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（二）

た
奉
公
人
の
雇
用
農
家
に
お
け
る
労
働
力
も
家
族
労
働
力
と
奉
公
人
労
働
力

奉
公
人
の
年
齢
層
的
考
察
、
ひ
い
て
は
奉
公
人
が
家
族
内
部
の
如
何
な
る
地

の
析
出
層
の
社
会
的
・
経
済
的
条
件
を
考
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ほ
か

一
、
は
し
が
き

二
、
地
域
的
考
察

言
階
層
的
考
察
（
以
上
前
号
）

四
、
む
す
び
（
本
号
）

以
上
は
北
九
州
農
村
に
お
い
て
村
役
人
層
農
民
•
本
百
姓
上
層
の
も
と
に

雇
用
さ
れ
た
奉
公
人
の
供
給
源
に
つ
き
、
そ
の
供
給
地
域
を
う
か
が
い
、
そ

位
よ
り
析
出
せ
ら
れ
た
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

四

、

む

す

び

秀

村

選

1

ー
北
九
州
の
事
例
ー
ー
ー

近
憔
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

□

資

料

八
五

け
れ
ど
も
以
上
う
か
が
っ
た
動
向
だ
け
で
も
、
単
な
る
北
九
州
と
い
う
一

地
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
全
国
的
に
（
特
殊
な
地
域
を
除
い
て
）
同
様
な

事
情
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
各
地
の
個
別
研
究
論
文
や
地
方
史
誌
に

も
同
様
の
事
象
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
て
我
々
は
農
村
奉
公

と
が
出
来
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
以
下
、
前
節
ま
で
に
う
か
が
っ
た
こ
と

を
近
世
封
建
社
会
の
特
質
と
閃
連
せ
し
め
つ
つ
考
察
し
、

一
応
の
む
す
び
と

奉
公
人
の
供
給
地
域
に
つ
い
て
云
え
ば
、
前
代
に
は
近
村
の
ほ
か
相
当
遠

隔
地
間
で
の
人
の
売
買
・
譲
渡
等
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
東
国
へ
の
人
身

‘,’ ー

買
い
下
し
は
顕
著
な
事
実
で
あ
る
が
、
西
国
で
も
同
様
の
事
情
が
う
か
が
え

2
 

る
。
こ
と
に
倭
寇
そ
の
他
に
よ
る
外
国
人
捕
虜
や
十
六
世
紀
ポ
ル
ト
ガ
ル
奴

3
 

隷
貿
易
商
人
に
よ
る
日
本
人
奴
隷
ー
と
く
に
九
州
の
ー
の
海
外
輸
出
に
つ
い

し
た
い
。

第
二
十
七
巻

第
三
号

人
の
供
給
源
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
世
の
性
格
の
一
端
に
触
れ
る
こ

考
察
し
た
い
と
お
も
う
。

だ
け
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
諸
種
の
意
味
で
の
コ
カ
タ
の
労
働
力
を
種
々

の
形
で
結
集
さ
せ
て
い
た
。
彼
等
は
奉
公
人
に
近
い
条
件
の
も
と
に
農
耕
．

う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
家
と
労
働
組
織
]
の
問
題
と
し
て
別
の
機
会
に

家
内
労
働
に
従
事
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
も
充
分
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ



こ
の
こ
と
は
中
世
に
お
け
る
遠
隔
地
間
の
「
人
買
い
船
」
的
非
合
理
性
を

も
理
解
さ
れ
る
—
ー
対
馬
で
は
多
数
の
貿
易
業
者
が
島
主
・
守
護
代
・
郡
主

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

て
は
枚
挙
に
遍
な
き
事
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
対
馬
の
文
書
に

``'
・ 4
 

多
数
見
え
る
「
人
の
う
り
口
か
い
口
」
・
「
下
人
の
う
り
口
か
い

□

」
の
免
許

よ
り
人
身
売
買
を
公
許
さ
れ

l

般
交
易
と
共
に
下
人
の
売
買
に
も
従
事
し
て

5
 

い
た
の
で
あ
る
。
或
は
壱
岐
立
石
郷
の
者
が
十
四
歳
の
童
を
肥
前
五
島
青
方

‘,'-6
 

家
に
売
っ
た
こ
と
や
、
秀
吉
が
筑
後
・
肥
後
に
対
し
、
豊
後
よ
り
買
取
の
男

女
童
の
返
付
を
命
じ
て
い
る
こ
と
も
相
当
遠
隔
地
間
の
売
買
・
奉
公
が
あ
っ

）
 

8
 

た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
。
秀
吉
は
前
述
せ
る
奴
隷
の
海
外
輸
出
を
禁
じ
、

同
時
に
人
身
売
買
を
禁
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
農
民
統
制
ー
ー
ー
農
民
の
土
地

，
 

へ
の
緊
縛
、
被
売
人
の
遠
住
！
の
点
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に

近
世
諸
大
名
は
領
境
を
こ
え
て
の
人
売
・
人
質
・
奉
公
を
厳
禁
し
た
の
で
あ

‘,ノ

。
っ
た
。
こ
れ
ら
は
各
地
域
に
お
け
る
領
国
1
1
藩
の
設
定
、
領
国
体
制
の
整
備
、

藩
権
力
の
確
立
に
と
も
な
い
領
境
を
蓬
え
る
遠
隔
地
間
の
人
身
売
買
・
人
質

・
奉
公
も
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
遠
住
政
策
・

走
者
の
相
互
交
換
（
人
返
し
）

・
人
畜
改
等
と
関
連
し
て
考
察
す
べ
き
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
農
民
を
領
内
に
緊
縛
し
、
奉
公
関
係
も
『
郡
切
』
、

ー

『
村
切
・
触
切
』
を
原
則
と
し
た
の
で
あ
る
。

（二）

定
し
て
、
そ
の
整
序
・
規
制
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

カ
の
恒
常
的
な
流
（
出
稼
・
帰
郷
）
が
見
ら
れ
、
藩
庁
と
し
て
も
そ
れ
を
予

旦
雇
が
流
入
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
相
当
離
れ
た
地
域
で
は
あ
る
が
労
働

あ
る
。
こ
と
に
十
八
枇
紀
後
期
以
降
、
島
原
や
天
草
そ
の
他
の
地
方
か
ら
旅

り
広
い
一
雇
用
圏
を
形
成
し
、
領
内
一
般
或
は
他
領
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
の
で

や
が
て
享
保
飢
饉
に
よ
る
労
働
刀
の
不
足
、
こ
と
に
そ
の
頃
を
劃
期
と
す

人
の
債
務
に
対
す
る
利
子
率
に
し
て
も
同
様
な
こ
と
が
云
え
よ
う
。

別
・
年
齢
・
年
季
…
…
等
の
奉
公
条
件
に
よ
っ
て
奉
公
人
の
身
代
米
・
給
米

銀
に
つ
い
て
或
る
程
度
客
観
的
基
準
が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
奉
公

る
商
品
流
通
の
拡
大
に
さ
さ
え
ら
れ
て
領
国
内
各
地
の
狭
陰
な
雇
用
圏
も
よ

明
治
前
・
中
期
に
お
け
る
炭
坑
の
開
発
・
工
場
の
建
設
こ
と
に
北
九
州
工

鉱
業
地
帯
の
形
成
に
と
も
な
い
流
入
す
る
労
働
力
に
は
周
辺
農
村
よ
り
吸
引

さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
す
で
に
近
世
後
期
よ
り
先
駆
的
に
流
入
し
つ
つ
あ
っ

た
旅
旦
雇
暦
の
転
化
や
流
入
の
拡
大
と
い
う
線
も
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け

地
的
な
雇
用
瀾
1
1
労
働
市
場
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
性

第
三
号

第
二
十
七
巻

2
 

払
拭
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
村
内
・
近
村
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
地

域
で
、
し
か
も
雇
用
主
と
奉
公
人
の
間
に
種
々
の
身
分
関
係
・
親
方
子
方
関

係
や
、
質
物
奉
公
の
如
き
債
務
に
よ
る
制
約
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
除
々
に
局

八
六



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

（二）

百
姓
」
の
術
環
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
年
季
奉
公
人
は

「
百
姓
」
と
区
別
さ
れ
た
―
つ
の
身
分
で
は
な
く
、
百
姓
が
一
時
的
に
置
か
れ

8
 

ー

た
地
位
・
状
態
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
彼
等
が
身
分
関
係
に
お
い
て

多
く
の
制
約
を
う
け
、
給
付
形
態
に
お
い
て
も
決
し
て
近
代
的
賃
金
と
は
云

え
な
い
し
、
小
作
関
係
・
債
務
関
係
と
実
に
密
接
な
癒
着
状
態
を
保
つ
て
い

た
こ
と
は
さ
き
に
窺
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
古
島
敏
雄
氏
が
年

