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明
治
初
期
に
お
け
る
麻
生
家
の
二

つ
の
炭
坑
経
営
の
例
に
み
る

土
着
石
炭
鉱
業
家
の
特
質
に
つ
い
て

今

野

孝

1

は

じ

め

に

筑
豊
に
お
け
る
地
元
石
炭
鉱
業
家
を

、
そ
の
出
自
に
よ

っ
て
類
型
的
に
分
類
す

る
こ
と
は
、
す
で
に
遠
藤
正
男
氏

の
論
文

「
筑
豊
石
炭
業
に
於
け
る
初
期
会
社
企

業
」

(
『
九
州
経
済
史
研
究

』
昭
和
十

毒

P
)所
収

)
や
隅
谷
三
喜
男
氏

の
『
日

本
石
炭
産
業
分
析

』
に
お
い
て
行
わ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
遠
藤
氏

の
類
型
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
よ
り
正
確
に
地
元
鉱
業
家

の
分
類
を
行

つ
(
隅

谷
氏
に
お
い
て
も
・
そ
の
分
類
の
素
材
は
高
野
江
基
太
郎
の

『
筑
豊
炭
礦

誌
』
や
各
鉱
業
家
の
伝
記

な
ど
に
拠

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら

「
土

着
鉱
業
家
」
が
中
央
資
本

の
も

つ
資
金

の
優
位
性
と
の
対
比

の
中
で
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
た
め
、
単
に
そ
れ
ら
を
類
型
化
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ

の
点
か
ら

い
う
な
ら
ば
、
今
後
は
筑
豊

に
お
け
る
土
着
鉱
業
家

の
性
格
を
よ
り
具

体
的

・
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
点
遠
藤
氏

に
お
い
て
は
、
そ
の
論
文

「
筑
豊
石
炭
業
に
於
け
る
問
屋
制

の

変
遷
」

(
『
日
本
近
世
商
業
資
本
発
達

史
論

』
昭
和
十

一
年
、
所
収
)
に
お
い
て

「
土
着
商
業
資
本
家
よ
り
転
化
し
た
鉱
業
家
」
に
つ
い
て
、
小
倉
の
石
炭
商
中
原

屋
を
例
に
と
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

遠
藤
氏

の
場
合
に
も
、
事
実

の
誤
り
と
同
時
に
、
類
型
化
さ
れ
た
鉱
業
家

の
特
質

を
必
ず
し
も
充
分
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な

い
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
前
掲
論
文

「
筑

豊
石
炭
業

に
於
け
る
初
期
会
社
企
業
」

で
考
察
さ
れ
た
京
野
鉱
盛
会
社

の
経
営
者

鞍
手
郡
四
郎
丸
村

の
古
野
家

の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

古
野
家

を

「
徳
川
時
代
よ
り
豪
農
階
級
と
し
て
村
方
庄
屋
を
勤
め
、
或

は
地
主

と
し

て
こ

の
地
方
に
有
力
な
地
位
を
占
め
、
且

つ
富

の
蓄
積
を
な
し
た
人
々
よ
り
転
化
し
た

鉱
業
家
」

の

「
最
も
顕
著
な

一
例
」
と
し
な
が
ら
も
、
古
野
家
が
京
野
炭
坑

の
経

営
に
参
加
す
る
以
前
に
・
み
ず
か
ら
も
炭
坑
誉

を
手
が
け
て
い
翁

器

見
落

さ
れ
、
古
野
家
の
炭
坑
経
営

へ
の
進
出
を
明
治
十
七
年

の
時
点
で
と
ら
え
て
い
る

た
め
、

こ
の
類
型

の
鉱
業
家
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
藩
営
焚
石
仕
組
法
下
以
来
の
各
村
々
の
焚
石
丁
場
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、

全
く
触
れ
ら
れ
ず
に
終

っ
て
い
る
の
で
あ
華

か
か
る
類
型
に
属
す
る
鉱
業
家

の

特
質
と
し
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
点
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
視
点
か
ら
、
本
稿

