貨

店

」

が

遇

串
を

占

め

て
い
る

(
五
二
、
内
諜
、
主

婦
四
三
、
子
供
八
、
主
人

一
)
。
.

こ
れ

に
反

し
、

「
商

店

街

り

專

門
店

」

は
少

く

(
=

ハ
)
㌔

ま

た

一
般

の
、

「
小
費

店

」

一よ

り

の
購

入
は

そ

れ

よ
り

多

く

、

百
貨

店

よ

り

は
大

分

少

い
。

こ
れ

は
要

す

る

に
、

百

貨

店

の
費

場

が

品

種

多

く

し

!

も

`



、

'

ノ

'

●

一
-

一
2

■
.
て
選
揮

し
易

く

、
且

、
値

段

そ

の
他

の
鮎

よ

り

み

て
、

一

般

に
婦

人

の
数

迎

す

る
と

ご

ろ

と
な

つ

て
い

る
か

ら

で
あ

ろ

う
。

、

(10

)

タ

オ

ル

こ
れ

は
最

寄

品

に
薦

す

る

。

、

.
本

調
査

に
よ

る
と

き
、

市
内

の

「
小
萱

店

」

よ

り

の
購

入

が
多

い

こ
と

(
向

一
市
内
小
費

店
、

同

一
町
内
小
費
店
、

小
費

市
場
併
ぜ
て
四
九
)
、

ま

た

「

工

場

の
厚

生

部
費

店

」

の
若

の

も

干

あ

る

こ
と

(
五
)

は
㍉

そ

の
商
品

性

に
か

ん

が

み
當

然

の
こ
と

で
あ

ろ

う

。

し

か
し

「
首
貨

店

」

よ

り

の
購

入
も

・

か

な

り

あ
る

こ

と
、
(
二
九
)
、

、
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3

9

、

「
商

店

街

の
專
門

店

」
よ
り

も

蕩

干

購

入

さ
れ

て
い

る

こ
と

じ

-は

(
=

一
)
、

注

目

を

要
し

よ

う
。

購

入
者

に
は
主

婦

が

歴

倒

的

に
多

い
。

(
11

)

歯
　
ブ

ラ

シ

こ
れ

は
、
最

寄
品

と

し

て

代

表

的

な

も

の

で
あ

る
。
本

調
査

に
よ

る
と

き
、

剛
般

の

「
小
費

店

」

よ
り

の
購

入
が

甚

だ
多

い
ご

と

(
「
同

一
市
内

小
賢
店
」
四
九
、
「
同

一
町
内
小

蜜
店

」
ご
三
)
、

「
工
場

の
厚

生

部
費

店

」

よ

り

の
購

入
も

か
な

り

あ

る

こ

と

(
九
)
、

「
百
貨

店

」
よ

り

の
購

入

は

他

の
商
品

に
く

ら

べ

て
少

い

こ
と

(
九
)

等

は

、

こ
れ

の

⇔

、
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並

購買者別
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別＼

1
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21
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2
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ー

こ
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一

}

一

一

一

一

}

一

三
一

一

1 3
-
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-
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}

了
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10

『
2

一

一

1
-

2
『

2
-

-

2
-

3
-

5
-

3

作 業 服

}

1

學 生 服

}一

婦 人 子 供 服
噛

ゴ ム 軸

}『
13

1}-

2地 下 足 袋

帽 子

一

マ フ ラ"

一 圏

'

下 藩 1

タ オ,レ

}-

10

歯 ブ ラ シ 23}
」

洋 傘

一
2

交 房 具

}

17

1

皮 劃
「

}

自 魑 車 辱2 「万一__一

ミ シy
Il

,_1 _

!l
,,i {1

よ
り

の
購

入

(
三
二
)
が

多

く
、

一
般

の

「
小
費

店

」

よ

り

の
購

入

は

少
い

(
一
〇
)
。

購

入
者

に
は

、

0
(
主
人
七
、
子
供
六
)
。

ノ

.(13

)