4
 

季
奉
公
人
に
つ
い
て
「
徳
川
期
的
秩
序
に
叩
応
し
た
労
働
形
態
」
と
指
摘
さ

生
活
す
る
。
い
わ
ば
安
良
城
盛
昭
氏
の
所
謂
「
百
姓
↓
下
人
（
奉
公
人
）
↓

第
二
十
七
巻

第
三
号

八
七

た
と
え
年
季
奉
公
人
が
百
姓
↓
下
人
（
奉
公
人
）
↓
百
姓
の
循
環
の
中
に

、
、
、
、

の
み
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
恒
常
的
に
青
年
層
扉
用
労
働
者
が
存
在

し
た
こ
と
、
彼
等
が
フ
ァ
ム
ル
ス
の
如
き
領
主
直
営
地
の
雇
用
労
働
者
で
は

な
く
、
農
民
上
層
部
の
経
営
の
中
に
あ
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
領

主
側
も
容
認
し
社
会
体
制
の
一
要
素
と
し
て
当
然
考
慮
し
、
農
業
労
働
力
の

重
要
な
部
分
と
し
て
規
制
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
と
に

質
物
奉
公
の
場
合
で
さ
え
、
そ
の
現
象
形
態
の
古
さ
の
ゆ
え
に
こ
れ
を
中
世

一
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。

親
方
百
姓
層
に
放
出
し
、
や
が
て
奉
公
年
季
を
終
え
る
と
子
方
百
姓
と
し
て

そ
れ
は
技
術
の
低
位
性
・
停
滞
性
の
指
標
と
も
云
え
る
ー
ー
＇
と
必
ず
し
も
同

（
給
米
銀
の
給
付
は
あ
ろ
う
と
も
）
や
質
物
奉
公
の
か
た
ち
で
年
季
を
限
り

そ
の
現
象
形
態
の
近
似
の
故
に
近
時
ま
で
後
進
地
域
に
存
在
せ
る
年
雇
！

的
な
も
の
は
名
子
1
ー
↓
と
し
て
土
地
を
請
作
り
し
、

そ
の
子
弟
を
躾
奉
公

此
の
場
合
貧
農
層
は
親
方
百
姓
に
依
存
す
る
子
方
百
姓
ー
|
そ
の
最
も
特
徴

つ
ぎ
に
供
給
源
の
社
会
的
階
層
に
つ
い
て
云
え
ば
、
貧
農
層
は
近
世
全
期

、
、
、

を
通
じ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
貧
農
層
の
あ
り
方
は
時
代
に
よ
っ

近
世
前
期
乃
至
中
期
に
お
い
て
は
貧
農
層
よ
り
永
代
に
売
渡
・
譲
渡
さ
れ

る
下
人
も
存
在
し
な
い
で
は
な
い
が
、
最
も
多
い
の
は
年
季
奉
公
人
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
そ
こ
に
留
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
年
季
奉
公
人
の
性
格
は

民
の
、
年
貢
完
納
の
た
め
、
あ
る
い
は
自
己
経
営
の
補
足
維
持
を
目
的
と
し

、、

5
 

て
放
出
さ
れ
た
余
剰
労
働
力
」
と
の
み
き
め
て
か
か
る
べ
き
で
あ
る
ま
い
。

近
世
の
年
季
奉
公
人
の
性
格
は
多
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
て
い

‘
 

る
諸
条
件
の
な
か
で
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
単
に

て
そ
の
様
相
を
異
に
し
、
意
味
も
違
つ
て
い
た
。

山
口
徹
氏
の
ご
と
く
「
単
婚
家
族
経
営
以
下
の
所
持
し
か
も
た
な
い
下
層
農

つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
は
云
え
る
と
お
も
わ
れ
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

れ
て
い
る
こ
と
は
適
切
で
あ
り
、
年
季
奉
公
人
に
限
ら
ず
季
節
屈
．
旦
屈
に



る
層
|
'
ー
を
生
み
、
か
か
る
階
層
よ
り
奉
公
人
・
日
雇
が
析
出
さ
れ
て
い
た
。

業
奉
公
人
・
旦
雇
を
合
め
更
に
ヨ
リ
広
い
貧
農
層
よ
り
エ
鉱
業
へ
の
労
働
力

或
る
場
合
に
は
土
地
を
全
く
離
れ
家
族
を
引
連
れ
遠
隔
地
へ
流
入
・
浮
動
す

1
1
豪
農
層
を
、
他
方
に
土
地
か
ら
半
ば
（
乃
至
全
面
的
に
）
遊
離
せ
る
層
I

も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
朋
芽
的
賃
労
働
の
析
出
が
単
に
量
的
に
拡
大
し
、
そ

の
ま
ま
直
線
的
に
明
治
期
の
賃
労
働
を
形
成
し
た
と
云
う
の
で
は
な
い
。
農

た
る
農
民
層
を
不
徹
底
な
が
ら
も
徐
々
に
分
解
せ
し
め
、

一
方
に
村
方
地
主

は
不
徹
底
で
あ
り
、
土
地
よ
り
全
面
的
に
切
り
離
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

の
人
質
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
地
主
が
一
面
に
お
い
て
前
期

よ
り
半
ば
遊
離
し
つ
つ
あ
る
農
民
層
よ
り
析
出
さ
れ
、
劣
悪
・
片
務
的
と
は

云
え
一
定
の
年
季
を
限
定
し
て
地
主
1
1前
期
的
資
本
〔
所
謂
生
産
へ
の
喰
込

在
し
た
の
で
あ
る
。

（
大
胆
な
類
推
を
な
せ
ば
、
工
業
上
の
資
本
制
家
内
労

合
旧
来
の
下
人
の
種
々
な
要
素
を
か
ら
ま
せ
て
い
て
、
そ
こ
ま
で
貫
徹
し
て

い
な
い
が
、
本
質
は
近
い
と
お
も
う
）
。

、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
屡
々
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
農
民
層
の
分
解

広
汎
・
大
量
に
析
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
所
謂
近
代
的
分
解
の
コ
ー
ス
に
比
べ

て
著
し
く
偏
向
を
示
し
た
と
は
云
え
、
封
建
社
会
の
諸
矛
盾
は
自
己
の
基
盤

第
二
十
七
巻

第
三
号

さ
さ
え
る
戸
主
で
あ
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
（
し
か
も
此
の
場
合
、
雇

用
主
の
支
配
が
家
族
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
）
、
日
雇
・
日
割
り
奉
公

人
は
勿
論
、
年
季
奉
公
人
と
い
え
ど
も
単
に
一
主
家
に
仕
え
る
の
で
な
く
数

ち
つ
つ
あ
っ
た
し
、
債
務
関
係
を
絡
ま
せ
な
が
ら
も
、
給
米
・
給
銀
取
得
を

第
一
の
目
的
と
す
る
雇
用
契
約
（
そ
の
条
件
は
劣
悪
・
片
務
的
で
あ
る
に
せ

カ
タ
と
し
て
の
性
格
は
濃
厚
で
あ
る
に
せ
よ
|
'
ー
や
馬
耕
労
働
者
と
し
て
で

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
雇
用
関
係
と
し
て
は
―
つ
の
発
展
と
云
わ

、
、
、
、
、
、
、

ね
ば
な
ら
な
い
。
封
建
社
会
の
胎
内
で
は
、
は
じ
め
か
ら
す
ぐ
れ
て
賃
労
働

`
‘
、
、
、
、

関
係
そ
の
も
の
（
資
本
↑
↓
賃
労
働
）
が
出
現
す
る
の
で
な
く
、
雇
用
関
係

の
発
展
↓
朋
芽
的
賃
労
働
と
い
う
線
で
各
地
に
散
発
的
に
あ
ら
わ
れ
、
徐
々

6
 

に
進
展
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

あ
ろ
う
と
も
一
種
の
熟
練
・
専
業
労
働
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
注

働
に
お
け
る
問
屋
マ
ニ
ュ
の
労
働
者
に
近
い
。
も
ち
ろ
ん
質
物
奉
公
人
の
場

ょ
）
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
彼
等
が
鍬
頭
|
ー
此
の
場
合
雇
用
主
の
コ

み
を
な
し
つ
つ
あ
る
前
期
的
資
本
〕
に
直
接
支
配
さ
れ
る
労
働
力
と
し
て
存

家
に
転
々
と
し
て
屈
用
せ
ら
れ
多
分
に
遊
動
的
（
乃
至
契
約
的
）
性
格
を
も

段
階
に
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
基
本
的
生
産
手
段
た
る
土
地

的
資
本
（
高
利
貸
資
本
）
と
し
て
土
地
を
集
積
し
、
質
地
小
作
関
係
を
結
ぶ

(:::) 

彼
等
が
単
に
青
年
期
子
女
の
み
で
な
く
、
壮
年
の
者
で
妻
子
を
も
ち
一
家
を

八
八



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

（二）

に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
を
最
後
に
考
察
し
て
み
た
い
。

奉
公
人
の
需
給
の
変
動
（
奉
公
人
の
供
給
難
）
、
こ
と
に
期
芽
的
賃
労
働
の

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
視
点
か
ら
近
世
後
期
に
お
け
る

形
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
に
お
け
る
賃
労
働
関
係
の
展
開
は
結
局
未
熟

え
る
も
の
と
し
て
当
時
の
社
会
的
・
経
済
的
条
件
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

