
た
っ

て
い

た
外
国
商
館
の

多
く
は
、

一

、

二

の

再
製
工
場
を
経
営
し
て
い

た
が
、

石
造
平
家
建
九
九
〇
平
方
㍍
ほ
ど
の

工

場
内
に
は
、

直
径
六
〇

㌢
㍍
、

深
さ
四
〇
－
五

〇
㌢
㍍
ほ
ど
の

鉄
鍋
を
の

せ
た
炉
が
三

〇
〇
基
ほ
ど
も
据
え
つ

け
ら
れ
、

女
工
な
ど
が
炉
内
を
か
き
ま
ぜ
る
風
景
が
展
開
し

た
の

で

あ
る
（『
横
浜
茶
業
誌
』
に
よ
る

）。

こ

う
し
た
工
場
は
、

当
時
、

「
お
茶
場
」
と
い

わ
れ
て
お
り
、

そ
こ

で

働
く
「
茶
焙
じ

」
の

労
働
者
は
そ
の

七
〇
－
八
〇
㌫
が
女
工
で

占
め
ら
れ
、

そ
の

大
部
分
は
本
牧
・

根
岸
・

相
沢
・

北
方
・

中
村
・

神
奈
川
あ
た
り
の

農
漁
民
の

妻
女
だ
っ

た
が
、

の

ち
に

は
大
岡
川
・

生
麦
・

保
土
ケ
谷
か
ら

鎌
倉
・

都
筑
両
郡
の

遠
隔
地
の

農
村
な
ど
に

も
、

そ
の

通
勤
圏
が
拡
大
し
た
。

こ

う
し
た
「
茶
焙
じ
女

」
は
、

す
で

に
み
た
製
糸
女
工
な
ど
と
は
異

な
り
、

十
四
、

五

歳
か
ら
六
十
歳
く
ら
い

ま
で
、

き
わ
め
て
広
範
な
年
齢
層
を
含
ん
で

お
り
、

す
で

に

明
治
五
、

六
年
こ

ろ
に
一

八
〇
〇
－
二

〇
〇

〇
人
を
数
え
、

明
治
前
期
末
に

は
二

五

〇
〇
人
ほ
ど
に
達
し
た
、

と
い

わ
れ
て

い

る
。

そ
し
て

彼
女
ら
の

賃
金
水
準
は
、

後
述
の

よ
う
な
日

雇
形
態

な
ど
で

と
く
に

労
働
力
の

需
給
状
況
い

か
ん
で

大
き
く
変
動
し
た
が
、

明
治
五
、

六
年
で

す
で

に
一

〇
銭
を
上
回
る
水
準
に

あ
り
、

明
治
前
期
末
で

は
一

六
－
二

〇
銭
ほ
ど
に

も
達
し
て
い

た
。

建
築
・

建
設

業
の

労
働
者

以
上
の

よ
う
な
工

業
労
働
者
の

ほ
か
に
、

建
築
・

建
設
業
や
運
輸
業
な
ど
に
お
け
る
賃
労
働
の

形
成
と
展
開
に
つ

い

て

も
み
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
工
・

左
官
な
ど
の

建
築
職
人
は
各
地
域
で

普
遍
的
な
存
在
で

あ
り
、

か
つ

都
市
の

職
人
を

別
と

し

て
、

大
部
分
は
土
工
な
ど
と
と
も
に

農
業
の

兼
業
者
だ
っ

た
が
、

こ

の

時
期
に
お
い

て

と
く
に

重
要
な
の

は
、

農
業
と
は
か
な
り
切
り
離
さ
れ
た
建

築
・

建
設
労
働
者
の

増
大
で

あ
る
。

と
い

う
の

は
、

す
で

に
み
た
工
場
の

建
設
を
は
じ
め
、

横
浜
な
ど
の

都
市
形
成
に

と
も
な
う
商
店
な
ど
の

建
築

や
道
路
・

橋
梁
の

建
設
の

ほ
か
に

も
、

港
湾
・

河
川
や
鉄
道
な
ど
の

建
設
に

よ
っ

て
、

大
量
の

恒
常
的
な
労
働
力
需
要
が
発
生
し
た
か
ら
で

あ
る
。

そ
こ

で

こ

の

時
期
に

と
く
に

問
題
に

な
っ

た
の

は
、

建
設
業
に

お
い

て

と
り
わ
け
顕
著
な
労
働
環
境
や
労
働
条
件
の

劣
悪
さ
と
作
業
場
所
・

時
期
の

限
定
の

ゆ
え
に
、

そ
の

労
働
力
需
要
が
容
易
に

充
足
さ
れ
な
い

こ

と
だ
っ

た
。

そ
の

た
め
に
、

例
え
ば
横
須
賀
な
ど
の

造
船
所
の

建
設
に

は
、

幕
末

©神奈川県立公文書館



か
ら
明
治
初
期
ま
で

多
数
の

囚
人
労
働
に

依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
の

後
、

す
で

に
み
た
農
民
や
職
人
な
ど
の

分
解
や

と
く
に

他
府
県
な
ど
か
ら
の

労
働
力
の

流
入
に
よ
っ

て
、

建
設
業
の

労
働
力
需

要
は
よ
り
容
易
に

充
足
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
。

し
か
も
、

建
築
関
係
の

大
工
・

左
官
な
ど
の

熟
練
職
種
と
は
異
な
っ

て
、

建
設
業
の

土
工
な
ど
は

不
熟
練
職
種
な
の

で
、

そ
の

意
味
で

も
い
っ

そ

う
容
易
に
そ
の

供
給
が
確
保
で

き
る
よ
う
に
な
っ

た
に

相
違
な
い
。

こ

の

時
期
の

土
工
な
ど
の

「
日

雇
人
夫
」
が
、

量
的
に
ど
れ
く
ら
い

の

雇
用
量
に

達
し
て
い

た
か
は
、

『
神
奈
川
県
統
計
書
』
な
ど
か
ら
は

知
り
え
な
い

が
、

季
節
的
労
働
者
も
含

め
れ
ば
前
述
の

よ
う
な
工
業
労
働
者
と
ほ
ぼ
同
数
か
、

あ
る
い

は
そ
れ
以
上
の

人
数
に

上
っ

た
だ
ろ
う
。

そ
の

な
か
に

は
、

「
黒
鍬
の

者
」
な

ど

と

い

わ
れ
た
専
業
的
な
技
能
者
も
少
数
は
含
ま
れ
て

い

た
が
、

多
く
は
農
民
の

兼
業
に

依
存
し
た
だ
ろ
う
。

と
く
に
、

こ

の

時
期
に

は
都
市
下
層
に

形

成
し
つ

つ

あ
っ

た
い

わ
ゆ
る
「
細
民
・

貧
民
」
へ

の

依
存
を
深
め
た
こ

と
が
特
徴
的
だ
っ

た
。

さ
ら
に
、

農
民
の

兼
業
も
通
勤
に

と
ど
ま
ら
ず
、

出

稼
ぎ
に

よ
っ

て

建
設
労
働
者
に
な
る
兼
業
者
が
増
加
し
た
だ
ろ
う
。

彼
ら
の

雇
用
形
態
は
、

請
負
業
者
の

も
と
で

飯
場
制
度
型
の

親
分
・

子
分
関
係

に

支
配
さ
れ
、

そ
の

多
く
は
日

雇
形
態
で

あ
り
、

多
分
に

前
期
的
な
労
使
関
係
に

支
配
さ
れ
て
い

た
。

し
か
も
そ
れ
だ
け
で

な
く
、

そ
の

賃
銭
の

水

準
は
や
っ

と
農
作
男
子
の

日
給
を
上
回
る
程
度
に

と
ど
ま
り
、

し
か
も
建
設
需
要
の

変
動
や
移
動
な
ど
の

た
め
に

き
わ
め
て

変
動
的
だ
っ

た
。

運

輸

業
の

労

働

者

こ

の

よ
う
な
建
設
労
働
者
に

比
較
す
れ
ば
、

そ
の

何
分
の
一

か
に

と
ど
ま
っ

た
だ
ろ
う
が
、

多
数
の

交
通
関
係
の

労
働
者
が
存
在

し
、

か
つ

増
加
し
つ

つ

あ
っ

た
。

ま
ず
陸
運
部
門
で

は
、

旧
宿
駅
制
度
が
解
体
さ
れ
、

そ
し
て

そ
の

後
の

駅
陸
運
会
社
も
解
散
さ

れ
た
あ
と
は
、

そ
の

ま
ま
自
営
業
化
し
た
り
、

賃
労
働
者
化
し
た
従
事
者
も
い

た
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
含
め
て
、

と
く
に

都
市

な
ど
で

は
、

陸
運
部
門
の

就
業
者
が
男
子
就
業
者
の
一

〇
㌫
以
上
も
存
在
し
た
の

で

あ
る
。

た
と
え
ば
、

小
田
原
地
方
で

は
一

八
七
七
年
に
、

人
力

車
夫
五
四
人
、

荷
車
ひ
き
二

三

人
、

駕
籠
か
き
九
人
、

合
計
八
六
人
を
数
え
て

い

た
。

全
県
と
し
て

ど
れ
だ
け
の

就
業
者
を
数
え
た
か

は

不

明
だ

が
、

『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に

よ
れ
ば
一

八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
は

多
摩
郡
を
除
い

て
、

馬
車
六
〇
台
、

人
力
車
五
九
六
〇
台
、

牛
車
・

大
八
車
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な
ど
の

荷
車
一

万
八
六
五
六
台
が
記
録
さ
れ
て

い

る
か
ら
、

か
り
に
そ
れ
ら
の

半
分
を
稼
働
す
る
だ
け
の

就
業
者
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
だ

け
で
一

万
人
以
上
に

達
し
た
だ
ろ
う
。

そ
の

な
か
に

は
、

や
は
り
農
民
な
ど
の

兼
業
者
も
多
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、

と
く
に

横
浜
な
ど
に

集
中
し
て

い

た
人
力
車
夫
の

な
か
に
は
都
市
の

貧
民
が
多
か
っ

た
。

そ
し
て
、

彼
ら
は
人
力
車
を
所
有
す
る
者
も
少
な
く
、

日

雇
人
夫
を
わ
ず
か
に
上
回
る
ほ
ど

の

賃
銭
を
稼
ぐ
程
度
に

と
ど
ま
っ

て
い

た
（『
神
奈
川
県
統
計
書
』
の

ほ
か
、

横
山
源
之
助
『
日

本
の

下
層
社
会
』
参
照
）。

さ
ら
に
、

海
運
部
門
の

就
業
者
も
多
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、

神
奈
川
県
と
し
て

は
横
浜
港
な
ど
の

港
湾
労
働
者
の

存
在
が
重
要
で

あ
る
。

開
港
当
初

の

横
浜
港
に
は
ほ
と
ん
ど
港
湾
施
設
は
な
く
、

す
べ

て
の

船
舶
は
沖
合
に

碇
泊
し
、

小
舟
に

よ
っ

て

貨
物
を
揚
げ
降
ろ
し
、

か
つ

運
搬
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ

た
。

こ

う
し
た
荷
役
作
業
に

は
、

は
じ
め
は
各
商
館
の

使
用
人
や
船
夫
や
近
在
の

農
漁
民
や
「
立
ち
ん
坊
」
な
ど
が
臨
時
的
に

就
業
し

て
い

た
が
、

貨
物
量
が
激
増
す
る
に
と
も
な
い
、

専
業
的
な
港
湾
労
働
者
が
形
成
さ
れ
た
。

実
は
、

こ

う
し
た
貨
物
の

沖
取
・

運
漕
は
、

少
数
の

荷

受
業
者
に
よ
っ

て

独
占
さ
れ
て

い

た
の
で
、

港
湾
労
働
者
は
事
実
上
彼
ら
と
雇
用
関
係
を
持
っ

た
わ
け
だ
が
、

実
際
に

は
親
分
を
媒
介
と
し
た
、

か

な
り
前
期
的
な
雇
用
関
係
の

も
と
に

置
か
れ
た
の

で

あ
る
。

す
で

に
、

明
治
四
、

五

年
ご
ろ
に
は
、

六
組
の

請
負
業
者
の

も
と
に

港
湾
労
働
者
が
四

〇
〇
〇
－
五
〇
〇
〇
人
も
存
在
し
た
、

と
い

わ
れ
る
が
、

そ
の

大
部
分
は
請
負
業
者
の

持
つ

建
設
業
に
お
け
る
飯
場
の

よ
う
な
部
屋
に

所
属
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

し
か
も
採
用
は
も
ち
ろ
ん
、

仕
事
別
配
置
、

就
業
の

場
所
・

日

時
、

労
働
規
律
・

賃
金
決
定
・

支
払
い

な
ど
の
い

わ
ば
労
務

管
理
は
、

建
設
業
な
ど
に

お
け
る
と
ほ
ぼ
同
様
に

親
分
に
よ
っ

て

お
こ

な
わ
れ
て
い

た
。

親
分
に

準
ず
る
ほ
ど
の

高
技
能
者
の

な
か
に

は
、

各
組
の

部
屋
に

は
属
せ

ず
、

自
由
に

業
者
間
を
渡
り
歩
く
者
も
い

る
が
、

基
幹
的
な
港
湾
労
働
者
が
部
屋
に

属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の

は
、

彼
ら
の

な
か
に

は
無
節
制
な
者
が
多
く
、

業
者
と
し
て

は
そ
う
い

う
労
働
者
を
統
轄
し
、

貨
物
取
扱
い

上
の

信
用
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

も
っ

と
も
、

業
者
の

な
か
に

も
悪
徳
業
者
が
あ
ら
わ
れ
、

賃
金
不
払
い

な
ど
の

物
議
を
醸
し
、

社
会
問
題
を
発
生
さ
せ
た
の

で
、

多
く
の

請
負
業

者
が
協
議
し
公
的
規
制
を
求
め
る

申
請
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

こ

れ
に
た
い

し
、

神
奈
川
県
は
県
令
と
し
て

「
人
足
受
負
営
業
並
ニ

人
足
取
締
規
則
」
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を
一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
に

公
布
す
る
こ

と
に

な
っ

た
。

以
後
、

「
鑑
札
」
の

な
い

請
負
業
者
や
人
足
は
就
業
で

き
な
い

こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

後
年
の

記
述
は
、

次
の

よ
う
な
情
景
も
記
録
し
て
い

る
。

「
当
時
本
港
に

来
集
せ
る
人
足
は
非
常
な
る
数
に

上
り
毎
朝
埠
頭
に

蝟
集
し
、

先

を
競
い
、

仕
事
に

就
か
ん
と
す
る
有
様
は
実
に

騒
然
た
る
も
の

に

し
て
、

警
官
出
張
し
鑑
札
を
点
検
し
乗
船
せ

し
め
た
り
」
と
（
横
浜
市
総
務
局
行
政

部
調
査
室
『
横
浜
港
に
お
け
る
港
湾
労
働
の

推
移
』
に
よ
る
）。

注（

1

）
　
こ

う
し
た
推
定
の

根
拠
は
、

海
野
福
寿
「
原
蓄
論
」（
石
井
寛
治
ほ
か
編
『
近
代
日

本
経
済
史
を
学
ぶ

』
上
、

一

〇
－
一

一

ペ

ー
ジ

）
に

も
と
づ

く
。

そ
の

理
論
化
に
つ

い

て
は
と
も
か
く
、

そ
こ

で
は
『
統
計
年
鑑
』
な
ど
に
よ
っ

て
、

日

本
全
体
の

こ

の

時
期
の

労
働
者
構
成
を
量
的
に

把
握
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

（

2

）
　
山
本
弘
文
「
北
相
地
方
の

陸
運
会
社
に
つ

い

て

」（『
神
奈
川
県
史
研
究
』
第
一

二

号
）
参
照
。

四
　
重
工

業
の

労
働
市
場

横
須
賀
造
船
所
に
お
け
る

労
働
力
の

編
成
と

養
成

明
治
前
期
に
お
け
る
重
工

業
の

資
本
家
的
発
展
は
、

き
わ
め
て

弱
か
っ

た
。

『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に

よ
れ
ば
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に

神
奈
川
県
下
に
お
い

て

蒸
汽
力
を

利
用

し
て
い

た
重
工
業
の

民
間
工
場
で
、

職
工
数
が

一

〇
〇
人
を
上
回
る
の

は
日

本
郵
船
会
社
横
浜
鉄
工
所
（
汽
船
修
繕
）
の

み
で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
状
況
は
全
国
規
模
で

み
て

も
同
様
で

あ
り
、

一

八
八
七
年
に

職
工
数
一

〇
〇
人
以
上
を
雇
用
す
る
重
工

業
の

民
間
工
場
は
、

わ
ず
か
に

七
工
場
を
数
え
る
の

み
で

あ
り
、

な
か
で

も
大
規
模
な
三

菱

造
船
所
で

さ
え
、

そ
の

職
工
数
は
七
四
六
名
で

あ

り
、

日
本
郵
船
会
社
横
浜
鉄
工

所
の

職
工

数
は
五
三
一

名
で

あ
っ

た
（『
明
治
工

業
史
』
機
械
篇
に

よ
る

）。

こ

の

よ
う
に

民
間
重
工
業
の

本
格
的
な
勃
興
が
み
ら
れ
な
か
っ

た

当
時
に
お
い

て
、

重
工
業
の

近
代
化
を
担
っ

た
の

は
造
船
業
を
中
心
と
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す
る
官
営
軍
需
工
場
で