文

房

具

こ
れ

は
、

一
般

に
最
寄

品

と

し

て
取
扱

わ
れ

て
い

る
。
本

調
査

に
よ

る
と

き

、

一
般

の

「
小
費

店

」

よ

り

の
購

入

が

多

い

(
〔
同

一
市

内
小
賢
店
」
三

一
》

「
同

一
町
内
小
買
店

」

一
七
)
。

し

か

し
(

同

時

に

「
商

店
街

の
專

門

店
」

よ

り

の
購

入

や

(
三
〇
)
、

「
百

貨
店

」

よ
り

の
購

入

(
一
八
)
の
多

い

こ
と
も
注

目

を
要

し

よ

う

。
購

入
者

に

子
供

の
多

い
の
は

(
八
五
)
當
然

の
こ
と

で
あ

ろ

う
。

(
14

)

皮

靴

・

.

・

亀

'

北

海

、道

に

於

け

る

中

小

商

業

、

ノ

ひ

も

つ
商
品
性
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ
う
う
。
、
購
入
者

に
は

主
婦

(
五
三
)

と
子
供

(
三

四
)

が
多
く

、
主
人
は
少

い

(
九
)
。

(
12

)

洋

傘

こ
れ
は
、
婦
人

用
、
男

子
用

を
問

わ
す

買
廻
晶

で
あ

る
。

本
調
査

に
よ
る
と
き
、

「
百

貨
店
」
よ
り

の
購

入
と

(
ヨ

五
)
、

「
商
店
街

の
專

門
店
」

主
婦

が
墨
倒
的

に
多

い

(
主
婦
七
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(194)

趣

曹

北

灘

蓮

に

於

け

る

中

小

商

業

、

.

こ
れ

は

、
漸

吹
、
注

文

に
よ

る
購

入

が

す
た

れ

て
、
既
製

品

の
購

入
が

非
常

に

多
く

な

り

、
買

廻

品

と

し

て
取
扱

れ

得

る
。

本
調

査

に

よ

を

と

き
・

「
商

店
街

の
專

門

店

」
よ
り

の
購

入

が
最

も

多

い

(
六
九
)

の

に
反
し

、

「
百
貨

店

」

は

少

い

(
九
)
。

「
靴

は
靴

商

で

」
ー

と

で
も

い
う

べ

き

こ
と

が
守

ら

れ

て
い

る

の

で
あ

ろ

う
か

。

「
同

一
市
内

小
費

店

」

(
九
)

σ
う
ち

、
主

婦

の
購

入
が

多

い

の
は
、

奮

來

の
得

意

先

關

係

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ

う
か

。

「
工
場

の
厚

生

部
費

店

」

よ
り

の
購

入

(
四
)
も

少

々
み

ら

れ
る

。

'

(
15

)

自

韓

車

こ
れ

は

、
経

濟

界

の
正
常

化

に
と
も

な

う
生

産

増
加

に
よ
り

、
遠

隔

地
よ

り

の
通

學

、
通

勤

用
と

し

て
多

く
使

わ

れ

、
商

用

に
あ

て
ら

れ

る
も
の

も

少

く
な

い
。
札

幌

巾

の
ご

と

く
市

内

が
亭

坦

に
し

て
、

電

車

、

バ

ス
等

の
交
通

機

關

の
利

便

、

十

分
な

ら

ざ

る
と

こ
ろ

で
は

こ
れ

が

使
用

は
割

合

に
多

い

の
で
あ

る
。
但

し
償
格

が
相

當

に
高

い
た

め
、
す

べ

て
に
購

入
せ
ら

れ

る
も
、の
で
な

い
、

本
調

査

に
よ

る
と

き

、

購

入
者

八

六
九
)