八
九

ヽ

＠
 加

勢
（
夫
役
）
や
刈
分
小
作
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

下
人
・
コ
タ
カ
の
請
作
り
的
性
格
ー
ー
小
作
料
は
康
々
低
額
、
或
は

小

作

格
、
ひ
い
て
は
雇
用
関
係
の
展
開
の
「
場
」
た
る
村
落
の
性
格
を
問
題
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
一
雇
用
関
係
に
対
し
外
部
か
ら
刺
戟
．
衝
撃
を
与

- ,-'-、

c R R 

小
作
関
係
に
お
け
る
手
余
り
地
•
取
上
げ
地
の
手
作
。

家
産
の
中
核
（
門
田
・
門
畑
的
な
も
の
）
は
手
作
さ
れ
る
。

親
方
百
姓
の
手
作
的
性
格
ー
前
代
乃
至
近
枇
初
期
よ
り
そ
の
家
の

手

作

奉
仕
関
係
乃
至
対
抗
関
係
1
1
収
取
関
係
で
あ
る
か
ら
、
雇
用
関
係
の
変
動

が
う
と
次
の
諸
傾
向
の
混
融
と
し
て
一
応
理
解
出
来
よ
う
。

的
資
本
1
1
寄
生
地
主
の
性
格
を
強
化
せ
し
め
た
。
も
ち
ろ
ん
生
産
力
の
飛
躍

お
も
う
に
土
地
よ
り
の
遊
離
者
の
析
出
は
封
建
社
会
に
と
っ
て
異
質
的
な

吸
引
こ
そ
問
題
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
幾
つ
か
の
供
給
源
（
旧
職
人

n’
 ー

層
・
旧
武
士
層
等
）
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
云
う
朋
芽

的
賃
労
働
は
文
字
通
り
朋
芽
で
あ
り
、
ハ
シ
リ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て

、
、
、
、
、

m

直
ち
に
賃
労
働
閃
係
の
一
般
的
形
成
と
い
う
の
で
は
な
い
。

存
在
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
革
命
的
意
味
を
認
め
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
そ
れ
が
た
と
え
旦
雇
の
形
態
を
と
る
に
至
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

，
 

を
も
っ
て
直
ち
に
近
代
的
賃
労
働
閃
係
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む

ト
レ
ー
ガ
ー

し
ろ
展
用
関
係
は
あ
く
ま
で
雇
用
主

ll経
営
の
担
い
手
と
奉
公
人
と
の
恩
恵

も
単
に
奉
公
人
側
の
条
件
の
み
を
探
る
の
で
な
く
、
雇
用
主
1
1
経
営
主
の
性

．．
 第

一
に
一
雇
用
主
1
1
経
営
主
に
つ
い
て
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
当
地
方
の

村
方
地
主
の
性
格
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
親
方
百
姓
的

）
 。

2
 

性
格
」
と
「
前
期
的
資
本
（
と
く
に
高
利
貸
資
本
）

1
1
寄
生
地
主
的
性
格
」

と
い
う
一
見
矛
盾
・
対
立
す
る
が
如
き
二
つ
の
性
格
の
統
一
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
し
か
も
時
代
の
大
勢
は
む
し
ろ
ー
ー
つ
き
つ
め
て
云
え
ば
|
—
前
期

的
発
展
が
な
い
た
め
親
方
百
姓
的
性
格
は
温
存
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
を
利
用

2
 

し
つ
つ
地
主
経
営
ー
利
貸
経
営
ー
問
屋
制
（
農
村
商
工
業
に
お
け
る
）
は
営

ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
地
主
経
営
に
か
ぎ
っ
て
さ
ら
に
詳
し
く
う
か

富
農
的
農
業
経
営
の
性
格
。

第
二
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て
い
る
ー
ー
、
小
作
人
取
分
は
加
工
賃
に
近
い
。
こ
の
場
合
も
子
方
的
性
格
や

そ
れ
と
生
活
連
関
の
分
野
を
異
に
し
て
同
族
結
合
が
相
当
根
強
く
存
在
し
て

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

質
地
小
作
を
中
心
と
す
る
高
利
貸
資
本
の
土
地
集
積
〔
寄
生
地
主
ー

2
 

2
 

小
作
関
係
〕
ー
~
小
作
料
は
質
地
に
対
す
る
元
金
の
利
子
と
し
て
収
取

独
立
と
共
に
漸
次
縮
小
化
さ
れ
て
お
り
、
⑥
の
性
格
は
当
地
域
で
は
ほ
と

ん
ど
発
展
せ
ず
、

＠
は
手
作
と
し
て
積
極
的
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
小

作
に
お
い
て
は
④
は
持
続
し
て
い
る
が
、
閃
係
自
体
が
伝
統
的
で
あ
り
、
そ

躍
的
に
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
圧
倒
的
に
比
重
の
大
き
い
の
は

®
で
あ
り
、
こ
と
に
村
外
に
拡
大
す
る
地
主
—
小
作
関
係
は
全
く
®
で
あ
っ

た
（
新
田
開
発
も
含
め
て
）
。
し
た
が
っ
て
明
治
前
・
中
期
ま
で
は
手
作
は

経
営
の
主
体
は
R
に
あ
り
、
地
主
の
本
質
は
前
期
的
資
本
の
生
産
へ
の
喰
込

（
も
ち
ろ
ん
親
方
的
性
格
を
多
分
に
絡
ま
せ
、
工
業
の
場
合
の
よ
う
に
強
く

貫
徹
し
て
は
い
な
い
が
：
：
．
．
。
し
か
し
、
大
胆
な
類
推
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば

小
作
人
は
資
本
制
家
内
労
働
に
お
け
る
「
事
実
上
の
賃
労
働
者
」
へ
傾
斜
し

み
ー
~
云
わ
ば
工
業
上
に
お
け
る
資
本
制
家
内
労
働
と
等
し
く
理
解
出
来
る

進
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
一
雇
用
主
1
1
村
方
地
主
が
積
極
的
に
手
作
経
営
ー
奉
公

ま
だ
相
当
規
模
で
存
在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
す
で
に
近
世
後
期
以
降
地
主

の
量
は
当
地
域
で
は
も
と
も
と
大
き
い
も
の
で
な
く
、
ま
た
そ
の
本
質
上
飛

第
二
十
七
巻
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手
作
（
と
く
に
宮
農
的
性
格
）
が
発
展
せ
ず
、
小
作
（
と
く
に
質
地
小
作
）

種
等
の
商
品
作
物
も
あ
る
が
比
重
は
低
い
。
米
は
単
な
る
貢
租
米
乃
至
自
給

い
た
〕
、
当
時
の
稲
作
技
術
が
直
接
に
は
土
地
生
産
力
上
昇
の
方
向
に
向
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
と
相
関
連
し
、
土
地
は
下
作
に
付
す
る
が
有
利
で
あ
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
。
さ
ら
に
雇
用
主
1
1
地
主
の
多
く
は
村
落
に
お
け
る
親
方
層

と
こ
ろ
で
手
作
に
お
い
て
R
は
持
続
さ
れ
て
い
る
が
、
下
人
・
コ
カ
タ
の

/ -一R 
さ
れ
る
。

（二）

藩
の
貢
租
収
取
機
構
に
寄
生
し
て
小
作
料
を
現
物
で
と
り
、
貢
租
は
小
作
人

勾

へ
転
嫁
せ
し
め
る
方
が
有
利
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
小
作
関
係
の
展
開
は
促

人
的
一
犀
用
関
係
を
展
開
せ
し
め
る
要
因
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

．．
 第

二
に
扉
用
関
係
の
展
開
の
「
場
」
た
る
村
落
ー
ー
と
く
に
そ
の
内
部
に

お
け
る
親
方
・
子
方
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
地
域

に
お
い
て
は
村
落
内
部
各
家
の
結
合
関
係
と
し
て
組
結
合
の
強
さ
と
共
に
、

業
へ
の
直
接
生
産
的
関
心
を
漸
次
薄
め
つ
つ
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
地
主
は

で
あ
る
か
ら
村
役
人
の
役
職
に
つ
き
、
藩
支
配
機
構
の
末
端
に
位
し
つ
つ
農

用
の
も
の
の
み
で
な
く
、
地
主
層
で
は
米
商
品
の
販
売
は
相
当
に
行
わ
れ
て

が
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
当
地
方
の
主
要
作
物
が
稲
で
あ
り
〔
櫨
・
菜

そ
の
他
の
要
素
を
多
分
に
絡
ま
せ
、
強
く
貫
徹
し
て
は
い
な
い
）
。

九
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い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
結
合
の
強
弱
は
相
当
の
差
違
が

中
心
と
し
漸
次
儀
礼
的
・
観
念
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
村
政
上
重
要

な
意
味
も
含
ま
れ
今
後
の
調
査
・
研
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
生

活
の
保
護
・
被
保
護
と
い
う
面
で
は
同
族
組
織
は
既
に
意
味
を
薄
め
て
お

り
、
む
し
ろ
親
方
子
方
関
係
が
同
族
組
織
と
ヅ
レ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
形
成