あ
っ

た
。

と
り
わ
け
横
須
賀
・

横
浜
造
船
所
の

占
め
る
地
位
は
、

神
奈
川
県
の

み
な
ら
ず
全
国
的
に
み
て

も
圧
倒
的
な
比
重

を
持
っ

て
い

た
。

横
須
賀
造
船
所
は
、

慶
応
元
年
（
一

八
六
五

）
に

横
須
賀
製
鉄
所
と
し
て

そ
の

建
設
が

始
め
ら
れ
た
が
、

設
備
・

機
械
を
は
じ
め
と
し
て
、

経
営

管
理
か
ら
技
術
指
導
ま
で
フ

ラ
ン

ス

に

依
存
し
て
い

た
。

近
代
造
船
技
術
の

蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
当
時
に
あ
っ

て

は
、

の

ち
に

民
間
に

貸
し

付
け
ら
れ
た
横
浜
の

修
理
工
場
を
含
め
て

外
国
人
技
師
・

職
工
の

指
導
に

依
存
し
て

お
り
、

長
崎
造
船
所
も
オ
ラ
ン

ダ
に

依
存
し
て
い

た
。

明
治
元

年
に
お
け
る
横
須
賀
製
鉄
所
の

労
働
力
編
成
は
、

首
長
ウ
ェ

ル

ニ

ー
以
下
フ

ラ
ン

ス

人
技
師
・

職
工
三
二

名
、

官
吏
・

附
属
員
五
三

名
、

水
火
夫
等

の

人
員
七
六
名
、

抱
職
工
六
五
名
、

定
雇
職
工
一

一

三

名
、

職
工
手
伝
三

九
七
名
、

寄
場
人
足
（
貧
民
・

徒
刑
囚
）
五
四
名
で

あ
っ

た
（『
横
須
賀
海
軍

船
廠
史
』
第
一

巻

に
よ
る

）。
横
須
賀
製
鉄
所
は
明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
に

横
須
賀
造
船
所
と
名
称
を
改
め
、

一

八
七
六
年
に

は
職
工
総

数
が
一

五

一

六
人
ま
で

に

増
加
し
て

お
り
、

明
治
元
年
の

約
四
倍
に

ま
で

達
し
て
い

る
。

し
か
し
、

当
時
の

海
軍
が
最
も
重
要
視
し
て

い

た
横
須
賀
造
船
所
の

管
理
権
を
ウ
ェ

ル

ニ

ー
ら
の

フ

ラ

ン

ス

人
に

握
ら
れ
て
い

た
た
め
、

造
船
所
の

実
権
を
奪
還
す
る
た
め
に
、

一

八
七
五（
明
治
八

）
年
、

肥
田
主
船
頭

は
、

首
長
の

権
限
を
技
術
面
の

み
に

限
定
す
る
内
容
の

「
横
須
賀
造
船
所
事
務
改
革
案
」
を
提
示
し
た
。

そ
の

結
果
、

「
首
長
ウ
ェ

ル

ニ

ー
は

同
案

の

趣
旨
に

基
づ

い

て

明
治
八
年
一

二

月
三
一

日
を
も
っ

て

首
長
の

職
を
辞
し
、

改
め
て

顧
問
と
し
て

造
船
所
の

発
展
を
見
守
り
日
本
技
術
者
の

熟
練

進
歩
を
見
と
ど
け
た
上
、

わ
が
任
務
終
わ
れ
り
と
、

明
治
九
年
三

月
一

〇
日
一

〇
年
間
住
み
な
れ
た
横
須
賀
を
後
に
一

路
故
国
フ

ラ
ン

ス

に

帰
っ

た

」（『
横
須
賀
百
年
史

』
四
四
ペ

ー
ジ

）。
他
の
フ

ラ
ン

ス

人
技
師
も
、

一

八
七
七
年
に

は
一

名
を
残
し
て

全
員
帰
国
し
、

以
後
、

日
本
の

技
術
者
と
職

工
に
よ
る
管
理
と
生
産
の

体
制
が
再
編
成
さ
れ
、

短
期
間
イ
ギ
リ
ス

人
職
工
を
雇
い

入
れ
た
こ

と
も
あ
っ

た
が
、

フ

ラ
ン

ス

人
技
師
ベ

ル

タ
ン

を
招

い

て

鉄
鋼
艦
製
造
技
術
を
学
ん
だ
の

を
別
と
す
れ
ば
、

一

八
八
九
年
以
降
、

軍
艦
の

設
計
、

工

事
監
督
は
す
べ

て

日

本
人
の

手
に

よ
っ

て

お
こ

な
わ

れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。
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そ
れ
で
は
、