の
う

ち

、

「
商
店

街

の
專

門

店

」
よ

り

が
璽

倒

的

に
多

く

(
五

一
)
、

購

入
者

に
は
主

人
が

多

い

(
五
九
)
。

「
百

貨
店

」

が

こ

の
分
野

で
振

わ
な

い

の
は

(
一
)
、

大

人

用

の
も

の
を

取
扱

わ

す
、

子
供

用

の
も

の
を
費

出

し

て
い

る

に
止

る
か

ら

で

あ
ろ

・

う
。
'

(
16

)

.
ミ

シ

ン

,

、

,

と

れ

は
(
近

時

、
男

、
女

、

子
供

と
も
洋

服

の
蒲

用

が
著

し
く

普

及

す

る

に

と
も
な

い
、

需

要

は

非
常

に
増

加

し
、

家

庭

の
必
需

品

と

化

し

て

い
る
が

、
車

門

品

に
屡

す

る

。
本

調
査

に
よ

る

と

き

、

「
商
店

街

の
專
門

店

」

よ

り

の
購

入

が
堅

倒

的

に
多

い

(
流
四
)
。

ま

た

こ

れ

の
購

入
者

に
主
人

(
三
七
)

と
主
婦

(
嵩西

Ψ
と

、
大
膿

、

そ

の
数

等

し

い

の
は

、
他

晶

と
異

り

、
割

合

に
値

段

の
高

い
こ

と
、

並

に
購

入
前

の
性
能
槍

否
.等

に
か

な

り

の
科

學

的
知

識

を
要

す

る

た

め
、

主

人

み

す
か

ら
購

入

に
あ

た

る
も

の

玉
多

い

こ
と

に
よ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

な

お

、
札
幌

市

の
百
貨

店

で
は

そ
れ

ぞ

れ

、ミ
シ

ン
の
費

場
を

設

け

て

蜘

る
が

、

本

調
査

に
よ
れ

ば

、
あ

ま
り

費

行

は

振

つ

て

い
な

い

(
三
)
。

な

お
ま

た
、

「
工
場

の
厚

生
部

費

店

」

(
二
)
、

「
通

信

販
費

」

(
二
)

は

月

賦
佛

に
よ

る
購

入

と
察

せ
ら

れ

.

「
そ

の
他

」

■

ザ

0
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(
二
)

と
あ

惹
は
、
'
高
償
晶

の
ゆ

え
に
、
知

り
合

い
の
卸
費
業

者
等
よ
り
直
接
購
入

し
て
、
廉

憤

に
入
手
し
て
い
る
も

の
が

も
し
れ
な

い

の
で
あ
る
。

7
D

要

約

,

の

先
す

「
百
貨
店

」
は
、

紳
士
服
等
十

六
晶

の
う
ち
《

下
着
、

、
マ
フ
ラ
ー
、
洋
傘
等
に

お

い
て
h
他

の
小
費
店

よ
り
も
購

入
者

が
多

い
。

ま
た
婦
人
子
供

服
、

學
生
服
、

帽

子
、

紳
士
服
等

κ
お

い
て
、

商
店
街

の
專

門
店
よ
り
劣

る
け
れ
ど
も

、
他

の
小
費
店

よ
り
は

多

く
.の
購

入
者

を
み

て
い
る
。
と

こ
ろ

で
、

こ
れ
ら
が
多
分

に
買
廻
品
的
な
性
格

を
有

す
る
と

こ
ろ
よ
り
、
今
後

に
お
け
る
費

上
は
増
加

し

て
ゆ
く
か
も
し
れ
な

い
。

圓

吹

に

「
商
店
街

の
專
門
店

」
は
、
紳

士
服

唾
作
業
服
、
學
生
服
、
婦
人
子
供

服
、
ゴ

ム
靴
、
帽

子
、
皮
靴

、
自
韓

軍
、

ミ
シ
ン
等

の

購

入
者

で
そ
れ
ぞ
れ
首
位
を
占

め
、
洋
傘

の
ご
と
き
百
貨
瀞

と
同
程
度

の
購

入
を
示

し
、

そ

の
他

の
商
品
も
か
な
り
購
入
者
が

多

緬
。

こ

＼

.