は
筑
豊

に
お
け
る
地
元

大
手
資
本

の
鉱
業
家

の
ひ

と
つ
と
な

っ
た
飯
塚
の
麻
生
家
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち

藩
営
焚
石
仕
組
解
体
前
後
に
お
い
て
、
そ
の
経
営
に
か
か
わ

っ
た
二
例
の
焚
石
丁

場
を
と
り
あ
げ
、
前
述

の
古
野
家
同
様

そ

の
出
自
を

庄
屋

.
大
庄
屋
格
の
家
と

す
る
鉱
業
家
と
し

て
、
他
と
峻
別
し
う
る
ひ
と

つ
の
特
質
が
、
豪
農
層
と
し
て
の

明
治
期
以
前
か
ら
の
焚
石
丁
場
と
の
か
か
わ
り
に
あ
る
こ
と
を

一
応
確
認
し
て
お

こ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
ひ
と
つ
は
明
治
四
～
五
年
に
お
け
る
穂
波
郡
目
尾
村

で
の

事
例
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
幕
末
か
ら
明
治
八
年
に
か
け
て
の
穂
波
郡
南
尾
村

に
お
け
る
伊
勢
谷
坑

の
事
例

で
あ
る
。
目
尾
村

の
例
に
お
い
て
は
、
麻
生
家
の
経

営
参
加
に
村
役
人
と
し
て
の
立
場
と
、
そ
こ
に
あ
る

「
村
救
」
的
性
格
を
推
測
さ

せ
、
ま
た
伊
勢
谷
坑

の
場
合
に
は
麻
生
家

の
利
貸
経
営
の
中
か
ら
炭
坑
経
営
へ
参

加
し
て
い
く
姿
を
と
お
し
て
当
時
の
麻
生
家
と
焚
石
と
の
か
か
わ
り
を
示
し
う
る

と
考
え
る
。
も

っ
と
も
こ
の
二
例
は
、
必
ず
し
も
明
治
以
降

の
麻
生
家

の
炭
坑
経

一旧一



営

を
代

表

し

う

る

・.よ
う

な

も

の

で

は

な

い
。
ま

た

藩

営

仕

組

法

下

か
ら

の
関

連

を

み

る

に

は

麻

生

家

の

居
村

近

隣

(
立

岩

・
上

三
緒

・
下

三

緒

な

ど

の
村

々

)

に

お

け

る
炭

坑

経

営

に

つ
い

て

こ

そ
考

察

す

べ
き

で

あ

ろ

う

が

、

こ
れ

に

触

れ

な

か

っ

た

の

は

、

こ

の
地

域

に

お

け

る

炭

坑

経

営

に

関

す

る
資

料

が
、

麻

生

家

の

「
家

」

の
経
営

に
関
す
る
比
較
的
豊
官
田書

料
と
覆

な
轟

を
も

っ
て
お
り
、
こ
れ

ら

の
充

分

な

検

討
を

ま

っ
べ

き

だ

と

考

え

た

か

ら

で

あ

る
。

ω

各
鉱
業
家
を
そ
の

「
出
自
」
に
よ

っ
て
類
型
化
す
る
こ
と
自
体
が
、
ま
ず
検

討
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
土
着
の
鉱
業
家
に

つ
い
て
の
研
究

が
必
ず
し
も
充
分
で
な

い
現
状
で
は
、

一
つ
の
試
論
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
は

無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。

②

遠
藤
氏
は
麻
生
を
貝
島

・
蔵
内
ら

と
共
に

「明
治
初
年
以
来
炭
坑
労
働
者
と

し
て
鶴
蠣

一
本
腕

一
本
を
資
本
と
し

て
小
炭
坑
を
自
ら
開
盤
し
、
炭
価

の
騰
貴

需
要
の
激
増
等
に
恵
ま
れ

つ
つ
、
次
第
に
巨
大
資
本
を
蓄
積
し
て
行
き
、
以
て

近
代
的
採
炭
経
営
者
に
進
ん
だ
人
々
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
蔵
内
次
郎
作
に
つ