か
る
親
方
は
前
述
の
ご
と
く
他
面
で
は
前
期
的
資
本
の
性
格
〔
高
利
貸
ー
村

と
は
相
当
の
差
違
を
も
っ
て
い
た
が
、
と
も
か
く
自
己
の
周
辺
に
小
作
人
・

奉
公
人
を
子
方
と
し
て
従
属
せ
し
め
て
存
立
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
前
節
に
う
か
が
っ
た
如
く
当
地
方
に
お
い
て
も
農
民
層
の
分

し
て
い
た
が
、
し
か
も
彼
等
は
完
全
に
土
地
か
ら
切
断
さ
れ
、
放
出
さ
れ
る

頼
り
、
子
方
と
し
て
最
低
限
の
生
活
を
保
障
さ
れ
て
ゆ
く
。
云
わ
ば
近
代
的

、、、

分
解
は
阻
止
さ
れ
、
歪
ん
だ
形
の
分
解
が
進
む
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の

こ
と
は
奉
公
関
係
と
い
え
ど
も
雇
用
労
働
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
種
の
恩

近
批
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

（二）

傾
向
よ
り
も
、
む
し
ろ
債
務
関
係
・
小
作
関
係
・
奉
公
関
係
を
通
じ
親
方
を

解
が
あ
る
程
度
進
行
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
零
細
な
土
地
所
持
農
民
が
存
在

役
人
1
1
貢
租
請
負
人
的
性
格
〕
を
絡
ま
せ
、
本
来
的
な
本
家
1
1
親
方
の
性
格

さ
れ
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
本
家
以
外
に
親
方
を
求
め
る
）
。
か

あ
り
、
多
く
の
場
合
祭
祀
（
先
祖
祭
）

1
1系
譜
の
本
末
関
係
の
相
互
承
認
を

九

現
象
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
幕
末
期
の
現
象
と
し
て
、
奉
公
人
こ
と
に
年
季
奉

お
け
る
商
工
（
鉱
）
業
の
展
開
と
物
価
の
騰
貴
を
と
く
に
重
視
し
な
け
れ
ば

恵
・
奉
仕
を
絡
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
土
地
か
ら
完
全
に
切
り

離
さ
れ
自
己
の
労
働
力
を
売
る
ほ
か
な
い
層
の
存
在
や
、
他
地
方
か
ら
流
入

せ
る
旅
旦
雇
に
つ
い
て
も
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
し
か
し
此
の
場
合
で
も
彼

切

等
は
他
面
で
は
小
作
人
化
す
る
傾
向
も
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か

が
っ
て
朋
芽
的
賃
労
働
の
発
生
・
形
成
に
か
か
わ
ら
ず
、
村
落
に
お
け
る
親

方
子
方
関
係
は
「
二
重
の
意
味
で
の
自
由
」
の
貫
徹
・
展
閲
を
阻
止
す
る
傾

ヽ
J5
 

C,' 

向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

．． 
第
三
に
村
落
外
部
・
農
業
外
部
よ
り
の
刺
戟
．
衝
撃
と
し
て
幕
末
以
降
に

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
結
局
奉
公
人
的
労
働
力
の
不
足
、
労
賃
の
高
騰
と
し
て

公
人
の
供
給
が
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
史
料
の
上
に
多
く
見
る
と

6
 

2
 

こ
ろ
で
あ
り
、
各
地
に
奉
公
人
の
入
手
難
や
旧
来
の
奉
公
人
秩
序
の
混
乱
と

‘,‘ 

8
 

2

2

 

そ
れ
に
対
す
る
規
制
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
と
に
幕
末
物
価
の
騰
貴
と
共
に

，
 

2
 

肥
料
や
奉
公
人
給
米
・
給
銀
が
高
騰
し
、
た
め
に
各
滞
と
も
そ
の
引
下
げ
を

命
じ
、
高
給
を
禁
止
し
、
給
米
・
給
銀
の
最
高
限
を
規
定
す
る
等
の
処
置
を

第
二
十
七
巻

第
三
号

望
ー
単
に
経
済
的
地
位
で
は
な
<
|
ー
を
確
立
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た

か
る
子
方
層
を
村
内
乃
至
近
村
に
多
数
従
え
て
こ
そ
親
方
は
そ
の
社
会
的
勢



り
、
商
品
流
通
が
根
深
く
農
村
内
部
に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る

匂

匈

の
で
あ
る
。
ま
た
幕
末
以
降
北
九
州
に
お
け
る
石
炭
業
の
発
展
や
マ
ニ
ュ
化

8
 

し
つ
つ
あ
る
製
蛾
板
場
、
明
治
十
・
ニ
十
年
代
に
お
け
る
久
留
米
絣
業
の
進

匈

詢
展
、
二
十
年
代
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
、
工
場
の
建
設
は
貧
農
層
を
相
当
数
吸

‘,、

。
4
 

収
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
と
く
に
明
治
廿
年
代
の
炭
坑
地
帯
に
お
い
て
は
そ

の
現
象
著
し
く
、
農
村
奉
公
人
（
年
雇
・
日
雇
と
も
に
）
の
供
給
源
は
攪
乱

ヽ
~4

 

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
明
治
二
十
一
年
の
「
福
岡
県
農
事
調
査
」
の
各
郡
の
「
雇

人
」
に
関
す
る
項
の
う
ち
、
粕
屋
・
宗
像
・
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂
波
・

三
池
•
田
川
の
諸
郡
を
う
か
が
う
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
「
村
々
に
て
売
買
一
逼
に
て
致
渡
世
侯
者
」
が
多
数
居

関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
福
岡
藩
で
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四‘,、ヽ8

 

二
）
十
二
月
に
在
方
商
業
に
つ
き
相
当
強
力
な
禁
止
•
統
制
を
し
て
い
る
が
、

展
開
に
よ
り
所
謂
「
余
業
収
入
」
の
道
が
開
け
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
と
密
接
に

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

鋤

切

と
っ
て
お
り
、
郡
村
に
お
い
て
も
給
米
・
給
銀
の
一
定
基
準
を
申
合
せ
、
或

）
 

2
 

8
 

は
庄
屋
よ
り
大
庄
屋
に
公
定
の
達
を
願
出
る
な
ど
し
た
の
で
あ
っ
た
。
福
岡

藩
で
は
奉
公
人
給
米
に
つ
き
壱
割
半
引
の
触
を
出
し
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
奉
公
人
を
雇
用
す
る
た
め
に
は
藩
公
定
の
額
よ
り
余
分
に

8
 

8
 

出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
さ
え
窺
え
る
の
で
あ
る
。
此
等
は
商
工
業
の

に）

等
頗
ル
高
価
ナ
リ
…

．．． 
』
（
穂
波
郡
）

第
二
十
七
巻

第
三
号

『
近
来
ハ
炭
坑
事
業
ノ
盛
ナ
ル
ニ
従
ヒ
或
ハ
坑
夫
或
ハ
荷
車
営
業
ヲ
ナ
ス
ニ

ヨ
リ
雇
入
ヲ
ナ
ス
ニ
甚
困
難
ナ
リ
』
（
粕
屋
郡
）

…
』
（
宗
像
郡
）

『
近
年
炭
坑
業
ノ
隆
盛
卜
共
二
鉄
道
工
事
ノ
業
起
リ
雇
入
大
イ
ニ
減
少
シ
農

『
二
十
一
年
以
往
ハ
…
…
雇
入
モ
容
易
ナ
リ
シ
モ
以
来
石
炭
坑
業
ノ
郡
内
各

地
二
勃
起
シ
雇
値
非
常
二
騰
貴
シ
タ
ル
為
メ
広
島
県
其
他
近
郡
各
地
ヨ
リ
雇

テ
他
府
県
ヨ
リ
続
々
出
稼
ス
ル
モ
ノ
多
ク
而
シ
テ
コ
ノ
業
二
従
事
ス
ル
モ
ノ

ハ
一
日
ノ
賃
銀
農
家
雇
賃
ノ
数
倍
ナ
ル
ヲ
以
テ
農
家
雇
人
モ
コ
レ
ニ
赴
ク
モ

ノ
甚
夕
多
シ
随
テ
旦
雇
ハ
勿
論
年
雇
等
雇
人
大
イ
ニ
鋏
乏
ヲ
告
ケ
従
前
二
比

シ
甚
夕
困
難
ニ
シ
テ
賃
銀
モ
非
常
二
騰
貴
セ
リ
』
（
嘉
麻
郡
）

『
当
郡
ハ
極
メ
テ
炭
坑
多
キ
ヲ
以
テ
該
事
業
二
関
シ
数
多
ク
ノ
坑
夫
等
ヲ
要

ス
ル
ニ
ョ
リ
農
家
二
於
テ
雇
人
ヲ
得
ル
ハ
甚
夕
難
ク
偶
々
雇
入
ス
ル
モ
給
料

『
二
十
一
年
冬
期
ヨ
リ
郡
内
数
ケ
所
ノ
盛
大
ナ
ル
石
炭
鉱
顕
出
シ
タ
ル
ヲ
以

入
ル
ル
者
多
シ
』
（
鞍
手
郡
）

家
頗
ル
困
難
ヲ
極
メ
タ
リ
』
（
遠
賀
郡
）

被
雇
人
不
足
ヲ
告
ケ
給
料
為
二
増
加
シ
タ
レ
ハ
雇
入
人
ノ
困
難
少
カ
ラ
ス

『
近
年
隣
郡
二
砿
業
事
業
隆
盛
ヲ
来
セ
シ
ョ
リ
之
二
出
稼
ス
ル
ノ
徒
接
踵
シ

九



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

銭
」
の
項
で
は
、
明
治
三
十
年
に

｛二）

る。 情
が
変
化
し
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
雇
入
に
困
難
を
感
じ
て
き
て