こ

う
し
た
新
し
い

生
産
技
術
の

導
入
に

対
し
て
、

そ
れ
に
必
要
な
労
働
者

を
い

か
に

形
成
・

蓄
積
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

表
二

－

五
五
は
、

明
治
三

年
の

横
須
賀
製

鉄
所
の

職
種
別
職
工
・

人
足
数
を
み
た
も
の

で

あ
る
が
、

船
工

職
・

木
工
・

製
綱
職
・

建

具
職
・

製
帆
職
な
ど
の

男
子
熟
練
職
工
は
、

伝
統
的
な
職
人
と
し
て

の

熟
練
を

引
き

継

ぎ
、

木
工
と
称
さ
れ
て
い

た
。

先
年
、

戸
田
に
お
い

て
ロ

シ

ヤ

艦
船
を
建
造
し
た
経
験
の

あ
る

船
大
工
は
、

横
須
賀
造
船
所
に

雇
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ

た
の

だ
が
、

そ
の

多
く
は

木
工

職
だ
っ

た
だ
ろ
う
。

こ

れ
に

た
い

し
て
、

錬
鉄
職
・

製
缶
職
・

製
図
職
な
ど
の

熟
練

工
は
金
工
と
称
さ
れ
、

近
代
的
な
金
属
・

機
械
工
業
の

職
工
と
し
て

新
し
く
熟
練
の

形
成

が
お
こ

な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

設
立
当
初
か
ら
熟
練
工
の

採
用
に

あ
た
っ

て

は
「
職
工
ノ

雇
入
ニ

当
リ
テ

我
邦
ノ

工

式
ト

欧
米
ノ

工

式
ト

相
乖
戻
ス

ル

所
ア

ル

ニ

拘
ラ

ズ

務
メ

テ

其
業
務
ノ

相
近
キ
モ

ノ
ヨ

リ
採
用
ス

ベ

シ

例
ヘ

バ

木
工
ヲ

造
船
工
場
ニ

鍜
工
ヲ

煉
鉄
工

場
ニ

採
用
ス

ル

類
ノ

如
シ

」（『
横
須
賀
造
船
史
』
第
一

巻
、

一

二
ペ

ー
ジ

）
と
し
て

い

た
が
、

大
工
と
木
工
・

鍛
冶
職
人
と
鍛
冶
工
な
ど
の

類
似
職
種
と
い

え
ど
も
、

そ
の

労
働

内
容
に
は
差
異
が
あ
る
た
め
再
訓
練
が
必
要
で

あ
っ

た
。

ま
し
て
、

旋
盤
・

仕
上
・

製
鑵

の

よ
う
な
機
械
工
と
し
て
の

職
種
は
、

ま
っ

た
く
新
た
に

訓
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
こ

で
、

熟
練
工

養
成
の

た
め
に

次
の

よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
た
。

す
な

わ

ち
、

「
内
国
人
ニ

在
リ
テ
ハ

鉄
工
ニ

木
工
ニ

各
々

本
邦
固
有
ノ

工
業
ニ

熟
達
ス

ル

モ

ノ

百
名
ヲ

表2－55　明治3年における横須賀製鉄所の職工・人足数

注　『横須賀海軍船廠史』による
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選
抜
シ

仏
人
ヲ

シ

テ

之
ニ

西
式
工
業
ヲ

伝
授
セ

シ

ム

」（『
横
須
賀
造
船
史
』
第
一

巻
、

七
ペ

ー
ジ

）。
つ

ま
り
、

伝
統
的
熟
練
を
引
き
継
い

だ
成
年
労
働

者
を
対
象
と
し
て
、

フ

ラ
ン

ス

人
熟
練
工
か
ら
の

個
人
伝
習
が
お
こ

な
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

『
日

本
近
世
造
船
史
』
に

よ
れ
ば
、

フ

ラ
ン

ス

人
が
横

須
賀
に

滞
在
し
て
い

た
一

三

年
間
に
、

「
数
千
の

良
工
を
教
育
」
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、

横
須
賀
造
船
所
は
わ
が

国
重
工
業
の

創

世
期
に
お
け
る
技

術
伝
習
所
と
し
て

の

役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ

う
し
た
外
国
人
熟
練
工
か
ら
の

個
人
伝
習
が
お
こ

な
わ
れ
る
一

方
、

熟
練
工
の

養
成
を
よ
り
組
織
的
に
お
こ

な
う
た
め
に
、

設
立
当
初
か
ら
職

工
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。

こ

の

学
校
は
、

維
新
の

動
乱
で
一

時
閉
鎖
さ
れ
た
が
、

明
治
五

年
に

再
開
さ
れ
、

下
級
技
術
者
養
成
を
目
的
と
す
る
正
則

学
校
と
、

職
長
養
成
を
目
的
と
し
た
職
工
学
校
の
二

つ

が
設
置
さ
れ
た
。

し
か
し
、

熟
練
職
工
の

養
成
を
目
的
と
し
た
こ

れ
ら
の

職
工
学
校
は
、

下

級
技
術
者
の

ま
っ

た
く
欠
如
し
て
い

た
当
時
に

あ
っ

て
は
、

結
果
的
に

は
下
級
技
術
者
の

養
成
機
関
と
な
っ

て
し
ま
っ

た
。

事
実
、

横
須
賀
造
船
所

の

職
工
学
校
も
、

一

八
八
二

（
明
治
十
五

）
年
以
降
は
「
専
ら
技
手
の

養
成
を
務
む
る
こ

と
と
な

り
、

其
後
校
名
ま
た
改
ま
り
て
、

二

十
二

年
に

は

海
軍
工
学
校
」
と
な
っ

た
の

で

あ
る
（『
日

本
近
世
造
船
史
』
九
二

二
ペ

ー
ジ

）。

こ

の

結
果
、

組
織
的
知
識
を

も
た
な
い

単
な
る
経
験
工
が
職
長
と
な

る
こ

と
に

な
り
、

そ
の

後
の

日

本
の

職
長
制
を
規
定
す
る
要
因
と
な
っ

た
。

明
治
前
期
に

お
け
る
熟
練
工
の

養
成
は
、

横
須
賀
造
船
所
を
は
じ
め
と

し
て

長
崎
造
船
所
・

石
川
島
造
船
所
な
ど
で
、

外
国
の

熟
練
職
工
か
ら
直
接
養
成
さ
れ
た
熟
練
職
工
が
中
核
と
な
っ

て

担
当
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

伝
習
制
が
一

段
落
し
た
後
の

熟
練
職
工
養
成
方
法
は
、

年
期
徒
弟
制
が
支
配
的
と
な
っ

た
。

し
か
し
、

こ

の

年
期
徒
弟
制
は
、

熟
練
職
工
の

不
足
が

著
し
か
っ

た
た
め
に
、

西
欧
諸
国
の

徒
弟
制
と
異
な
り
、

年
期
制
も
年
少
労
働
者
の

徒
弟
制
に
限
ら
れ
た
も
の

で

は
な
く
、

成
年
に

達
し
た
職
人
や

農
民
な
ど
も
「
中
年
年
期
」
と
し
て

養
成
す
る
と
い

う
、

き
わ
め
て

変
則
的
な
も
の

で

あ
っ

た
。

さ
ら
に
、

組
織
的
な
管
理
体
制
が
確
立
さ
れ
な
い

で

親
方
熟
練
職
工
に

よ
る
請
負
作
業
が
一

般
的
で

あ
っ

た
造
船
所
も
、

熟
練
労
働
者
を
中
心
と
し
た
労
働
力
不
足
に

よ
る
移
動
の

激
化
に
よ
っ

て
、

特
定
の

親
方
労
働
者
と
徒
弟
関
係
を
結
ば
な
い

で
、

工
場
の

雑
役
に

従
事
す
る
う
ち
に

技
能
を
修
得
し
て
い

く
年
少
労
働
者
が
出
現
し
た
り
、

伝
統
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的
な
職
人
的
秩
序
に

な
じ
ま
な
い

新
し
い

職
種
の

労
働
者
が
形
成

さ
れ
て
き

た

た

め
、

年
期
徒
弟
制
は
明
治
二

十
年
（
一

八
八
七
）

代
後
半
に

は
崩
壊
し
て
い
っ

た
。

鋼
船
の

建
造
と
職

種
構
成
の

変
化

こ

こ

で
、

職
種
構
成
の

変
化
を
概
括
的
に

み
て

お
く
と
、

表
二

－

五
六
の

工
場
別
職

工
数
の

変
化
が
示
す
よ
う
に
、

木
船
建
造
を
お
こ

な
っ

て
い

た
一

八
八
二

年
に

は
、

船
大
工
を
中
心
と
す
る
造
船
・

船
渠
工

場
、

製

帆
工
、

製
綱
工
な
ど
を
擁
す
る
船
具
工

場
の

職
工
の

比

率
が

高

く
、

こ

れ
に

次
い

で
、

鋳
物
工
・

製
缶
工
・

鍛
冶
工
な
ど
で

構
成

さ
れ
る
職
工
が
相
当
数
を
占
め
、

旋
盤
工
・

仕
上
工
な
ど
の