い
て
も
、
そ
の
出
自
に

つ
い
て
み
る
限
り
で
は
庄
屋
の
家
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

隅
谷
氏
に
お
い
て
正
さ
れ
て
い
る
。

麟

す
く
な
く
と
も
明
治
十
六
年

の

『
鉱
山
借
区

一
覧
表

』
に
は
、
鞍
手
郡
四
郎

丸
村
八
上
下
外

一
字
に
お
け
る
二
〇
七
五
坪
の
借
区
人
と
し
て

古

野
惣

五
郎

の
名
が
み
え
る
。
ち
な
み
に
許
可
年

月
は
明
治
七
年
五
月
八
日
、
生
産
高
二
三

万

一
二
八
八
斤
と
な

っ
て
い
る
。

ゆ

遠
藤
氏
は
、
古
野
家
が
京
野
磧
盛
会
社
を
創
り

「
石
炭
鉱
業
を
試
む
る
に
至

っ
た
」

「直
接
的
事
情
と
し
て
」

の
諸
条
件
を
、
そ
の
豪
農
経
営
に
み
る
前
期

的
資
本

の
蓄
積
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
新
事
業
に
対
す
る
積
極
性

(先
進
性
)
、

さ
ら
に
旧
庄
屋
と
い
う
格
式
に
よ
る
資
金
募
集
の
便
利
さ
と
い
う
諸
点
に
求
め

て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
以
上

の
諸
点
に

つ
い
て
は
異
論
を
さ
し
は
さ
む
も

の

で
は
な
い
。

な

お

、

隅

谷
氏

の

い
う

「
村

の
庄

屋

・
里

正

の
出

身

で

あ

っ
て
、

そ

の
資

力

と

知

識

と

を
も

っ
て

炭

坑

経

営

に

の
り

だ

し

た
も

の
」

の
類

型

に

お

い

て
も

、

こ
れ

ら

の
鉱
業

家

を

仕

組

法

下

か

ら

の
関

連

を
も

っ
て
と

ら

え

る
視

点

は

な

い
。

⑤

な

お
、

こ

の
点

に

関

し

て

は

西

村

卓

氏

が

九
州

経

済

学

会

(
一
九

七

八

・

一

一

・
二

五

、

於

第

一
経

済

大

学

)

に

お

け

る
報

告

「
幕

末

・
明

治

初

年

に

お

け
る
麻
生
家
豪
農
経
営
の
分
析
ー

筑
豊
石
炭
鉱
業

の
農
村
的
背
景

ー

」
の

な
か
で
、
麻
生
家

の
諸
資
料

の
分
析
か
ら
、
e
麻
生
家
は
、
み
ず
か
ら
も
山
元
と

し
て
丁
場
を
経
営
す
る
分
家

の
太
次
郎
を
通
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
恒
常
的
貸

付
を
行
な
う
こ
と
に
よ

っ
て
多
く

の
焚
石
丁
場

へ
の
投
資
を
行
な

っ
て
い
た
と

い
う
重
層
的
な
関
係
を
指
摘
し
、
口
さ
ら
に
こ
の
焚
石
丁
場

へ
の
投
資

の
資
金
的

基
礎
が
麻
生
家
の
諸
経
営

(
高
利
貸
付
、
自
作
地
経
営
、
小
作
地
経
営
、
櫨
実

買
入
等
)
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
利
得
に
あ
り
、
θ
仕
組
法
下
に
お
け
る
村
方

の
焚

石
丁
場
経
営
が
、
親
方
百
姓
と
し
て
社
会
的
地
位
を
確
立
し
、
又
資
金
的

.
人

的
に
重
層
的
な
関
係
を
持
ち

つ
っ
発
展
し
て
き
た

「
豪
農
」
の
存
在
を
前
提
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
維
持
が
可
能
で
あ

っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
注
目
さ

れ
る
。

2

明
治
四
～
五
年
に
お
け
る
目
尾
村
焚
石
山
の
事
例

仕
組
法
解
体
直
後
か
ら
麻
生
家
は
多
く
の
炭
坑
に
関
係
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

事
実
多
く

の
資
料
に
よ

っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
姑
息
掘
の
域
を
出
る

も
の
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
他
と
の
共
同
で
採
掘

・
経
営
に
あ

た
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
明
治
初
頭
か
ら
十
年
代
に
か
け
て
の
麻
生
家
炭
坑
経
営

の
特
徴
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
幕
末
か
ら
す
で
に
有
力
な
山
元