し
か
も
従
来
天
草
よ
り
得
ら
れ
て
い
た
旅
旦
屑
で
さ
え
、
天
草
の
出
稼
事

九

る
。
こ
の
事
情
を
ョ
リ
具
体
的
に
う
か
が
う
た
め
第
17
表
を
作
成
し
た
。
こ

『
近
来
物
価
ノ
騰
貴
二
伴
ヒ
労
働
賃
金
ノ
暴
昂
シ
タ
ル
ハ
止
ヲ
得
サ
ル
結
果

響
ヲ
及
ボ
シ
一
般
賃
銀
騰
貴
セ
リ
…
・
:
』
（
田
川
郡
）

同
一
―
-
+
―
年
に
は

A

ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
サ
ル
カ
如
シ
』

ル
ニ
甚
夕
困
難
：
』

U
二
池
郡
）

『
：
・
元
来
当
地
ハ
三
池
炭
坑
ア
リ
坑
夫
ヲ
要
ス
ル
多
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
雇
入
ル

『
…
本
郡
西
部
ハ
去
ル
十
八
年
ヨ
リ
坑
業
日
ヲ
逐
テ
進
歩
シ
従
テ
坑
夫
賃
銀

高
キ
ヨ
リ
健
壮
ナ
ル
下
男
下
女
一
朝
変
ジ
テ
坑
夫
ト
ナ
リ
シ
ョ
リ
雇
人
ノ
欠

乏
ヲ
告
グ
ル
ヨ
リ
他
郡
村
ヨ
リ
雇
入
レ
置
ク
モ
皆
坑
夫
ノ
賃
銀
ヲ
羨
ミ
去
テ

坑
夫
ト
ナ
ル
ヨ
リ
定
約
履
行
地
ヲ
払
ヒ
頗
ル
苦
難
ナ
ル
ヨ
リ
目
下
全
部
二
影

い
た
こ
と
は
早
良
郡
に
つ
い
て
次
の
如
く
録
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
分

『
・
・
・
本
郡
雇
入
ハ
各
地
ョ
リ
入
込
‘
‘
、
シ
モ
多
ク
ハ
肥
後
国
天
草
及
ヒ
志
摩
郡

地
方
ョ
リ
雇
入
レ
元
来
該
地
ハ
諸
方
へ
出
稼
ノ
モ
ノ
多
シ
ト
雖
モ
一
時
一
般

ノ
業
務
ノ
時
期
ヨ
リ
余
程
前
以
テ
約
定
ナ
サ
サ
レ
ハ
単
二
雇
入
ル
ル
ニ
甚
至

難
ナ
リ
其
雇
入
方
ハ
日
給
雇
等
ニ
シ
テ
年
給
雇
ノ
如
キ
ハ
多
ク
本
郡
内
ノ
者

使
雇
ス
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
』

2
 

4
 

そ
の
後
約
十
年
経
過
し
て
、
「
福
岡
県
勧
業
年
報
」
の
「
農
業
上
雇
入
賃

『
近
来
物
価
ノ
騰
貴
二
伴
ヒ
労
働
賃
銭
ノ
暴
昂
シ
タ
ル
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
結

果
ナ
リ
ト
雖
匡
本
県
ノ
如
キ
石
炭
採
掘
業
ノ
拡
張
シ
タ
ル
カ
為
メ
供
給
メ
欠

乏
ヲ
告
ケ
殆
ン
ト
賃
銭
ノ
高
下
二
関
ラ
ス
需
メ
ニ
応
ス
ル
ノ
雇
夫
ナ
キ
地
方

ア
ル
ニ
至
リ
タ
リ
今
各
郡
二
於
ケ
ル
賃
銭
ノ
概
況
ヲ
示
セ
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
リ

卜
雖
た
（
筆
者
註
ー
表
は
略
）
此
ノ
賃
銭
ヲ
以
テ
必
ス
シ
モ
雇
入
レ
得
ラ
ル

ナ
リ
ト
雖
圧
石
炭
採
掘
業
井
二
工
業
ノ
発
達
二
伴
ヒ
著
シ
ク
供
給
ノ
欠
乏
ヲ

告
ケ
殆
ン
ト
賃
金
ノ
高
下
二
関
ラ
ス
需
メ
ニ
応
ス
ル
ノ
雇
夫
ナ
キ
地
方
ア
ル

ニ
至
リ
タ
リ
今
各
郡
二
於
ケ
ル
賃
金
ノ
概
況
ヲ
示
セ
ハ
左
ノ
如
ク
ニ
シ
テ

（
筆
者
註
ー
表
は
略
）
今
ヨ
リ
五
年
前
二
遡
リ
之
ヲ
視
ル
ト
キ
ハ
其
賃
金
ハ

殆
ン
ト
九
割
ノ
増
加
二
当
レ
リ
：
．．．． 
』

と
あ
り
、
同
三
十
二
年
も
三
十
一
年
と
殆
ん
ど
同
文
で
『
今
ヨ
リ
五
年
前
二

0

0

 

比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
其
賃
銀
ハ
殆
ン
ト
七
割
ノ
増
加
二
当
レ
リ
』
と
し
て
い

れ
は
筑
豊
四
郡
お
よ
び
三
池
郡
を
え
ら
び
農
作
年
雇
（
男
）
•
同
旦
雇
（
男
）

．
坑
夫
の
賃
銀
に
つ
き
明
治
二
十
七
年
よ
り
―
―
-
＋
二
年
ま
で
を
表
示
し
た
ー

第
二
十
七
巻

第
三
号



第 17表 明治 27~32年福岡県炭鉱地帯五郡における賃金の変動

：年代 迪 賀郡乾手郡 嘉米価 ・一

農作農作坑夫農作農作坑 夫 農 作 年 雇
年雇日雇 年 雇 日 雇

一価戸I芦国巨1指 :I;黄 1町I賃1指貸 1指貸 1指数
I 格数金数金数 金 数 金数金数金

明治円 1 円， 蝕 l＇ 円 ， 践
27 8.20100128.00100 18.71 10031.50100 0 60.01005 100 

29 s.95'I 09 35.00'25 20.o;oi , I I 3 ms oI . "73 sso;2 

30 11.20137 - -！ I • I I - -5  162 0 1331. 88(1441 

＼ii＼区¥ー 穂郡＇三池郡 田 川 郡

農作日雇 坑夫農作年雇＇旦 坑夫農作年雇門 ~I 坑夫

I! I指数i:1塁:1::I 1 ! : : 1Jlu1:1ー!II―塁］
疇 l銭IICJ I I銭 l' 銭 I I 円 'I 銭27 100 , - - 19.35100 11.9 100 17.5,100 27.20 100 45.0 JOO 

お 731100,i,0.0'11001 "-''100!'11., ！ 100 is.,'105 27.20'100 I ,s.o I 100 

30 !07(115)70.0I , 067) - - -！ I ! --I —'3!.80'17! 35.0 I .I 75.0i 167 

32 50.0167!2:ll1! W.O!lOOI 35.0018125.021035.0200 50.00184'I 25.0147 50.0lll 
I I i i I i I 

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

（二）

第
二
十
七
巻

第
三
号

九
四

〔 備考J
福岡県勧業年報第 16回~21回により作成。各年度 3月と 9月が示され

ているが本表では 3月をとった。

＊米価は米（中） 1石、県平均をとった。

＊農作年雇、同日雇はいづれも男のみをとった。

＊嘉穂郡のみは明治 28年を 100とする指数も算出し（）の中に入れた。



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

（二）

の
展
開
の
微
弱
|
ー
わ
が
国
資
本
主
義
の
形
成
•
発
展
の
特
質
に
か
か
わ
る

に
及
ん
で
ゆ
く
傾
向
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

）
 

3
 

4
 

|
-
―
―
十
二
年
に
は
物
価
・
賃
金
は
下
落
し
て
い
る
が
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日

雇
賃
金
と
坑
夫
賃
金
の
差
は
顕
著
で
あ
り
、
ま
た
年
雇
の
場
合
一
年
三
百
日

の
労
働
日
数
と
し
て
日
給
を
算
出
す
れ
ば
当
然
旦
雇
よ
り
も
さ
ら
に
低
い
。

し
た
が
っ
て
労
働
の
内
容
や
質
は
異
る
に
せ
よ
、
年
雇
・
日
雇
が
炭
鉱
に
吸

引
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
年
雇
．
旦
雇
の
供
給
難
を
惹

起
し
、
物
価
の
騰
貴
表
で
は
米
価
の
み
表
示
ー
ー

L

と
相
侯
つ
て
賃
金
を

騰
貴
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
坑
夫
賃
金
の
上
昇
率
に
比
べ
る
と
著
し
く
急