れ

は
札
幌
市

に
お
け

る

「
商
店
街

」
の
異
常
な
農
達

に
よ

る
亀

の
で
あ

つ
て
、
既

述
、
族
行
者

、
出
張
者
、
買
出
客

等

の
、
多
藪
來
集
す

る
結

果
に
よ
る
も

の
と

い
う

べ
く
、
も

と
よ
り
百
貨
店

の
劣
勢
を
意
味
す

る
も

の
で
な

い
。
な

お
、

こ
の
場
合

の

「
專
門
店

」
と
は
、
嚴

密

な
意
味

に
お

い
て
、
本
來

の
專
門
店
-
.多
年

の
老
舖
を

も
ち
、
信
用
、
晶
質

、
技
術
等
を
誇

り
得
る
商
店
1

の
み
な
ら
す
、
更

に
そ
れ

.

そ
れ

の
商
品
を
專
門

的
に
取
扱

う
も

の
を
含
み
、
調
査

表

の
記
入
者
も
そ

の
意
味

に
解
し

て
い
る

こ
と
を
附
言

し

て
お
く
。

㈲

更

に

「
市
内

の
小
費
店
」
は
、

百
貨
店
、
專
門
店

に
比
し
費
上

の
多

い
の
は
、
タ
オ
ル
、

贈
ブ

ラ
シ
、
文
房

具
等

の
ご
と

き
最

寄
品

に
止
り
、

こ
れ

に

ゴ
ム
靴
、

地
下
足
袋

、
下
着
等

の
費
上

が

つ
貸
い
て
い
る
程
度

で
あ

つ
て
、

一
般

に
買

廻
品

に
つ
い
て
は
著

し
く
劣

つ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
調
査

に
記

入
さ
れ
な
か

つ
た
臭
服
、
反
物
類
等

に
つ
い

て
、

一
暦

の
購
入
者
減
を
示
す

の
で
は
な

い
か

と
推

察

せ
ら
れ

る
。

-

鋤

な

お

「
工
場

の
厚
生
部
費
店

」
は
、

一
部

の
人

々
に
よ
り
、
か
な

り
利

用
さ
れ

て
い
る
が

、
全
般
的

に
多

く
な

い
。

「
生

活
協

口
組

-
北

海

道

に

於

け

る

中

小

商

業

"

、

.

へ

.