で
あ

っ

た
太
次
郎
が
麻
生
家

の
分
家
で
あ

っ
た
如
く
、
明
治
初
頭
ま
で
麻
生
本
家
筋

の
者

が
山
元
に
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

明
治
六
年
に
お

い
て
山
元
と
し
て
名
が
み
え
る
の
は
、
表

1

.
皿
に

み
る
如

く
麻
生
関
係
で
は

一m一



表1明 治6年1月 ～8月 嘉麻郡各石炭坑売却石炭斤数

村 名 坑(字)名 山元
石炭売却
斤 数

勢 田

鯰田

立 岩

有 井

小 富 士

矢 峯

五畝谷現権堂

明神五畝谷

奥 谷

茶 屋 ケ 谷

堀 ノ ロ

泉 谷

中 谷

笠 松

大 ヘ ラ

大 谷

笠 松 谷

大 谷

向 鳥 羽

泉 ケ 谷

笠 松

高 瀬 小三郎

沢原 静右衛門

許 斐 平三郎

許 斐 六 平

田中 作右衛門

谷 松 次 郎

福 間 芳太郎

花 村 忠 平

花 村 嘉 平

熊 井 弥一郎

花 村 徳 七

花 村 勇次郎

鬼 丸 清四郎

花 村 良 吉

麻 生 太次郎

福 田 保 七

花 村 徳兵衛

花 村 忠 平

22,900

1,308.040

648,850

1,286,460

1,112,120

2・299・180{

1,188.5501
}

1,139,480

183,850

1,086,510

69,400

1,497,400

32,200

521,400

602・8401

207,080

707,7101

445,200

村 名

有 井

有 安

下三緒

〃

上三緒

〃

鴨 生

坑(字)名

網 分

佐 与

口 春

漆 生

山 野

下山田

才 田

西 郷

1

浦 田

山 の 神

岡 ノ 浦

権 現 谷

水 打 谷

城 ケ 尾

貴 舟 浦

飛 川

観 音 谷

山 伏 ケ谷

中 屋

白 門

巡 ノ 浦

中 山 奥

中 山 前

巡 之 浦

吉 堤

西 ノ 郷

山 元
石炭売却
斤 数

浜 鉄 麿

福 田 保 七

鬼 丸 清四郎

井 手 重太郎

〃

白 神 弥三郎

〃

山 本 丈 吉

福 田 保 七

原 弥 助

梅野 文右衛門

井 手 重太郎

佐 野 新 助

岡 本 清五郎

松 岡 十 五

松 本 勝三郎

大 山 兵四郎

今 福 二 一

1

162,700

745,950

77,750

479,020

519,700

43,500

321,900

30.300

483,840

75,700

54,500

111,600

215,980

298,980

5,000

35,000

10,000

26,180

備考 「癸酉一月オ八月迄石炭売却分斤数賦金書上帳」(麻 生家文書)よ り作成

表 π 明治6年1月 ～8月 穂波郡各石炭坑売却石炭斤数

村 名 坑(字)名 山 元

f南 尾

元 吉

馬 数

内 住

相 田

伊 勢 谷

石堀センジ桜廻り

古 野

松 木 ノ 元

彦兵 衛 谷

サ コ ノ 谷

比 ケ 浦

赤 松 谷

天 竺 谷

寺 浦

乙 ケ 谷

i

山 口 角 平

吉 村 静 太

永 芳 作 七

畠 中 新次郎

福 間 伊 惣

麻 生 末 吉

林 田 直 七

肘 井 利 市

栗 崎 与三郎

篠 崎 貞 蔵

売却石炭
斤 数

村 名

1,070,000

500,000

100,000

400,000

205,900

187,800

372,000

392,300

100,000

2,202,050

忠 隈

〃

幸 袋

〃

庄 司

川 津

片 島

横 田

〃

伊岐須

潤 野

中

坑(字)名 山 元 売却石炭
斤 数

平 恒

豆 田

目 尾 [
1
山 ノ 谷

1!赤 地 坂

畠 間 小四郎

(山元名ヲチ)

福間 和右衛門

山 本 正 義

1
406,600

40,000

46,000

36,000

山 王 谷

宮 坂

杉 谷

〃

辰 巳 ケ 浦

杉 谷

宮 ノ 首

長 浦

堤 下

池 ノ 谷

野 入

真 谷

〃

明 見

l

l

t
1
1

花 村 勇次郎

山 本 文 吉

伊 藤 半 七

篠 崎 貞 蔵

浦 上 湊

浅 野 久 次

林田 伝右衛門

〃

花 村 勇次郎

山 本 文 吉

熊 谷 又 助

伊 藤 伴 七

福間 和右衛門

福 間 伊 惣

367,000

502,000

60,200

159,000

836.150

235,800

60,000

120,000

820,000

742,300

1、180,130

26,500

1。024,590

578,550

備考 「癸酉一月オ八月迄石炭売却分斤数区別月割書上合冊」(麻 生家文書)よ り作成
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太
次
郎
と
末
吉