激
な
上
昇
率
で
あ
っ
た
。
し
か
も
米
価
の
上
昇
率
と
年
雇
．
旦
雇
賃
金
の
上

昇
率
を
比
較
す
る
と
き
後
者
の
方
が
高
く
、
こ
と
に
日
麗
の
場
合
と
く
に
顕

著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
う
れ
ば
手
作
経
営
は
当
然
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い

わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
情
は
明
治
廿
年
代
末
・
州
年
代
に
か
け

）
 

4
 

4
 

て
筑
豊
地
帯
に
最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
福
岡
県
の
他
の

諸
郡
で
は
な
お
雇
入
の
容
易
な
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
佐
賀
県
で
も
『
県

-a 4
 

下
ノ
各
郡
共
其
近
隣
ノ
村
落
ヨ
リ
雇
入
ル
ル
ヲ
以
テ
甚
夕
容
易
ナ
リ
…
…
』

と
見
え
る
。
併
し
奉
公
人
労
働
力
の
供
給
難
は
や
が
て
明
治
後
期
に
は
全
般

以
上
二
、
三
の
視
点
か
ら
農
業
に
お
け
る
賃
労
働
関
係
の
未
成
熟
の
理
由

を
う
か
が
っ
た
が
、
さ
ら
に
大
き
く
云
え
ば
農
業
に
お
け
る
資
本
家
的
経
営

こ
と
で
、
こ
れ
は
単
な
る
一
屁
用
労
働
史
の
部
面
を
超
え
、
ヨ
リ
全
般
的
考
察

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

注①
滝
川
政
次
郎
、
日
本
労
働
法
制
史
研
究
（
社
会
問
題
講
座
、
第
十
一

巻
―
二

0
ー
一
頁
）
。
豊
田
武
著
、
日
本
商
人
史
、
第
五
章
第
二
節
人
買

い
。
牧
英
正
著
、
日
本
法
史
に
お
け
る
人
身
売
買
の
研
究
、
第
五
章
第

―――節゚

②
秋
山
謙
蔵
、
倭
冦
に
よ
る
朝
鮮
・
支
那
人
奴
隷
の
掠
奪
と
そ
の
送
還

及
び
売
買
（
社
会
経
済
史
学
第
二
巻
八
号
）
。
な
お
朝
鮮
役
の
浮
虜
で

D
ノ
津
で
奉
公
し
た
朝
鮮
人
、
、
、
ゲ
ル
の
例
あ
り
（
海
老
沢
有
道
著
、
切

支
丹
の
社
会
活
動
及
南
蛮
医
学
、
一
九
六
頁
）
。

③
岡
本
良
知
著
、
十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
、
第
一
―
―
篇
第
四
章
｀
牧

英
正
著
、
前
掲
書
、
第
七
章
。

④
竹
内
理
三
、
対
馬
の
古
文
書
ー
慶
長
以
前
の
御
判
物
（
九
州
文
化
史

研
究
紀
所
要
第
一
号
）
―
-
六
—
七
頁
。

固
安
河
内
博
著
、
対
馬
藩
に
於
け
る
奴
婢
刑
成
立
の
研
究
三
八
ー
上
ユ
八

頁
。
同
、
室
町
時
代
に
於
け
る
対
馬
の
下
人
（
西
日
本
史
学
第
十
二

号）。

⑥
拙
稿
、
中
世
人
身
売
買
文
書
の
一
考
察
（
経
済
学
研
究
第
二
十
四
巻

四
号
）
六
六
頁
。

⑦
筑
後
に
つ
い
て
ほ
立
花
文
書
（
曝
史
資
料
第
四
輯
一
九
一
頁
）
°
肥

後
に
つ
い
て
は
下
川
文
書
（
中
村
吉
治
著
、
近
世
初
期
農
政
史
研
究
、

第
二
十
七
巻

第
三
号

九
五



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

ニ
四
四
頁
）
。

⑧
岡
本
良
知
著
、
前
掲
書
。
牧
英
正
著
、
前
掲
書
、
と
く
に
ニ
―

0
頁

以
下
。

⑨
中
村
吉
治
著
、
前
掲
書
二
四
四
頁
。

⑩
近
世
初
期
九
州
諸
藩
で
の
事
例
は
拙
稿
、
近
世
前
期
肥
後
に
お
け
る

「
上
方
抱
下
し
者
」
（
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
八
・
九
号
）
一
―
―
―
七

頁
参
照
。

⑪
前
号
八

0
•
八
一
頁
引
用
史
料
参
照
。

⑫
近
世
の
九
州
に
は
、
な
お
遠
隔
地
間
の
奉
公
・
人
勾
引
・
人
売
が
あ

っ
た
。
拙
稿
、
前
掲
「
上
方
抱
下
シ
者
」
、
下
人
に
関
す
る
史
料
覚
書
―
―
―

題
（
九
州
経
済
史
論
集
第
二
巻
所
収
）
、
小
寺
鉄
之
助
著
、
宮
崎
県
近

世
社
会
経
済
史
参
照
。

⑬
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
、
一
六

0
頁
。

⑭
古
島
敏
雄
著
、
近
世
日
本
農
業
の
構
造
、
六

0
一
頁
。

⑮
市
川
・
渡
辺
・
古
島
他
著
、
封
建
社
会
解
体
期
の
雇
傭
労
働
、
四
一

頁
。

ヽ

⑯
奉
公
人
の
形
態
が
年
季
奉
公
人
で
あ
れ
、
季
節
雇
で
あ
れ
、
日
雇
で

あ
れ
賃
労
働
の
方
向
へ
向
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
。
山
口
徹
氏
は
私

が
「
年
季
奉
公
↓
半
季
奉
公
↓
日
雇
↓
旅
日
雇
の
過
程
を
通
し
て
賃
労

働
関
係
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
」
と
云
わ
れ

る
が
（
注
⑮
前
掲
書
二

0
頁
）
誤
解
で
あ
ろ
。
同
氏
が
引
用
さ
れ
た
私

の
図
解
(
-
―
―
―
―
頁
）
に
も
年
季
奉
公
・
半
季
奉
公
・
日
雇
・
旅
日
雇
を

（二）

『
大
川
原

一
、
中
田

壱
反
七
畝

余
米
三
俵

但
シ
上
々
米

下
作
請
合
書
物
之
事

第
二
十
七
巻

第
三
号

含
め
て
雇
傭
労
働
力
と
し
、
そ
れ
が
身
分
関
係
↓
賃
労
働
関
係
へ
進
む

こ
と
を
示
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
ち
な
み
に
同
氏
の
引
か
れ
た
私
の
図

解
の
紹
介
は
二
‘
-
―
一
の
点
を
誤
っ
て
図
示
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付

け
加
え
て
お
く
。
同
氏
の
論
文
に
つ
い
て
若
干
批
判
す
べ
き
こ
と
も
あ

る
が
別
の
機
会
に
譲
る
。

⑰
隅
谷
―
―
―
喜
男
著
、
日
本
賃
労
働
史
論
第
一
章
参
照
。

⑬
賃
労
働
形
成
史
に
と
っ
て
は
明
治
前
・
中
期
こ
そ
第
一
次
的
に
問
題

と
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治
期
に
突
如
と
し
て
賃
労
働
が
形
成

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
近
世
後
期
に
お
い
て
朋
芽
的
賃
労
働
が
|
|
l
そ

の
外
貌
は
如
何
に
も
あ
れ
！
単
な
る
「
例
外
的
存
在
」
・
「
無
視
し
得

べ
き
存
在
」
以
上
に
析
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で

あ
る
。

⑲
こ
の
点
は
高
橋
幸
八
郎
・
古
島
敏
雄
編
、
養
蚕
業
の
発
達
と
地
主
制
、

四
七
八
ー
四
八

0
頁
に
お
け
る
安
良
城
盛
昭
氏
の
指
摘
に
全
く
同
意
す

る。

⑳

村

役

人

JI貢
租
請
負
人
的
性
格
と
密
接
に
関
連
す
る
。

卯
福
岡
県
農
地
改
革
史
、
上
巻
阻
―
―
1
0—
‘
一
頁
参
照
。

四
―
―
―
苫
家
文
書
よ
り
下
作
証
文
を
一
通
例
示
す
る
ー
ー
_

九
六



（

以

下

略

）

』

｀ヽ

す
な
わ
ち
年
々
の
余
米
は
元
米
銀
の
利
子
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
を
例
示
す
れ
ば