属
す

る
機
械
工
場
の

職
工
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

だ
が
、

鋼
製
軍

艦
の

建
造
を
お
こ

な
う
よ
う
に

な
っ

た
一

八
八
八
年
に

な
る
と
、

基
幹
職
種
が
船
大
工
か
ら
造
船
工
に

転
化
し
た
造
船
工
場
の

職
工

が
急
増
す
る
と
と
も
に
、

造
機
部
門
を
構
成
す
る
鋳
造
・

製
缶
・

錬
鉄
・

機
械
の

諸
工
場
、

と
り
わ
け
機
械
工

場
の

職
工

が

急

増

し
、

反
面
、

木
船
時
代
に

相
当
大
き
な
ウ
エ

イ
ト

を
も
っ

て
い

た

船
具
工
場
は
絶
対
的
に

縮
小
し
て
い

る
（
兵
藤
釗
『
日
本
に

お
け
る

表2－56　横須賀造船所の工場別労働者構成

注　兵藤釗『日本における労資関係の展開』64ページによる。『横須賀海軍船廠史』第2，3
巻にもとづく。
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労
資
関
係
の

展
開
』
六
三
ペ

ー
ジ

参
照
）。
『
職
工

事
情
』
に
よ
れ
ば
、

伝
統
的
な
熟
練
を
引
き
継
い

で
い

る
鍛
冶
工
・

製
缶
工
・

鋳
物
工
な
ど
の

職
種

と
、

新
た
に

養
成
さ
れ
た
旋
盤
工
・

組
立
工
・

仕
上
工
な
ど
の

職
種
と
を
比
較
す
る
と
、

「
此
二

種
職
工
ノ

間
其
生
活
思
想
ニ

就
キ

稍
其
趣
ヲ

異
ニ

セ

ル

モ

ノ

ア

リ
」
と
し
て

お
り
、

年
期
徒
弟
制
が
崩
壊
し
て
い
っ

た
背
景
を
確
か
め
る
こ

と
が
で

き
る
。

注（1）
　
横
須
賀
造
船
所
で

実
際
に

働
い

て
い

た
荒
畑
寒
村
も
、

「
木
工
部
は
…
…
職
工
は
ほ
と
ん
ど
み
な
伊
豆
の

下
田
あ
た
り
か
ら
来
た

船
大
工
で

近
代
的
プ
ロ

レ

タ
リ
ア

ー
ト
の

性
格
を
ま
っ

た
く
有
し
な
い
、

純
然
た
る
職
人
気
質
で
あ
っ

た
。

」（『
寒
村
自
伝
』
上
、

五
九
ペ

ー
ジ

）
と
指
摘
し
て
い

る
。

も
っ

と
も
「
近
代

的
な
プ
ロ

レ

タ
リ
ア

ー
ト
と
は
い

か
な
る
も
の

か
は
問
題
な
の

だ
が
、

ま
た
、

次
の

よ
う
に

も
述
べ

て
い

る
。

す
な
わ
ち
、

「
職
工
の

中
で

も
、

製
鑵
部
や
鋳

物
部
の

連
中
と
木
工
部
の

連
中
と
で

は
、

服
装
や
態
度
か
ら
し
て

相
違
が
目
だ
っ

て
い

た
。

前
者
に

は
、

近
代
的
労
働
者
の

風
格
が
ほ
の

か
な
が
ら
も
認
め
ら

れ
た
の
に
反
し
て
、

後
者
は
ま
っ

た
く
手
工
業
の

職
人
気
質
を
脱
し
て
い

な
い

」（『
同
書
、

四
四
ペ

ー
ジ

）。

（

2

）
　
わ
が
国
最
初
の

機
械
制
工
場
で

あ
る
長
崎
製
鉄
所
（
の

ち
の

長
崎
造
船
所
）
の

幕
末
期
に

お
け
る
労
使
関
係
を
分
析
し
た
中
西
洋
「
日

本
に

お
け
る
重
工
業

経
営
の

生
成
過
程
－
幕
営
長
崎
製
鉄
所
と
そ
の

労
資
関
係
－
」（『
経
済
学
論
集
』
第
三

五
巻
第
一

－
三

号
）
は
、

横
須
賀
造
船
所
の

労
使
関
係
を
理
解
す
る
上

で

参
考
に

な
ろ
う
。

そ
こ

で

は
、

オ
ラ
ン

ダ
人
技
師
・

熟
練
職
工
が
日

本
人
の

職
人
に

技
能
を
伝
習
す
る
と
と
も
に
、

職
場
の

フ
ォ

ー
マ

ル

な
監
督
者
の

機
能

を
果
た
す
と
と
も
に
、

日

本
人
職
工
の

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル

な
第
一

線
監
督
者
で

あ
る
「
頭
立
候
も
の

」
が
職
場
を
統
括
す
る
と
い

う
、

日

本
的
職
長
制
度
の

萌

芽
形
態
が
生
み
出
さ
れ
た
こ

と
、

ま
た
当
時
の

熟
練
職
工
と
な
っ

た
職
人
は
、

き
わ
め
て

商
人
的
性
格
を
帯
び
て
い

た
た
め
に
、

早
い

時
期
か
ら
高
賃
金
の

職

場
へ

の

移
動
が
頻
繁
で
あ
り
、

幕
末
期
に

早
く
も
定
着
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
こ

と
な
ど
も
明
ら
か
に

さ
れ
て
い

る
。
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五
　
労
働
市
場
の

形
成
と
労
働
者
の

状
態

労
働
者
の

類
型

と

賃
金

水
準

明
治
前
期
の

労
働
者
は
、

以
上
の

ほ
か
に

商
業
会
社
な
ど
の

従
業
員
も
含
め
て
、

農
民
層
の

分
解
を
は
じ
め
旧
身
分
の

解
体
の

な
か
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ

て

形
成
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
を
本
来
の

雇
用
・

労
働
市
場
に

限
定
し
て

み
る
と
、

そ
れ
は
官

営
・

民
営
の

造
船
所
を
は
じ
め
製
糸
・

製
茶
な
ど
の

工
場
の

労
働
者
や
商
業
会
社
な
ど
の

従
業
員
な
ど
に
限
ら
れ
て

い

た
。

し
か
も
工

場
の

生
産
労

働
者
に
し
て

も
、

工

場
内
分
業
の

進
ん
だ
マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク
チ
ュ

ア

の

も
と
に

組
織
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、

自
律
し
た
機
械
体
系
の

も
と
で

働
く
工
場
労

働
者
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
形
成
さ
れ
て
い

な
い
、

と
み
て

よ
い
。

し
た
が
っ

て
、

熟
練
分
野
で

は
親
方
－
職
人
－
徒
弟
の

労
働
者
集
団
に

よ
る
工
場
内

請
負
制
を
容
易
に

解
体
す
る
こ

と
は
で

き
な
か
っ

た
し
、

前
述
し
た
建
設
・

運
輸
労
働
者
や
女
工

な
ど
の

不
熟
練
分
野
で

は
、

同
様
な
集
団
の

な
か

で

と
く
に

き
び
し
い

監
督
制
度
を
必
要
と
し
た
の

で

あ
る
。

と
い

う
の

は
、

単
に

旧
熟
練
を
解
体
す
る
機
械
の

登
場
を
は
じ
め
組
織
的
な
生
産
管
理

や
労
務
管
理
が
未
発
達
だ
っ

た
だ
け
で

な
く
、

貧
民
化
し
た
日

雇
人
夫
な
ど
の

よ
う
に
、

組
織
的
な
賃
労
働
に
適
合
し
て
い

な
い

う
え
に

勤
勉
と
節

約
ど
こ

ろ
か
、

「
怠
惰
と
浪
費
」
で

特
徴
づ

け
ら
れ
る
よ
う
な
労
働
者
が
多
か
っ

た
か
ら
で

も
あ
る
。

こ

う
し
た
本
来
の

労
働
市
場
を
基
軸
と
し
て

そ
の

周
辺
に
は
、

小
商
人
や
一

人
親
方
な
ど
の

自
営
業
や
、

農
家
副
業
な
ど
も
含
め
た
家
内
労
働
の

よ
う
な
、

必
ず
し
も
賃
労
働
関
係
に
つ

つ

み
込
ま
れ
て

い

な
い

就
業
分
野
が
新
旧
織
り
ま
ぜ
て

広
範
に

形
成
さ
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、

商
人
や
地
主
の

支
配
を
受
け
て

い

た
農
民
層
と
ほ
ぼ

同
様
に
、

こ

う
し
た
就
業
分
野
も
決
し
て

独
立
自
営
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ

ろ
か
、

大
き
な
商
人

や
問
屋
の

支
配
を
受
け
て
お
り
、

彼
ら
の

取
得
し
た
工
賃
な
ど
も
む
し
ろ
賃
金
以
下
に

と
ど
ま
っ

て

い

る
場
合
も
多
く
、

事
実
上
、

賃
労
働
者
化
し
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た
よ
う
な
就
業
者
も
多
か
っ