(太
吉
の
弟
)
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
借
区
人
が
確

定
し
て
い
く
明
治
七
年
以
降
、
当
初
麻
生
家
関
係

の
借
区
が
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
理
解
で
き
る
。
以
後
徐
々
に
麻
生
家

の
借
区
は
増
加
し
て
い
く
が

(表
W

参
照
)
明
治
十
年
代
末
迄
に
は
す
で
に
か
な
り

の
坑
区
を
集
積
す
る
に
至
る
麻
生

家
の
炭
坑
経
営

が
、多
く
の
場
合

他
と
の
共
同
経
営
で
あ

っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
麻
生
本
家
が
直
接
的
に
焚
石
丁
場

の
経
営
に
の
り
だ
し
た
の
は
、

明
治
四
年
に
鶴
次
郎

(後
の
太
吉
)
を
目
尾
村

の
山
元
と
し
た
の
が
噛
矢
で
あ

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
の
焚
石
丁
場

へ
の
進
出
は

「
村
救
」
を
意
図
し

た
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
年
相
田
村

で
は
弟

の
末
吉
も
山
元
に

な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
恐
ら
く
は
同
様
の
意
図
を
も

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、

資
料
が
な
く
判
然
と
し
な
い
。

焚
石
仕
組

の
目
的
に
貧
民
救
済
が
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
最
近
松
下
志

朗
氏
は
政
策
史
的
視
点

で
あ
る
と
断
り
な
が
ら
も

「
む
し
ろ
焚
石

・
石
炭
旅
売
仕

表 Ⅲ 嘉麻穂波両郡焚石丁場合計

1～8月 石炭売却斤数計

内 粉 石

大 塊

丁 場 数

1丁 場 平均 売 却 斤 数

第七大区
(穂波郡)

12,783,940

12,738,300

45.640

28

456,569

第八大区
(嘉麻郡)

18,049,720

17,237,960

811,760

36

501,381

両区(郡)計

30,833,660

29,976,260

857,400

64

481,776

備考:前 掲2資 料 によ る。

表Ⅳ 麻生家関係借区状況

暗
槍①
ノ＼

明
治
七
年

②

明
治
十
六
年

③

・借区人(山 元)所 在 村名 、 字名

麻 生 太次郎 立岩村 大 谷

麻 生 末 吉 相田村サコノ谷

麻生太(多)次郎

〃

麻 生 末 吉

〃

麻 生 惣兵衛

下三緒村石切谷

立岩村 大 谷

忠隈村 山王谷

有井村 下笠松

有井村 泉ケ谷

麻 生 太 吉

〃

〃

〃

麻 生 多次郎
端

〃

〃

麻 生 惣兵衛

宗兵衛

麻 生 徳兵衛

麻生 清右衛門

有井村

立岩村

綱分村

忠隈村

立岩村

下笠村

横尻山

榜示浦

山王谷

大 谷

〃 亀 山

下三緒村石切谷

有井村 泉ケ谷

山野村半田ケ坂

立岩村 山内山

〃 山 内

3,000坪

1,040坪

1,000坪

2,037坪

2,951坪

2,130坪

280坪

600坪

1.000坪

1,040坪

200坪

3,000坪

2,951坪

1,500坪

600坪

450坪

許 可7.4.22

910.19

14.3.25

7.4.15

7.4.22

910.

7.5.8

7.4.22

8.11.19

910.19

910.19

①:表1お よ び"の 資料 によ る。

②:『 石 炭 借区間坑 免許 券 証御 渡 人別 渡 帳 』(麻生 家 文書)に よ る。

③=明 治16年12月31日 調 「鉱 山 借区 一覧 表 』によ る。
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組

の
意
義
は
、
当
初
か
ら
伺
書
等
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
貧
民
救
済

(そ
れ

は
村
救
銭
の
み
な
ら
ず
、
採
堀
に
従
事
し
て
賃
銭
を
得
る
こ
と
自
体
迄
も
含
め
る
)