『

下

作

請

合

書

物

之

事

（
前
略
）

合
田
数
七
反
弐
畝
拾
弐
歩

定
米
三
拾
弐
俵
壱
斗
六
升
六
合

内

、

、

、

、

元
銀
七
百
目
之
利
分

五
俵
弐
分
五
厘

余
米
、
此
分
下
作
人
力
直
二
貴
殿
方
へ
十
一
月
切
租
払

近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

可
申
候

井

原

村又

六

殿

同
村
証
人

（二）

右
之
田
地
当
亥
ノ
年
か
巳
ノ
年
迄
、
間
年
五
ケ
年
之
間
私
下
作
支
配

仕
、
右
之
余
米
壱
ケ
年
二
三
俵
宛
毎
年
十
一
月
切
少
し
も
無
滞
貴
殿

方
へ
相
払
候
ハ

A

、
右
之
田
地
貴
殿
方
へ
永
代
二
遣
置
侯
へ
共
、
別

紙
元
米
七
俵
・
元
銀
弐
百
目
相
立
候
ハ

A
‘

請
記
仕
候
様
二
被
成
可

被
下
旨
添
奉
存
候
：

．．．． 

（
下
略
）

明

和

四

年

亥

ノ

ニ

月

高

祖

村

下

作

請

合

人

IJ 
又

吉七

村

六

殿

（
以
下
略
）

闘
当
地
方
で
は
一
般
に
小
作
人
が
定
米
（
貢
租
＋
地
主
取
分
）
を
村
蔵

に
運
び
、
そ
こ
で
「
御
年
貢
上
納
一
切
」
を
納
め
、
そ
の
残
額
は
余
米

と
し
て
確
保
さ
れ
た
（
も
っ
と
も
直
接
地
主
の
も
と
に
納
入
す
る
こ
と

も
あ
る
）
。

闘
前
号
、
九
―
―
―
頁
註
脚
参
照
。

認
以
上
、
村
方
地
主
の
性
格
、
親
方
子
方
関
係
に
つ
い
て
は
別
の
機
会

に
詳
し
く
論
じ
た
い
の
で
史
料
の
註
記
を
省
い
た
。

閥
一
例
を
あ
ぐ
れ
ば
―
―
―
苫
家
で
は
弘
化
四
年
に
「
返
り
新
参
者
」
を
『
当

年
男
至
而
少
＜
侯
二
付
無
拠
仕
候
事
』
と
し
て
い
る
（
同
年
、
下
男
給

銭
渡
方
指
引
帳
）
。
な
お
注

(29)
も
参
展
。

罰
福
岡
藩
で
は
天
保
十
二
年
九
月
に
『
下
女
・
下
男
共
間
に
は
勤
不
精

致
、
様
々
風
俗
不
宜
儀
御
座
侯
闇
、
主
人
よ
り
心
得
筋
申
聞
侯
得
は
、

前
借
等
致
宿
元
へ
引
取
身
勝
手
を
申
立
て
候
儀
御
座
候
、
右
体
之
者
は

可
申
上
に
付
、
詑
度
御
示
被
仰
付
侯
様
奉
願
上
候
』
（
鞍
手
郡
誌
五
八
九

頁
）
、
翌
丁
三
年
十
二
月
に
は
『
荒
仕
子
・
下
女
等
近
年
頻
リ
ニ
高
給
を

取
、
心
得
不
宜
者
多
く
、
教
訓
等
い
た
し
侯
て
、
虚
病
を
構
、
主
家
之

井

第
二
十
七
巻

又原

（
以
下
略
）

安
永
弐
年
巳
ノ
三
月

第
三
号

九
七

一
坂
村
下
作
人

物

吉

囮

巨



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

用
を
欠
候
類
も
有
之
睾
二
粗
聞
候
、
不
埓
之
至
二
候
、

以
来
右
鉢
不
風
俗
之
者
ハ
無
用
捨
可
申
出
候
事
』
と
命
じ
て
い
る
（
御

達
書
写
、
九
州
大
学
経
済
学
部
所
蔵
）
。
「
奉
公
人
勤
方
諸
事
作
法
書
」

（
福
岡
県
宗
像
町
篠
崎
家
文
書
）
に
は
『
奉
公
人
自
由
相
勤
途
中
隙
取

候
畷
、
又
ハ
不
勤
二
而
主
人
か
暇
ヲ
出
シ
候
者
早
々
庄
屋
元
へ
申
出
、

其
触
大
庄
屋
元
へ
願
出
候
而
、
郡
中
触
渡
可
申
候
二
付
、
其
者
日
雇

等
二
も
相
仕
ヒ
不
申
、
難
義
い
た
さ
せ
こ
ら
し
め
可
申
侯
事
』
と
あ
る

（
年
代
不
明
、
幕
末
か
。
安
政
四
年
写
）
。

久
留
米
藩
で
も
『
：
・
奉
公
人
之
義
、
是
迄
之
通
高
給
相
望
候
義

t
時
ニ

世
二
随
ひ
無
拠
事
二
御
座
候
得
共
、
近
年
次
第
二
風
俗
不
宜
、
其
上
食

物
衣
類
等
二
も
奢
相
募
、
宿
下
仕
候
そ
久
々
相
滞
、
彼
是
実
義
二
相
勤

候
者
至
而
鮮
、
只
今
之
通
二
御
座
候
而

t
、
荒
使
子
召
置
重
立
耕
作
仕

義
も
難
儀
…
』
と
し
以
後
取
締
方
を
厳
重
に
す
べ
く
村
役
人
等
が
建
言

し
て
い
る
（
安
政
七
年
起
、
御
用
拍
、
本
引
用
史
料
は
文
化
九
年
と
推

定
）
。
ま
た
文
久
―
―
―
年
に
は
『
近
年
作
荒
使
子
共
猥
二
粗
成
、
中
途
か

指
明
旦
勤
高
等
閑
之
者
多
不
相
済
次
第
、
右
者
前
以
其
村
庄
屋
か
掛
合
、

人
品
吟
味
之
上
雇
入
候
様
申
触
置
侯
得
共
、
右
手
数
租
立
兼
、
見
込
之

荒
使
子
兎
角
相
対
二
取
極
侯
者
多
、
右
二
付
以
後
之
義
、
其
村
方
二
而

前
廉
人
品
吟
味
致
、
其
村
庄
屋
か
手
札
相
渡
置
、
右
手
札
ヲ
主
人
江
預

ケ
置
、
不
埓
之
義
有
之
節

t
、
其
村
江
掛
合
候
様
、
其
上
早
速
取
/
‘

身
分
之
義
｛
郡
屋
龍
明
申
付
度
申
談
候
事
』
（
安
政
七
ー
＇
慶
応
二
年
、

惣
郡
郡
筋
御
用
談
書
写
帳
、
矢
賀
部
文
書
、
九
州
文
化
史
研
究
所
一
所

（ニ

第
二
十
七
巻

第
三
号

蔵
）
。
小
倉
藩
に
つ
い
て
は
県
史
資
料
第
四
鴨
六

0
0
•
六
0
1
•
六

一
四
頁
参
照
。

閥
一
例
を
福
岡
藩
の
米
価
に
と
れ
ば
安
永
し
文
化
年
代
で
は
一
俵
三
十

ー
五
十
目
の
間
を
上
下
し
て
お
り
（
三
苫
家
文
書
、
米
銭
指
引
帳
）
、

天
保
以
降
も
或
程
度
そ
の
傾
向
が
続
く
が
安
政
末
年
以
降
は
急
激
に
高

騰
す
る
（
鞍
手
郡
誌
七
六
二
頁
米
価
の
変
遷
参
照
）
。
天
保
十
三
年
十

二
月
に
『
：
・
諸
品
高
料
諸
民
困
窮
の
時
至
り
候
：
．
』
（
同
上
、
五
九
〇

頁
）
と
あ
る
。
~

⑳
一
例
を
筑
後
矢
賀
部
文
書
よ
り
挙
げ
る
ー
|
l
『
近
年
穀
類
直
段
か
も

ヽ

格
別
養
直
段
高
直
二
相
成
候
上
、
荒
使
子
給
銀
年
々
相
増
候
、
当
年
ニ

、
、
、
、
、
、
、

至
リ
候
而
者
莫
大
之
義
二
相
成
申
候
、
必
覚
奉
公
人
鮮
御
座
候
二
付
而

t
、
荒
使
子
共
申
米
給
銀
高
ク
申
聞
侯
様
子
ニ
ハ
候
得
共
、
作
掛
リ
雇

人
無
御
座
而

t
、
作
方
難
儀
無
拠
申
聞
候
通
給
銀
相
極
雇
入
侯
義
二

、
、
、

御
座
侯
、
然
処
全
雇
人
斗
リ
ニ
而
耕
作
仕
候
而

t
、
養
高
直
彼
是
二

而
却
損
失
相
立
侯
様
子
二
付
、
追
々
作
方
取
縮
当
年
二
至
侯
而

t
、
一

向
二
相
止
且
弐
人
作
を
一
人
作
二
成
、
下
作
二
入
侯
も
の
間
々
御
座
侯

．．． 
』

と

云

い

、

養
1
1
肥
料
を
他
領
よ
り
入
れ
、
値
段
を
下
げ
る
こ
と

を
願
出
て
い
る
（
安
永
七
年
起
、
御
用
拍
、
本
記
録
は
文
化
九
年
と
推

定
）
。

閲
福
岡
藩
で
は
前
注
の
如
く
高
給
を
望
む
を
不
風
俗
と
し
度