た
だ
ろ
う
。

だ
が
、

定
職
を
持
つ

だ

け
に
、

た
と
え
ば
大
道
芸
人
や
露
店
商
人
な
ど
の

よ
う
に
ス

ラ
ム

に

住
ん
だ
り
、

の

ち
に

も
多
少
み
る
よ
う
な
救
貧
の

対
象
と
な
る

よ
う
な
貧
民
・

窮
民
は
少
な
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、

い

わ
ゆ
る
細
民

と
し
て

下
層
社
会
を
形
成
す
る
よ
う
な
就
業
者
も
多
か
っ

た
。

女

工
を
含
め
て
、

女
子
就
業
者
の

な
か
に
は
職
工
や
職
人
や
農
家
な

ど
の

家
計
補
充
の

た
め
の

就
業
者
が
多
か
っ

た
。

そ
れ
は
次
に
み

る
よ
う
に
、

大
部
分
の

労
働
者
に
は
生
計
に

十
分
な
賃
金
や
所
得

が
得
ら
れ
な
か
っ

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

当
時
の

職
種
別
賃
金
水
準
に
つ

い
て
、

図
二

－

九
で

比
較
的
高

水
準
だ
っ

た
横
浜
に
つ

い

て
み
る
と
、

か
な
り
乱
高
下
が
は
な
は

だ
し
く
、

そ
れ
は
賃
金
水
準
の

不
安
定
さ
を
示
し
て

い

る
が
、

職

種
別
に

は
や
は
り
職
人
の

賃
銭
が
中
等
級
で

も
一

日
五
〇
銭
に

達

し
、

と
く
に

高
水
準
に

あ
っ

た
が
、

そ
れ
に
た
い

し
横
須
賀
造
船

所
の

職
工

も
役
付
や

高
技
能
工
を
別
と
す
れ
ば
、

そ
の

平
均
賃
金

は
三

〇
銭
台
に

と
ど
ま
っ

て
お
り
、

職
人
の

地
位
よ
り
低
か
っ

た

の
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

等
し
く
職
人
と
は
い

え
、

図
二

－

九
の

図2－9　横浜における1日当たり賃銭の推移（中等級）

注　『神奈川県統計書』より作成
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煙
草
刻
み
の

職
人
の

よ
う
に

需
要
が
縮
小
し
つ

つ

あ
っ

た
旧
型
職
人
の

賃
銭
は
二

〇
銭
を
多
少
上
回
る
に

過
ぎ
ず
、

横
浜
の

日

雇
人
足
の

賃
金
を
す

ら
下
回
っ

て
い

た
。

さ
ら
に

こ

れ
ら
に

く
ら
べ

て
、

多
く
の

女
工
の

賃
金
は
、

一

部
の

製
糸
技
能
工
を
別
と
し
て
一

〇
銭
を
多
少
上
回
る
水
準
に

と

ど
ま
っ

て
お
り
、

農
業
の

日

雇
女
の

賃
銭
と
大
体
均
衡
す
る
よ
う
な
低
賃
金
で

し
か
な
か
っ

た
。

そ
れ
は
ま
た
、

横
須
賀
造
船
所
の

見
習
工
の

最
低

級
と
も
見
合
っ

て
お
り
、

単
純
な
不
熟
練
労
働
者
の

賃
金
相
場
を
示
し
て

い

た
の
で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
賃
金
水
準
は
、

生
計
基
準
で
み
る
と
い

か
に

評
価
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

も
っ

と
も
、

明
治
十
年
（
一

八
八
七
）
代
か
ら
二

十
年
代
に

か
け
て

物
価
変
動
が
激
し
く
、

そ
の
こ

と
自
体
が
労
働
者
の

生
計
を
不
安
定
に

し
た
の

だ
が
、

明
治
前
期
末
で

み
て

横
浜
の

米
相
場
か
ら
推
定
す
る

と
、

一

世
帯
当
た
り
米
だ
け
の

支
出
で

も
一

日
二

〇
銭
前
後
は
必
要
だ
っ

た
、

と
み
ら
れ
る
。

と
す
る
と
、

さ
き
の

日

雇
人
足
の

賃
銭
は
そ
れ
だ
け

で
、

残
り
は
僅
少
と
い

う
低
賃
金
だ
っ

た
こ

と
に

な
る
。

か
り
に
エ

ン

ゲ
ル

係
数
（
生
計
費
中
の

食
料
費
の

比
率
）
を
五
〇
㌫
と
し
て

も
、

一

日
の

生
計

費
を
充
た
す
賃
金
は
少
な
く
て

も
四
〇
銭
以
上
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ

て
、

こ

の

水
準
を
充
た
す
の

は
、

大
工
・

左
官
・

洋
服
仕
立
職
人
や
横
須
賀
造
船
所
の

役
付
や
か
な
り
熟
練
し
た
職
工
の

賃
銭
だ
け
で

あ
り
、

男
子
で

も
多
く
の

労
働
者
の

賃
銭
は
い

ず
れ
も
そ
れ
を

下
回
っ

て
お
り
、

女
工
な
ど
の

子
女
や

家
族
員
の

多
就
業
化
を
必
要
と
し
た
の

で

あ
る
。

し
か
も
、

そ
れ
で

も
何
ら
か
の

生
活
の

事
故
に

対
す
る
備

え
を
持
つ

余
裕
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ

て
、

職
さ
え
安
定
的
に

得
ら
れ
な
か
っ

た
人
び
と
に

と
っ

て

は
、

「
怠
惰
と
浪
費
」
し

か
生
活
の

し
よ
う
が
な
か
っ

た
、

と
さ
え
い

い

う
る
だ
ろ
う
。

貧
窮
や
犯
罪

の

増

加

し
か
も
救
貧
体
制
が
き
わ
め
て

不
備
だ
っ

た
か
ら
、

失
業
し
た
り
病
気
に

な
っ

た
り
怪
我
な
ど
を
す
れ
ば
、

家
族
や
仲
間
な
ど
の

救
助
が
得
ら
れ
な
い

限
り
、

た
ち
ま
ち
貧
窮
の

淵
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

明
治
政
府
の

唯
一

の

救
貧
法
と
い
っ

て

よ
い

「
恤
救
規
則
」
に

よ
る
神
奈
川
県
下
の

救
恤
人
員
を
原
因
別
に
み
る
と
、

表
二

－

五
七
の

と
お
り
で

あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
明
治
二

十
年
（
一

八
八
七
）
代
の

著
増
が
目
立
つ

が
、

そ

れ
は
「
恤
救
規
則
」
の

対
象
で

あ
る
棄
児
な
ど
の

救
貧
対
象
の

増
加
を
示
す
だ
け
で

な
く
、

救
貧
財
政
の

強
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化
を
も
示
し
て
い

る
の

だ
ろ
う
。

そ
れ
に

た
い

し
て
、

郡
区
で

管
理
さ
れ
て
い

た
火
災
な
ど
の

災
害
に

対
す
る
備
荒
儲
蓄
に

よ
る
救
助
人
員
の

推
移
を
み
る
と
、

表
二

－

五

八
の

と
お
り
で

あ

る
。

そ
れ
に

よ
る
と
、

災
難
の

発
生
状
況
に

よ
っ

て

も
異
な
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
に

し
て

も
さ

き
の

救
恤
人
員
に

く
ら
べ

て

救
助
人
員
の

方
が
は
る
か
に

多
か
っ

た
。

と
い

う
こ

と
は
、

一

人

表2－57　国費による救恤人員の推移

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡を含む。

表2－58　備荒儲蓄金による救助人員の推移

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡を含む。

表2－59　義捐金による救助人員の推移

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡を含む。
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当
た
り
の

救
助
金
額
は
よ
り
多
額
だ
っ

た
が
、

救
恤
の

対
象
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い

る
こ

と
を
意

味
す
る
だ
ろ
う
。

表
二

－

五
八
の

火
災
の

救
助
の

増
大
は
、

横
浜
な
ど
の

都
市
の

拡
大
を
も
反
映
し

て
い

る
の

だ
ろ
う
。

そ
の

こ

と
は
、

義
捐
金
に
よ
る
救
助
を
示
し
た
表
二

－

五
九
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
。

そ
の

な
か
で
、

貧
困
を
原
因
と
す
る
救
助
人
員
は
一

八
八
五

年
に

激
増
し
た
事
実
が
注
目
さ

れ
る
。

そ
れ
は
、

あ
き
ら
か
に

前
述
し
た
松
方
デ
フ

レ

に
よ
る
貧
窮
化
と
そ
れ
を
背
景
と
し
た
農
民

な
ど
の

騒
動
へ

の

対
応
を
示
し
て

い

る
。

そ
れ
に

た
い

し
、

表
二

－

五
七
で
は

救
恤
の

増
加
が
ほ
と

ん
ど
示
さ
れ
て
い

な
い

の

は
、

「
恤
救
規
則
」
の

性
格
な
り
限
界
な
り
を
明
瞭
に

示
し
て

い

る

だ

ろ

う
。

こ

う
し
た
貧
窮
化
と
と
も
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
も
発
生
し
た
だ
ろ
う
。