に
あ
り
、
本
曝

営
の
維
持
乃
至
再
建
を
目
ざ
す
封
建
政
策

の

一
環
と
し
て
の

も
の
で
あ

っ
た
」

と
し
て
貧
民
救
済

の
側
面
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば

一
層
仕
組
法
下
で
の
焚
石
丁
場
経
営

と
村
方
役
人
と
の
関
係
は
密
接
な
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
焚
石
丁
場
に
関
す
る
多
く

の

「
願
書
」

に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

麻
生
家
は
文
政
年
間
に
嘉
麻
郡
立
岩

村
の
庄
屋
と
な
り
、
近
隣
の
村
々
の
庄
屋

役
を
も
勤
め
て
い
た
。
麻
生
賀
郎
は
明
治
二
年
に
立
岩
触
の
触
口
と
な
り
、
翌
三

(2
)

年
に
は
飯
塚
村

へ
入
役
し
、
飯
塚
触

三
十
三
力
村
を
触
下
に
お
い
た
。
目
尾
村
も

こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

明
治
二
年
を
頂
点
と
す
る
大
凶
作
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
時

の
目

尾
村

の
状
況
と
共
に
村

の
窮
乏
と
焚
石
採
掘
と
の
関
係
を
伝
え
て
い
る
の
が
次
に

掲
出
し
た
資
料
で
あ
る
。

(資
準

目
尾
村
籍

頭
乍
恐
御
蕾

上
ル
。
上
之
範

当
村
近
年
零
落
仕
居
申
候
処
、
去
丑
年
汐
ふ
け
御
田
地
分
年

≧
水
損
も
相
続
難

渋
仕
居
申
候
折
柄
、

一
昨
巳
年

一
統
之
異
作
別
テ
当
村

ハ
肝
要
之
時
口
御
田
地

之
分
穂
水
仕
、
現

二
御
免
返
上
御
願

申
上
度
程
之
振
合

二
御
座
候
得
共
、
御
趣

意
勘
弁
仕
無
拠
春
御
免
御
請
申
上
、
追

ミ
混
納
取
掛
見
候
処
、
百
性
之
見
込
ず

大
二
相
劣
リ
候
得
共
可
致
儀
も
無
御
座
、
然
ル
ニ
御
上
納
米
大
造
之
不
足

二
相

成
償
之
手
段
少
も
無
御
座

二
付
、
御
田
地
書
入
証
文
を
以
借
入
等
仕
、
免
ヤ
角

一
昨
冬
御
上
納
相
仕
舞
申
上
候
処
、
昨
年

ハ
】
統
之
豊
作
何
れ
之
村
も
近
年
異

作
之
末
村
借
財
有
之
分
払
済
、

」
統

大

二
相
祝
居
申
候
中

二
当
村

ハ
養
水
堤
掛

リ
之
村

二
御
座
候
処
、
堤
水
過
半
位

イ
之
溜

ニ
テ
七
月
初

メ
漆
養
水
切

二
相
成

数
拾
町
之
御
田
地
干
付
、
民
事
掛
御

役
所
え
も
御
届
申
上
候
、
村
方
手
ヲ
尽
シ

扱
水
等
昼
夜
掛
切
仕
せ
候
得
共
、
何
様
行
届
不
申
肝
要
之
時
ず
干
付
損
毛
仕
候
、

}
統
豊
作
之
年

二
実

二
残
念

二
奉
存
上
候
得
共

一
統
豊
作
と
申
触
口
中

二
当

一

村
御
歎
願
申
上
候
も
奉
恐
入
次
第
と
私
共
勘
弁
仕
、
村
方
申
合
混
納

二
取
掛
見

申
候
処
、
御
上
納
米
大
造
調
口
候
間
、
村
中
申
合
説
之
余
米
有
之
御
田
地
迄
不

残
書
入
仕
、
大
金
階
入
免
ヤ
角
御
上
納
相
仕
舞
申
候
、
前
件
奉
申
上
通
、

一
昨

巳
異
作

二
付
借
財
、
ヌ
篭
昨
年
干
損

二
付
借
入
相
重
、
何