々
い
ま
し

め
て
い
る
が
、
町
方
に
対
し
て
は
県
史
資
料
第
六
輯
―
―
五
六
頁
参
照
。

小
倉
藩
に
つ
い
て
は
同
第
四
輯
、
六
―
―
―
-
•
六
一
五
頁
参
照
。

九
八



近
歯
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

（二）

已

闘
た
と
え
ば
鞍
手
郡
誌
五
六
―
―
―
•
四
頁
。
前
掲
「
奉
公
人
勤
方
諸
事
作

法
書
」
に
は
『
上
之
下
人
給
米
拾
俵
、
下
女
六
俵
二
相
定
候
、
以
下
段

ヽ

取
、
右
定
前
か
高
給
極
メ
不
相
成
候
事
』
と
し
、
休
日
、
不
勤
の
際
の

処
置
、
夜
な
べ
、
仕
管
等
々
を
規
定
し
て
い
る
。
嘉
麻
郡
網
分
村
有
松

家
の
天
保
十
二
年
「
御
用
談
控
帳
」
に
は

『
一
、
下
女
下
人
給
米
直
段
別
紙
付
之
通

/

右

ハ

十

一

月

廿

四

日

申

談

済

両
郡
一
統
下
女
下
人
給
米
定

一
、
暮
給
壱
俵
二
付
、
代
―
―
―
拾
五
匁
宛

一
、
来
季
前
給
ハ
惣
高
之
内
、
弐
割
現
米
渡
シ
、
其
余
か
勝
手
／
＼

之
事

（
以
下
略
）

と
見
え
る
。

脳

文

政

元

年

十

二

月

「

井

原

触

村

々

庄

屋

中

乍

恐

御

願

申

上

ル

ロ

上

覚
」
(
-
―
―
苫
家
文
書
）
で
は
荒
仕
子
給
銭
下
ケ
を
申
合
せ
（
上
荒
仕
子

給
銭
弐
百
六
拾
目
、
中
荒
仕
子
弐
百
四
拾
目
：
・
…
)
大
庄
屋
に
対
し
触

中
村
々
一
統
二
逹
せ
ら
れ
た
き
旨
願
出
た
。

閲
楠
野
家
の
嘉
永
二
年
の
作
方
帳
に
は
、
奉
公
人
給
米
に
つ
き
『
御
触

達
二
而
壱
割
半
引
之
処
、
壱
割
引
遣
ス
』
と
あ
り
。

闘
前
担
、
御
達
書
写
。

閲
天
保
十
四
年
以
後
各
地
に
お
い
て
在
方
商
業
の
禁
止
・
統
制
の
た
め

不
便
・
混
乱
あ
り
、
緩
和
し
て
欲
し
い
旨
の
願
書
は
庄
屋
文
書
に
屡
々

九
九

見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

閲
遠
藤
正
男
、
徳
川
後
期
筑
前
地
方
に
於
け
る
石
炭
鉱
業
の
発
展
、
徳

川
時
代
の
炭
坑
労
働
者
（
い
ず
れ
も
九
州
経
済
史
研
究
所
収
）
o-
―
-
池
炭

坑
で
は
嘉
永
七
年
坑
夫
数
五
百
人
（
同
書
、
一
四
四
頁
）
、
安
政
年
代
同

所
平
野
山
に
て
生
活
せ
る
も
の
千
有
余
人
う
ち
三
分
通
り
は
坑
内
労
働

者
で
あ
っ
た
（
大
牟
田
市
史
、
四
五
頁
）
。
明
治
三
年
大
牟
田
村
で
は

無
高
及
び
そ
れ
に
近
い
者
（
そ
の
家
族
）
か
ら
多
数
の
石
炭
車
押
、
石

炭
荷
積
旦
屈
、
石
山
間
部
が
出
て
い
る
（
同
上
書
、
六

0
頁
以
下
）
。

と

う

か

セ

ワ

叉
、
明
治
五
年
に
稲
荷
山
で
は
『
間
分
口
に
会
所
を
置
き
万
事
を
総
轄

＾
ク
―
7

カ

す
士
民
男
女
を
論
せ
す
望
次
第
使
役
し
賃
銀
ハ
右
炭
百
斤
二
付
銭
七
十

ニ
ン
ッ
グ

文
の
積
に
て
之
を
給
す
担
夫
日
々
四
百
人
に
近
く
又
坑
中
に
溝
を
掘
り

シ
ミ
ズ

水
車
を
掛
て
炭
液
を
落
す
此
人
夫
百
五
六
十
人
な
り
と
す
賤
民
為
に

濶
沢
し
』
た
と
あ
り
（
明
治
壬
申
六
月
、
日
要
新
聞
第
三
十
号
福
岡

県
鞍
手
郡
宮
田
町
、
石
井
家
所
蔵
）
。

闘
遠
藤
正
男
、
幕
末
北
九
州
の
製
螺
事
業
（
経
済
学
研
究
第
五
巻
一

号
）
。

閲
信
夫
清
―
―
一
郎
、
久
留
米
絣
の
生
産
形
態
（
服
部
・
信
夫
共
著
、
日
本

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
史
論
、
後
篇
）
。

闘
日
本
鉄
道
史
上
巻
、
第
七
章
第
五
•
第
八
・
第
十
一
参
照
。

閥
た
と
え
ば
官
営
八
幡
製
鉄
所
の
建
設
に
は
栢
当
数
の
労
働
者
を
吸
収

し
た
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
門
司
新
報
に
は
頻
繁
に
労
働
者
募
集
の
広

告
が
出
て
い
る
。
八
幡
村
は
明
治
二
八
年
の
一
戸
数
―
―
―
七

0
戸
人
ロ
一
、

第
二
十
七
巻

第
三
号



近
世
農
村
奉
公
人
の
供
給
源

⑭
福
岡
県
勧
業
月
報
第
一
―
二
号
所
載
の
明
治
廿
一
年
の
状
況
で
も
な

お
異
例
な
大
経
営
が
あ
っ
た
と
云
う
（
日
本
農
業
発
達
史
、
第
一
巻
九

――一頁）。

佃
佐
賀
県
農
事
調
査
（
九
州
近
代
史
料
業
書
第
六
輯
）

（二）

一
六
頁
。

二
九
五
人
が
―
―
-
＿
一
年
度
に
は
一
、
五
八

0
戸
・
六
、
三
二

0
人
と
急
激
に

膨
張
し
て
い
る
。

闘
農
林
省
農
業
綜
合
研
究
所
九
州
支
所
保
管
。
大
橋
博
氏
の
御
厚
意
に

よ
り
見
る
を
得
た
。
太
田
遼
一
郎
、
明
治
前
・
中
期
福
岡
県
農
業
史

（
日
本
農
業
発
達
史
第
一
巻
、
六
二
七
頁
ー
六
―
―

1
0
頁
）
参
照
。

⑫
国
会
図
書
館
、
九
州
大
学
経
済
学
部
、
九
州
文
化
史
研
究
所
お
よ
び

大
橋
博
氏
所
蔵
の
も
の
に
よ
る
。

⑬
本
表
で
表
示
し
た
年
度
の
前
後
に
つ
い
て
も
う
か
が
い
た
か
っ
た

が
、
現
在
国
会
図
書
館
の
資
料
が
見
得
な
い
の
で
、
他
日
補
い
た
い
と

お
も
う
。
な
お
明
治
三
十
二
年
の
物
価
に
つ
い
て
は
第
廿
一
回
勧
業
年

報
に
、
『
数
年
来
継
続
昂
騰
セ
シ
物
価
ハ
前
年
五
六
月
ノ
頃
二
至
リ
テ

其
頂
点
二
達
シ
一
頓
シ
テ
漸
ク
低
落
ノ
傾
向
ヲ
示
ス
ニ
至
リ
シ
モ
日
翌
進

ノ
余
勢
俄
二
下
落
セ
サ
リ
シ
カ
前
年
米
作
ノ
好
況
二
次
キ
天
候
良
順
二

シ
テ
本
年
麦
作
亦
豊
穣
ナ
リ
シ
ニ
由
リ
一
段
物
価
ハ
日
ヲ
逐
テ
漸
ク
降

下
シ
本
年
七
八
月
二
於
テ
ハ
酒
煙
草
及
生
糸
等
特
殊
ノ
事
情
ア
ル
モ
ノ

、
外
ハ
頗
ル
低
落
シ
九
、
十
、
十
一
、
十
二
月
二
於
テ
ハ
次
第
二
騰
貴

セ
リ
之
レ
羊
皿
シ
気
候
不
順
ノ
為
メ
米
作
豊
穣
ナ
ラ
サ
リ
シ
ニ
基
ク
カ
如

シ
』
と
見
え
る
。

第
二
十
七
巻

第
一
一
一
号

〔
後
記
〕

本
稿
は
さ
き
に
発
表
し
た
「
近
世
北
九
州
農
村
に
於
け
る
奉
公
人
の
供

給
事
情
」
（
宮
本
又
次
編
、
九
州
経
済
史
研
究
・
昭
二
八
、
所
収
）
に
種

々
不
満
な
点
が
多
く
な
っ
た
の
で
、
今
回
機
会
を
得
て
全
面
に
わ
た
り

補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

loo 