表
二

－

六
〇
は
新
入
り

囚
人
の

職
業
別
構
成
を
示
し
た
統
計
で

あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
就
業
人
口
の

割
に

農
業
は
比
較
的

少
な
か
っ

た
の

に

対
し
、

商
工
業
、

と
く
に
日

雇
い

や
無
職
な
ど
が
比
較
的
多
く
な
っ

て

い

る
。

さ

ら
に
一

八
八
七
－
九
〇
年
の

変
化
を
み
る
と
、

男
女
と
も
増
加
し
て

い

る
が
、

と
く
に

女

子
の

増

加
、

無
職
の

減
少
の

反
面
で
、

自
由
業
・

雑
業
・

工

業
や
日

雇
い

な
ど
が
増
加
し
て
い

る
事
実
が
注

目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ

れ
ら
の

な
か
に
は
、

労
働
争
議
に
よ
っ

て

刑
事
罰
に

問
わ
れ
た
囚
人
も
含
ま

れ
て

い

た
だ
ろ
う
。

と
い

う
の

は
、

労
務
管
理
な
ど
が
遅
れ
た
不
安
定
な
労
使
関
係
と
低
劣
な
労
働

条
件
の

も
と
で
、

大
小
の

労
使
紛
争
は
お
そ
ら
く
日
常
茶
飯
事
だ
っ

た
で

あ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。

し

か
し
、

明
確
な
記
録
の

え
ら
れ
る

労
働
争
議
は
比
較
的
少
な
い

（『
通
史
編
』4

近
代
・

現
代
（1）
第
三

編

表2－60　新入り囚人の職業別構成 人（％）

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡を含む。
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第
一

章
に

よ
る

）。
し
か
も
、

再
製
茶
女
工
の

賃
金
引
下
げ
反
対
の

争
議
を
別
と
す
れ
ば
、

職
人
の

親
方
に

対
す
る
紛
争
が
多
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

し
か
も
、

い

ず
れ
も
後
世
の

よ
う
な
組
織
的
・

計
画
的
な
争
議
で
は
な
く
、

自
然
発
生
型
の

騒
動
が
多
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。
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第
二