れ
之
銀
主
を
も
不
沙

汰
勝

二
テ
借
入
等
之
融
通
も
留
り
、
必
度
.̀決
之
道
も
無
御
座
候
得
共
、
当
日
ハ

焚
石
賃
堀
等
稼
を
以
生
活
仕
居
申
候
得
共
、
当
年
之
借
財
返
済
之
手
段
等
無
御

座
候
、
此
儘
仕
置
候
得

ハ
、
書
入
致
置
候
御
田
地
等
も
不
残
銀
主
矛
被
引
揚
、

追

ζ
村
施

二
も
相
成
程
之
形
勢
御
座
候
間
、
村
中
申
合
改
正
相
立
、
田
地
為
請

返
と
奉
存
上
、
当
春
沙
山
ノ
谷

・
下
ノ
谷
と
申
所
両
ケ
所
先
年
取
残
焚
石
丁
場

仕
操
仕
セ
候
処
、
古
口
之
儀

二
テ
両
ケ
所
共
深
敷

二
相
成
、
漸
～
先
月
上
旬
両

所
共
仕
操
相
仕
舞
、
追
ー
堀
方
仕
セ
居
串
候
得
共
、
何
様
私
共
之
世
話

ニ
テ

ハ

堀
方
岡
出
シ
積
方
等
之
儀
行
届
不
申

二
付
、
是
迄
之
山
元
庄
蔵

・
万
吉

・
勢
六

え

一
切
請
持

セ
世
話
致
さ
せ
申
筈

二
御
座
候
、
勿
論
積
株
之
儀

ハ
右
三
人
之
積

株
ヲ
以
積
下
甲
上
候
条

今
程
恐
多
御
願

二
御
座
候
得
共
、
前

二
奉
申
上
候
通
、

階
財
道
付
之
た
め

二
堀
方
仕

セ
居
申
候
間
、
只
今
か
来

ル
亥
年
迄
五
ケ
年
之
間

堀
方
仕
候
分
御
益
銭
之
内

八
拾
文
御
救
渡
被
仰
付
被
為
下
候
儀

ハ
被
為
御
叶
間

敷
哉
、
乍
恐
御
願
申
上
候
、
左
候
得

ハ
御
蔭
を
以
数
町
書
入
田
地
追
～
請
返
し

村
柄
立
直
候
様
詑
度
私
共
初
百
性
中
改
正
相
立
可
申
候
、
尚
又
村
方
ぷ
堀
方
岡

出
等
出
情
仕
セ
可
申
上
候
条
、
何
卒
御
別
儀
之
御
慈
悲
被
為
加
願
之
通
何
分
共

宜
敷
御
聞
通
被
仰
付
被
為
下
度
偏

二
奉
願
上
候
、
以
上

明
治
四
年
末
五
月

目
尾
村
組
頭

山
本
徳
三
郎

同

高
野

勝
作

同

野
見
山
寿
三
郎

同
村
庄
屋

山
本

陽
平
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右

の
資
料
に
よ

っ
て
当
時

の
目
尾
村

の
窮
乏
し
た
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
村
柄
立
直
し

の
た
め
に

「
先
年
取
残
焚
石
丁
場
」

で
あ
る

「
山
ノ

谷

・
下
ノ
谷
」

の
ニ
カ
所
で
、
元
の
山
元
で
あ

っ
た
庄
蔵

・
万
吉

.
勢
六

の
三
人

に
再
び
山
元
と
し
て
焚
石
採
掘
に
あ
た
ら
せ
た
事
情
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
三
名
の
山
元
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
と
は
別
に
浅
野
又
右

衛
門
と
福
間
和
右
隆

の
両
名

高

村

の
山
元
で
あ

っ
た
・
恐
ら
く
は
先

の
三
名

に
代

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら

に
七
月
に
な
る
と
麻
生
太
吉

が
麻
生
藤
十

郎
と
共
に
こ
の
二
名
に
加
わ

っ
て
い
る
。
次
の
村
方
と
の
定
約
書

に
よ

っ
て
そ
れ

を

う

か

が

い
知

る

こ

と

が

で

き

る
。

(
資
料
2
)