}

、

曳
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北

海

道

に

於
'
け

る

中

小

商

業

合

」
は
、
本
道

の
札
幌
市
、
小
樽
市
等

で
は
不
振

に
お
ち

い
り
、
炭
鏑

地
軸帯
や
工
場

地
帯

に
み
る
ほ
ど

の
購

入
者

は
存
し
な

い
。

「
通
信

販
費

」
も
自

韓
車
、

ミ
シ

ン
の
ご
と
き
特
殊
な
商
品

に
利

用
さ
れ

て
い
る
に
止
る
。

㈹

以
上
、
要
す

る
に
i
本

調
査
の
範
園

で
は
ー

高
便

な
專
門
品

(液
と
え
ぱ
ミ
シ
ン
)
や
買
廻
品

(
た
と
え
ば
紳
士
服
)
に
つ
い
て
は
、

市

民

の
購

入
経
路
が

「
商
店

街

の
專
門
店

」

に
求
め
ら
れ
、
ま
た
軍

慣

の
低

い
買
廻
品

(
れ
と
え
ば
下
着
)
や
そ

の
他

の
買
廻
品

、
最
寄
品

の

一
部

に

つ
き

「
百
貨
店

」
が
購

入
先
と
な

ウ
て
い
る
。
な

お
ま
た
最
寄
品

に
つ
い
て
は
、
近
隣

の

「
小
費
店

」
よ
り
購
入
し

て
い
る
も

の

も

多

い
が
、

し
か

し

「
商
店
街

の
專
門
店

」
か
ら
購
入

さ
れ
て
い
る
も

の
も
み
ら
れ

る

(
t
と
え
ば
丈
房
具
)
。

か
く
て
札
幌
市

の
ご
と
く

商
店

街

の
よ
く
嚢
達

し
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ

つ
て
は
、
他
方

に
お
け
る
百
貨
店

の
費
上
増
加
に

か

玉
わ
ら
す

、
購

入
先
と

し
て
、
商
店
街

店
舖

に
求

め
ら
れ

て
い
る
も

の

玉
多
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
し

か
し
、

こ
れ
は
箪

に
都

市

の
膨

脹

に
ょ
る

人

々
の
自
然
的
來

集
だ
け
に
因

由
す
る
も

の
で
な

い
こ
と

い
う
ま

で
も
な

い
。
そ
れ

は
、
早
く

よ
か
商
業
者

の
間

に

「
商
店
街
商
業
協
同
組
合
」
が
結
成

せ
ら
れ
、
ま
た

タ

い
わ

ゆ

る

「
專

門
店

會

」
も

つ
く

ら
れ

、
共

同
費

出

、

月
賦

販

費

、

共

同

金
融

等

々
、
相

互

の
協

同

化

に
よ

る
顧

客

の
吸

牧

、
費

上

の
増

加

、
経

螢

の
合

理
化

に
必

要
な

方

策

が

と
ら

れ

て
、

商

店
街

の
稜
達

が
は
か

ら

れ

て
き

た

ζ
と

に

よ

る
も

の

で
あ

ろ
。

こ

の
黙

、
都

市

に

お

け

る

「
中

小
商

業

の
振

興
封

策

」

の
樹

立

に
あ

た

り

、
＼古

く

よ
り

い
わ

れ

て
き
た

こ

と

で
あ

る

け

れ
ど
も

、

改

め

て
新

し

い
方

策

と

し

て
・留

意

す

べ
き

も

の
で
あ

る
よ

う

に
思

わ
れ

る

の

で
あ

る
。

あ
と
が
き

日
-
本
小
稿

の
執
筆

に
あ
六
り
、
北
海
道
隙
商
工
部
商
工
振
興
課
よ
曜
種

々
の
資
料
な
與
え
ら
れ
れ
こ
と
に
樹
し
謝
意
な
表
す
る
。
ま
九

「
滑
…

費
者
調
査

」
、に
際
し
札
幌
市
立
星
園
高
等
學
校

の
山
本
教
鍮
、
米
田
教
論
か
ら

い
ろ

い
ろ

と
配
慮
な

い
れ

獄
い
た
こ
と
、
同
校
と
棄
高
等
學
校

の
生
徒
諸
氏

が
記
入
に
協
力
下
さ

っ
た
こ
と
に
封
し
、
厚
く
御
禮
な
申

し
あ
げ
る
。

、

あ
と
が
き

⇔
ー
昭
和
二
十
六
年
十

一
月
二
十
四
日
、
東
京

の
明
治
大
學
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
日
本
商
業
學
會
第

一
回
大
會

(
第

二
日
目
)
に
お

い
て
、

筆
者
の
行

つ
れ
報
告

「
中
小
商
業
封
策

の
問
題
点
」
に
、
本
小
稿
に
取
材
し
て
そ

の
要
点
な
述

べ
衷
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
時
間

の
關
係
で
、
會
員
諸

、
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氏

か
ら
批
剣

と
教

示
だ

得

る
b
、
と
が
で
き

な

か

つ
染
か

れ
ば

幸
甚

と
す

る

と
こ

ろ
で

あ

る
。■

噂

こ

Σ
に
、

そ

の
全
部

を
印

刷

に
附

し
得

る
こ
と

Σ
な

つ
衷

の
て

、
改

め
て
高
竃

な
願

い
、

叱

正
な
賜

-

昭
和
ご
十
六
年
十
一
月
三
十
日
1奄

●

■
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北

海

道

に

於
壁

け

る

中

小

・
商

業