章
　
近
代
的
流
通
機
構
の

形
成

第
一

節
　
交
通
機
関
の

整
備
と
商
品
流
通
の

発
展

一

　
東
海
道
線
の

延
長
と
横
須
賀
線
の

建
設

新
橋
－
横
浜

間

の

改

良

新
橋
－
横
浜
間
の

鉄
道
は
、

開
業
以
来
順
調
な
営
業
を
続
け
た
。

も
と
も
と
、

明
治
政
府
は
東
京
と
京
都
・

大
阪
を
結
ぶ

幹
線
鉄

道
の

経
路
に
つ

い

て
は
、

中
山
道
経
由
を
構
想
し

て

い

た
。

明
治
三

年
（
一

八
七
〇

）
に

は
、

土
木
司
の

佐
藤
政
養
、

小
野
友
五

郎
が
東
海
道
の

実
地
調
査
を
お
こ

な
い
、

翌
年
「
東
海
道
筋
鉄
道
巡
覧
書
」
を
政
府
に

提
出
し
、

幹
線
の

経
路
は
、

建
設
費
や
地
域
開
発
の

観
点
か

ら
み
て

中
山
道
経
由
が
よ
い

と
述
べ

た
。

そ
の

後
一

八
七
一

年
に
、

小
野
友
五

郎
・

山
下
省
三

ら
が
中
山
道
の

実
地
調
査
を
お
こ

な
い
、

さ
ら
に
一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
と
そ
の

翌
年
の

二

回
に

わ
た
っ

て
、

雇
外
国
人
技
師
長R

＝V

＝

ボ
イ
ル

が
中
山
道
を
調
査
、

こ

れ
に
よ
っ

て

ほ
ぼ

中
山
道

経
由
が
決
定
的
と
な
っ

た
。

ボ
イ
ル

の

報
告
書
に

よ
れ
ば
、

中
山
道
線
の

利
点
と
し
て
、

「
此
ノ

線
路
ハ

東
京
・

横
浜
線
ニ

共
合
シ
、

以
テ

営
業
ス

ル

ニ

於
テ
ハ

太
ダ
便
益
ナ

ル

ノ

ミ

ナ
ラ
ズ
、

其
ノ

工

業
ハ

東
京
・

西
京
間
線
路
中
最
軽
単
ニ

シ

テ

最
小
ナ
ル

費
用
ヲ

以
テ

建
築
シ

得
ベ

キ

区
分
ナ
リ

」
と
し
て
い

る
（
鉄
道
省

編
『
日

本
鉄
道
史

』
上
編

）。
す
な
わ
ち
、

こ

の

計
画
に

よ
れ
ば
、

新
橋
－
横
浜
間
の

鉄
道
は
、

こ
の

幹
線
に

は
含
ま
れ
な
い

別
線
の

性
格
を
も
つ

こ
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と
に

な
る
。

ボ
イ
ル

報
告
書
の

「
共
合
」
と
い

う
意
味
は
、

あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い

が
、

接
続
・

連
絡
運
輸
・

運
転
と
同
一

管
理
の

営
業
と
い

う
ほ

ど
の

も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の

の

ち
、

鉄
道
の

建
設
は
、

中
山
道
経
由
の

構
想
の

も
と
に

進
め
ら
れ
た
。

こ

の

間
、

新
橋
－
横
浜
間
の

鉄
道
は
、

一

時
払
下
げ
運
動
の

対
象

と
な
っ

た
り
、

ま
た
改
良
工

事
が
次
々

に

進
め
ら
れ
て

い

っ

た
。

払
下
げ
運
動
は
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
に

は
じ
ま
っ

た
蜂
須
賀
茂
韶
、

徳
川

慶
勝
ら
の

鉄
道
会
社
設
立
計
画
が
、

一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
一

転
し
て

鉄
道
払
下
げ
計
画
と
な
っ

た
も
の

で
、

同
年
六
月
、

二

七
人
の

華
族
が
鉄

道
払
下
げ
の

た
め
の

組
合
を
結
成
し
、

政
府
は
同
年
十
月
十
二

日

払
下
げ
を
通
達
し
た
。

こ

の

華
族
組
合
は
第
一

国
立
銀
行
総
監
役
渋
沢
栄
一

の

助

言
に

よ
り
、

払
下
げ
金
を
三

〇
〇
万
円
と
し
、

六
か
年
賦
（
年
二

回
納
入

）、
政
府
が
年
六
分
の

利
子
を
交
付
す
る
と
い

う
条
件
に

な
っ

て
い

た
。

し
か
し
、

一

八
七
七
（
明
治
十

）
年
七
月
、

「
金
禄
公
債
証
書
発
行
条
例
」
の

施
行
に

よ
り
、

組
合
に

参
加
し
て
い

る
華
族
の

な
か
に

は
年
賦
金
納

入
が
困
難
と
な
る
も
の

が
出
て
、

払
下
げ
辞
退
の

動
き
が
起
こ

り
、

同
年
十
二

月
十
九
日
組
合
は
政
府
に

払
下
契
約
取
消
し
の

願
書
を
提
出
、

政
府

は
翌
一

八
七
八
年
三

月
九
日

こ

れ
を
許
可
す
る
む
ね
組
合
に

通
達
、

組
合
は
同
月
十
八
日

解
散
を
決
議
し
、

還
付
さ
れ
た
納
入
金
は
渋
沢
栄
一

の

提

案
に

よ
っ

て

東
京
海
上
保
険
会
社
の

資
本
と
し
て

使
用
さ
れ
た
。

こ

の

払
下
げ
問
題
は
、

鉄
道
建
設
と
い

う
当
初
の

目
的
が
実
行
不
可
能
と
な
っ

た

た

め

に

考
え
出
さ
れ
た
次
善
の

策
と
い

う
性
格
を
も
っ

て

い

た
。

政
府
の

側
に

は
、

鉄
道
払
下
げ
が
絶
対
に

必
要
と
い

う
条
件
は
な
か
っ

た
。

政
府
は
、

開
業
直
後
か
ら
こ

の

線
路
の

改
良
計
画
を
す
す
め
て
い

た
。

複
線
化
工

事
と
橋
梁
改
築
工

事
が
そ
の

お
も
な
も
の

で
、

複
線
化
工

事
は
、

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
十
二

月
一

日
の

新
橋
－
品
川
間
を
は
じ

め
と
し
て
、

七
九
年
三

月
一

日

大
森
－
川
崎
間
、

同
年
十
一

月
一

日

川
崎
－
鶴
見
間
、

一

八
八
一

年
五

月
七
日

鶴
見
－
横
浜
間
が
完
成
・

開
通
し
た

（
品
川
－
大
森
間
は
一

八
八
〇
年
十
一

月
十
四
日

）。

橋
梁
改
築
工

事
は
、

当
初
木
橋
と
し
て

架
設
さ
れ
た
こ

の

区
間
の

橋
梁
を
鉄
橋
に

改
築
す
る
と
い

う

計
画
で
、

そ
の

主
要
な
も
の

は
六
郷
川
橋
梁
で

あ
っ

た
。

最
初
、

経
費
節
減
の

た
め
、

こ

の

橋
梁
の

東
京
寄
り
避
溢
橋
を
築
堤
と
す
る
計
画
が
、

ボ
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イ
ル

に

よ
っ

て

き
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、

沿
線
住
民
が
こ

れ
に

反
対
し
、

政
府
も
築
堤
建
設
を
取
り
止
め
る
こ

と
と
し
た
。

こ

の

工

事
は
、

従
来
の

木
橋
よ
り
や
や
川
上
に

鉄
橋
を
架
設
す
る
も
の
で
、

避
溢
橋
部
分
は
一

〇
五
六
フ

ィ

ー
ト
（
約
三
二

二

㍍

）、

径
間
四
〇
フ

ィ

ー
ト
の

錬
鉄
製
上
路
式

鈑
桁
二

四
連
、

本
橋
部
分
は
五

九
九
フ

ィ

ー
ト
（
約
一

八
三

㍍

）、

径
間
一

〇
〇
フ

ィ

ー
ト
の

複
線
式
ワ

ー
レ

ン

構
桁
六
連
、

一

八
七
六
年
か
ら
工

事

を
は
じ
め
、

翌
一

八
七
七
年
十
一

月
二

十
七
日
か
ら
使
用
開
始
し
た
。

こ

の

ほ
か
、

鶴
見
川
（
四
二
・

八
フ

ィ

ー
ト
、

一

八
七
八
年
三

月
完
成
）、

子
安

（
四
八
フ

ィ

ー
ト
、

一

八
七
七
年
一

月
完
成
）、
二

ツ

谷
（
四
八
フ

ィ

ー
ト
、

一

八
七
九
年
二

月
完
成
）、

高
島
町
三

か
所
（
三
二

フ
ィ

ー
ト
、

一

八
七
七
年
十
二

月

完
成
、

五
八
フ

ィ

ー
ト
、

一

八
七
九
年
六
月
完
成
、

一

九
フ

ィ

ー
ト
、

一

八
七
八
年
六
月
完
成
）
の

工

事
が
施
工
さ
れ
、

ま
た
神
奈
川
の

東
海
道
跨
線
道
路
橋

（
三
三
・

六
フ

ィ

ー
ト

）
も
鉄
橋
に

改
築
さ
れ
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
三

月
に

完
成
し
た
。

東
海

道

線

の

延

長

中
山
道
幹
線
の

計
画
は
、

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
十
二

月
二

十
八
日
「
中
山
道
鉄
道
公
債
証
書
条
例
」
が
公
布
さ
れ
て
、

よ

う
や
く
資
金
の

裏
付
け
を
得
、

本
格
的
工

事
が
開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
、

測
量
の

進
行
と
と
も
に
、

こ

の

区
間
が
い

た
る
と
こ

ろ

で

難
工

事
に

逢
着
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
に

い

た
っ

た
。

一

八
八
六
年
に

は
い
っ

て
、

井
上
勝
鉄
道
局
長
官
は
中
山
道
幹
線
の

最
も
工
事
の

困
難

を
予
想
さ
れ
る
個
所
の

調
査
を
お
こ

な
わ
せ
、

さ
ら
に

東
海
道
の

箱
根
越
え
そ
の

他
難
工

事
を
予
想
さ
れ
る
個
所
を
も
ひ
そ
か
に

調
査
さ
せ
た
。

そ
の

結
果
、

建
設
費
の

う
え
で

も
線
路
規
格
の

う
え
で

も
、

さ
ら
に

開
業
後
の

輸
送
力
・

営
業
収
支
の

う
え
で

も
、

は
る
か
に

東
海
道
幹
線
が
有

利
で

あ
る
と
い

う
結
論
に

達
し
た
。

井
上
長
官
は
こ

の

結
論
を
も
と
に
、

首
相
伊
藤
博
文
に

東
海
道
へ

の

線
路
変
更
の

意
見
書
を
提
出
、

同
一

八
八

六
年
七
月
十
九
日

閣
令
第
二

四
号
で

幹
線
経
路
の

変
更
が
公
布
さ
れ
た
。

全
通
の

た
め
に

建
設
を
要
す
る
区
間
は
、

横
浜
－
熱
田
間
と
関
ケ
原
付
近
－
大
津
間
で

あ
っ

た
。

井
上
長
官
は
工
事
期
間
短
縮
の

た
め
、

測
量
と

工
事
と
を
並
行
さ
せ
る
方
式
を
と
っ

た
。

神
奈
川
県
下
に
つ

い

て
は
、

横
浜
駅
を
ス

ウ
ィ

ッ

チ
・

バ

ッ

ク
駅
と
し
、

程
ケ
谷
・

戸
塚
か
ら
藤
沢
へ

抜

け
、

平
塚
・

大
磯
を
経
て
、

国
府
津
か
ら
右
折
し
て

酒
匂
川
沿
い

に

御
殿
場
へ

出
る
経
路
が
採
用
さ
れ
た
。

小
田
原
か
ら
熱
海
へ

出
る
経
路
は
、

途
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中
の

海
岸
線
に

沿
う
地
形
が
難
工
事
と
な
り
、

さ
ら
に

伊
豆
半
島
の

頸
部
を
越
え
る
部
分
の

線
路
選
定
が
き
わ
め
て

困
難
で

あ
る
こ

と
か
ら
採
用
さ

れ
な
か
っ

た
。

横
浜
－
国
府
津
間
の

測
量
は
、

こ

の

年
十
一

月
ま
で
に

終
わ
り
、

た
だ
ち
に

工
事
が
開
始
さ
れ
た
。

国
府
津
以
西
に

つ

い

て
は
、

一

時
箱
根
を
抜

け
て
三

島
へ

出
る
経
路
も
考
え
ら
れ
た
が
、

か
な
り
の

急
勾
配
と
多
く
の

ト
ン

ネ
ル

工

事
が
必
要
と
さ
れ
、

そ
の

た
め
に

御
殿
場
経
由
に

決
め
ら
れ

た
と
い

わ
れ
て
い

る
。

そ
れ
で

も
、

一

〇
〇
〇
分
の

二

五
と
い

う
急
勾
配
と
、

数
か
所
の

ト
ン

ネ
ル
、

そ
れ
に

酒
匂
川
、

相
沢
川
を
何
か
所
か
で

渡

る
こ

と
が
必
要
と
な
っ

た
。

横
浜
－
国
府
津
間
は
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
七
月
十
一

日
に

開
通
し
た
。

こ

の

区
間
に

は
、

程
ケ
谷
・

戸
塚
・

藤
沢
・

平
塚
・

大
磯
の

各

駅
が
設
け
ら
れ
た
。

線
路
は
ほ
ぼ

東
海
道
に

沿
っ

て
い

た
が
、

程
ケ
谷
－
戸
塚
間
は
、

清
水
谷
戸
の

ト
ン

ネ
ル

を
掘
っ

て
、

こ

こ

を
通
る
こ

と
と
し

た
。

ま
た
、

藤
沢
駅
は
宿
場
か
ら
南
に

離
れ
た
位
置
に

設
け
ら
れ
た
。

藤
沢
－
平
塚
間
の

相
模
川
橋
梁
は
東
海
道
の

橋
梁
の

上
流
に

架
け
ら
れ
、

延

長
一

三

六
五
フ

ィ

ー
ト
（
約
四
五
五
㍍
）
で
、

最
初
仮
橋
で

開
通
し
、

一

八
八
八
年
八
月
本
橋
が
完
成
し
た
。

国
府
津
－
御
殿
場
間
の

開
通
は
一

八
八
九
年
二

月
一

日
で
、

山
北
－
御
殿
場
間
に
は
橋
梁
二

〇
か
所
、

ト

ン

ネ
ル

七
個
が
必
要
と
な
っ

た
。

ま

た
、

一

〇
〇
〇
分
の
二

五

と
い

う
急
勾
配
が
一

〇
マ

イ
ル

（
約
一

六
㌔
㍍
）
以
上
連
続
し
、

の

ち
に

東
海
道
線
の

輸
送
上
の

ネ
ッ

ク
と
な
っ

た
。

東
海
道
線
は
一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
七
月
一

日
に

全
通
し
、

東
京
－
横
浜
間
は
こ

の

幹
線
の
一

部
を
構
成
す
る
こ

と

と
な
っ

た
。

鉄
道
幹

線
が
県
の

南
部
を
東
西
に

つ

ら
ぬ

く
こ

と
に

な
っ

て
、

県
内
各
地
と
横
浜
と
の

結
び
つ

き
は
、

か
な
り
強
ま
る
結
果
と
な
っ

た
。

江
ノ

島
・

箱
根
な

ど
観
光
地
へ

の

足
の

便
も
改
善
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、

重
要
輸
出
品
で

あ
っ

た
静
岡
産
の

茶
の

輸
送
が
鉄
道
に

転
移
し
た
。

こ

の

よ
う
に
、

東
海
道
線

の

延
長
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の

で

あ
る
。
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横

須

賀

線

の

建

設

一

八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
、

横
浜
に

あ
っ

た
海
軍
の

東
海
鎮
守
府
が
横
須
賀
に

移
転
し
て
、

横
須
賀
鎮
守
府
と
改
称
、

明
治
初

年
か
ら
建
設
さ
れ
て

き
た
海
軍
基
地
は
、

さ
ら
に

本
格
的
基
地
と
し
て

拡
張
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
。

と
こ

ろ
が
、

東
京
－
横
須

賀
間
の

交
通
は
き
わ
め
て

不
便
で
、

横
浜
以
南
の

道
路
に

は
馬
車
の

通
行
不
能
の

個
所
が
あ
っ

た
。

こ

の

た
め
、

一

八
八
五
年
に

は
馬
車
道
路
の

建

設
計
画
が
海
軍
の

手
で

立
て
ら
れ
た
が
、

こ

の

案
は
翌
年
鉄
道
建
設
計
画
に

変
更
さ
れ
、

こ

の

こ

ろ
三

浦
半
島
に

砲
台
を
建
設
し
て
い

た
陸
軍
で

も
、

輸
送
路
改
善
の

必
要
性
を
痛
感
し
て

い

た
の

で
、

一

八
八
六
年
六
月
二

十
二

日

海
軍
大
臣
西
郷
従
道
、

陸
軍
大
臣
大
山
巌
の

連
名
で

伊

藤
首
相
に

対
し
、

横
須
賀
線
建
設
決
定
の

た
め
の

閣
議
を
求
め
る
文
書
を
提
出
し
た
。

内
閣
か
ら
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
た
井
上
鉄
道
局
長
官
は
、

将
来
建
設
予
定
の

東
海
道
幹
線
戸
塚

付
近
か
ら
分
岐
し
て
、

鎌
倉
・

逗
子
を
経
、

三

浦
半
島
を
横
断
し
て

長
浦
か
ら
横
須
賀
に

出
る

線
路
を
選
び
、

こ

の

支
線
部
分
の

建
設
費
を
五

〇
万
円
と
見
積
っ

た
。

建
設
資
金
は
東
海
道
線

建
設
費
か
ら
流
用
す
る
こ

と

と

し
、

予
算
額
を
四
五

万
円
と
し
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年

七
月
測
量
に

着
手
、

同
年
十
二

月
完
了
し
た
。

当
時
は
、

す
で

に

東
海
道
線
が
開
通
し
て

お

り
、

戸
塚
－
藤
沢
間
の

中
間
に

位
置
す
る
大
船
村
に

停
車
場
を
設
け
て

分
岐
す
る

こ

と

と

し

た
。

横
須
賀
の

終
点
は
、

市
街
に

停
車
場
を
設
け
る
こ

と
が
予
算
上
の

制
約
か
ら
不
可
能
で

あ

る
と
い

う
理
由
で
、

長
浦
か
ら
ト
ン

ネ
ル

を
通
っ

て

出
た
と
こ

ろ
、

逸
見
村
の

当
時
兵
営
の

あ

っ

た
地
点
に

設
け
る
こ

と
と
し
た
。

こ

れ
に

は
、

海
軍
が
将
来
線
路
を
延
長
す
る
の
に

便
利
な

位
置
と
し
て
、

こ

こ

を
希
望
し
た
と
も
い

わ
れ
て
い

る
。

横須賀駅 市川健三氏提供
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工
事
は
一

八
八
八
（
明
治
二

十
一

）
年
一

月
着
手
、

翌
年
六
月
十
六
日
に

開
通
し
た
。

最
初
は
一

日

四
往
復
、

七
月
一

日

東
海
道
線
全
通
の

日

か

ら
一

日
六
往
復
と
な
り
、

各
列
車
が
本
線
に

接
続
し
た
。

直
通
運
転
は
な
か
っ

た
。

横
浜
－
横
須
賀
間
の

所
要
時
間
は
接
続
時
間
を
含
め
、

ほ
ぼ
一

時
間
三

〇
分
で

あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、

横
浜
－
大
船
間
が
三
二

－
三

六
分
、

大
船
－
横
須
賀
間
が
四
五
分
か
か
っ

て

お
り
、

横
浜
か
ら
横
須
賀
ま
で

は
お
よ
そ
一

時
間
三

〇
分
と
い

う
こ

と
に

な
る
。

鎌
倉
ま
で

は
大
船
－
鎌
倉
間
の

所
要
時
間
が
一

四
分
で

あ
り
、

横
浜
か
ら
約
一

時
間
か
か
っ

た
こ

と
に
な
る
。

大
船
－
横
須
賀
間
の

途
中
駅
は
、

鎌
倉
・

逗
子
だ
け
で

あ
っ

た
。

こ

の

線
路
は
、

軍
事
的
な
利
用
目
的
か
ら
建
設
さ
れ
た
線
路
で

あ
っ

た
が
、

と

く
に

鎌
倉
・

逗
子
と
横
浜
・

東
京
と
の

連
絡
改
善
に

大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。

二

　
神
奈
川
－
八
王
子
間
鉄
道
の

計
画

八

王

子

鉄

道

論

一

八
八
五

年
刊
行
の

『
工
学
会
誌
』（
第
六
四
巻
）
に
、

清
水
保
吉
「
八
王
子
鉄
道
論
」
と
い

う
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

清
水

は
当
時
神
奈
川
県
の

職
員
で

あ
り
、

工

学
会
の

会
合
に

お
け
る
演
述
を
ま
と
め
た
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

趣
旨
は
、

当
時
立
て

ら

れ
て
い

た
東
京
・

横
浜
と
八
王
子
を
結
ぶ
い

く
つ

か
の

鉄
道
建
設
計
画
を
比
較
し
、

机
上
の

計
画
だ
け
で

建
設
を
決
定
す
る
こ

と
は
危
険
で

あ
り
、

ま
た
鉄
道
企
業
が
ば
く
大
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ

と
は
な
い

こ

と
を
説
明
し
、

「
世
ノ

鉄
道
株
ニ

惑
溺
ス

ル

人
ノ

注
意
ヲ

促
シ

」
と
い

う

と
こ

ろ
に

あ
っ

た
。

当
時
、

八
王
子
は
神
奈
川
県
下
に

あ
り
、

西
・

北
多
摩
郡
、

埼
玉
県
南
部
、

山
梨
県
な
ど
各
地
か
ら
商
品
が
集
ま
っ

て

き
て
、

こ

こ

か
ら
東
京
・

横
浜
へ

輸
送
す
る
た
め
の

市
場
と
し
て

経
済
活
動
が
さ
か
ん
で

あ
っ

た
。

そ
れ
ら
の

商
品
の

輸
送
手
段
と
し
て
、

新
宿
－
羽
村
－
青
梅
間
に

馬
車
鉄
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道
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
あ
っ

た
が
、

そ
れ
ま
で

山
梨
県
か
ら
大
菩
薩
峠
を
越
え
て

青
梅
に

出
、

こ

こ

か
ら
青
梅
街
道
を
通
っ

て

東
京
に

出

て
い

た
経
路
に

対
し
、

小
仏
峠
の

改
良
に
よ
っ

て

甲
州
街
道
沿
い

に

八
王
子
に

出
る
経
路
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
た
め
、

新
宿
か
ら
の

馬
車

鉄
道
の

計
画
も
八
王
子
に

方
向
を
変
え
た
。

清
水
は
こ

の

線
路
と
、

川
崎
－
八
王
子
間
の

線
路
、

横
浜
－
八
王
子
間
の

線
路
な
ど
を
比
較
し
、

直
接
建
設
に

あ
た
っ

て

必
要
な
工

事
の

難
易
や

建
設
費
、

営
業
上
の

利
益
な
ど
を
勘
案
し
て

み
る
と
、

川
崎
－
八
王
子
間
に

建
設
す
る
の

が
最
も
有
利
で

あ
る
と
い

う
結
論
を
出
し
た
。

こ

の

比
較
は
、

商
品
集
散
地
で

あ
る
八
王
子
を
中
心
に
、

東
京
・

横
浜
と
の

鉄
道
連
絡
の

経
済
比
較
を
お
こ

な
っ

た
最
初
の

も
の

と

み

て

よ
い

が
、

川
崎
－
八
王
子
間
に

鉄
道
を
建
設
す
れ
ば
、

既
設
の

新
橋
－
横
浜
間
鉄
道
を
介
し
て
、

東
京
・

横
浜
い

ず
れ
に
つ

い

て

も
便
利
な
輸
送
経
路
を

実
現
し
得
る
と
い

う
こ

と
に

な
る
。

そ
し
て
、

こ

の

川
崎
－
八
王
子
間
の

鉄
道
は
、

実
際
に

原
善
三

郎
ら
に

よ
っ

て

計
画
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

民
間
の

計
画
と

政
府
の

対
応

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
横
浜
の

貿
易
商
、

原
善
三

郎
ほ

か
一

二

名
は
武
蔵
鉄
道
会
社
を
発
起
し
、

資
本
金
五

〇
万
円
で

川

崎
－
八
王
子
間
に

鉄
道
を
建
設
す
べ

く
神
奈
川
県
知
事
沖
守
固
に

願
書
を
提
出
し
た
。

神
奈
川
県
知
事
沖
は
、

十
二

月
二

十
八

日
内
務
大
臣
山
県
有
朋
に

上
申
し
、

三

多
摩
お
よ
び
山
梨
県
産
の

生
糸
・

織
物
の

多
く
は
横
浜
か
ら
海
外
に

輸
出
さ
れ
て

お
り
、

八
王
子
－
東
京
間

に

鉄
道
を
建
設
す
る
と
迂
回
路
に

な
る
ば
か
り
で

な
く
、

「
県
治
上
ニ

於
テ
モ

三

多
摩
郡
地
方
管
民
ノ

交
通
ハ

常
ニ

他
管
タ

ル

東
京
府
下
ヲ

経
由
セ

ザ
ル

ヲ

得
ザ
ル

姿
ニ

シ

テ
一

県
下
ニ

在
リ
ナ
ガ
ラ

全
然
分
裂
ノ

状
態
ヲ

現
出
ス

ベ

ク
」
と
県
政
上
の

問
題
点
を
も
指
摘
し
た
（
前
掲
『
日

本
鉄
道
史
』

上
編
）。

こ

れ
に

対
し
、

翌
一

八
八
七
年
三

月
五
日
山
県
内
相
は
こ

の

問
題
を
閣
議
に

提
出
し
、

次
の

よ
う
に

意
見
を
付
し
た
。

す
な
わ
ち
、

東
京
・

横
浜

な
ど
の

都
市
に

関
係
の

あ
る
地
域
に

鉄
道
を
建
設
す
る
場
合
は
、

「
必
ス

先
ツ

首
府
ヲ

以
テ
基
点
ト

シ
、

而
シ

テ

他
ノ

各
邑
要
区
ニ

連
絡
ス

ル

ヲ

原

則
ト
ス

ヘ

シ

」
と
い

い
、

八
王
子
か
ら
川
崎
に

直
行
す
る
線
路
を
建
設
す
る
と
、

青
梅
・

飯
能
・

所
沢
な
ど
は
こ

の

線
路
か
ら
遠
く
離
れ
、

八
王
子
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