約

定

書

之

事

一、
当
村
焚
石
上
中
下
共

二
左
之
村
益
定

ニ
テ
ロ
銀
被
御
申
合
御
掘
方
御
頼
申
候
、

右

二
付
御

田
畠
御
山
道
橋
其
外
破
損
い
た
し
候
テ
も
柳
相
談
筋
不
仕
候
、
勿

論
田
畠
御

山
古
野
山
何
方
え
口
御
打
被
成
掘
方

二
相
成
候
テ
も
相
障
不
申
候
、

併
シ
是
迄
主
有
ケ
所

ハ
指
除
ケ
可
申
候
、

一、
銀
預
弐
拾
四
文

右

ハ
村
益
御
通
帳
付
百
斤
分

一、
同

拾
文

右

ハ
御
田
畠
古
野

山
之
内
掘
方
分
請
持
主
被
相
従
分
御
通
帳
前

一、
同

五
文

右
同
断
之
内
舞
穿
出
来
候
分
仕
戻

シ
請
負
分

一、
春
田
壱
反
年
貢

八
俵
宛

一、
春
田
壱
反
年
貢

四
俵
宛

一、
畠
作
壱
反
年
貢

四
俵
宛

一、
春
畠
壱
反
年
貢

三
俵
宛

〆

一、
此
節
掘
方
二
テ
田
畠
損
シ
候
分

ハ
一
連

ハ
元
之
作

二
相
成
候
様
仕
戻
シ
可
被

成
候

一、
是
迄
又
右
衛
門
和
右
衛
門
掘
方
致
来
候
分

ハ
是
迄
之
村
益

ニ
テ
掘
方
致
さ
せ

可
申
候
、

一、
掘
方
中
ず
掘
仕
舞
三
拾
日
之
間

二
舞
穿
仕
戻
夫

ハ
村
中
半
分
山
元
中
半
分

ニ

テ
致
候
事

右
之
通

二
テ
当
村
焚
石
掘
方
相
頼
候

二
付
御
勝
手

二
御
掘
方
可
被
成
候
、
依

テ
為
後
年
約
定
書
如
件

明
次
四
歳
未
七
月

麻
生

太
吉

殿

同

藤
十
郎

殿

浅
野
又
右
衛
門

殿

福
間
和
右
衛
門

殿

目
尾
村

百
姓
中

一

同
村

組
頭
取
中

同
村

組
頭
中

一

同
村
庄
屋山

本
陽
平

麻
生
藤
十
郎
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
麻
生
太
吉
は
こ
の

年
十
四
才

で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
名
目
だ
け
の
山
元
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

実
際

の
運
営
は
他

の
三
人
と
実
質
的
な
山
元
で
あ
る
父
賀
郎
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た

雛
繍
駿

鋸

鹸
継
繍
謀
結
朝雛
藩
彫鉾

麓

焚
石
会
所
に
宛
て
た
次
の
よ
う
な
書
簡
の
控
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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(資
料
3
)

一
筆
申
上
候
、
然
ハ
目
尾
焚
石
凡
五
百
五
拾
万
斤
只
今
堀
方
仕
居
申
候
、
頃
日
ハ

一
日
二
拾

七
八
万
斤
堀
方
仕
候

二
付

、
年
内

ニ
ハ
七
百
万
斤
余

二
相
成
候
間
右

二
付
仕
入
差
付
候

二
付
、
兼
テ
御
聞
済
被
仰
付
置
御
前
借
之
内
、
正
千
両
辻
御

貸
渡
奉
願
候
、
御
見
分
被
仰
付
儀

二
候
ハ
～
乍
恐
早
速
御
出
浮
奉
願
候
、
見
ケ

〆
役
有
松
伴
六
か
も
別
紙
差
出
申
候
条
、
宜
御
聞
通
被
仰
付
御
貸
渡
可
被
為
下

候
、
以
上

飯
塚
村
大
庄
屋

十
二
月
十
八
日

麻
生
賀
郎

芦
屋

焚
石
御
会
所

以
上

の
資

料

か

ら

、

村

方

役

人

と

し

て

の
麻

生

賀
郎

が

目

尾

の
焚

石

山

経

営

と

深

い

か

か

わ
り

を

も

っ
た

も

の
で

あ

っ
た

こ

と
が

理
解

で
き

よ

う

。

次

に
掲

出

し

た

の
は

、

目

尾

の
焚
石
山

で

の
経

営

の
あ

り

さ

ま

を

う

か

が

い
知

で

あ

る

。

「
積

り

書

」

る

こ

と

が

で

き

る
唯

一
の

(
資

料

4

)

未

七
月

十

九

日

詮

十

一
月

十

四

日
迄

一
、
日

役

六
千

九

百

人

代
銭
壱
万
七
千
弐
脂
壽

文

壱
人

二
付
弐
貫
五
文

石
炭
四
百
万
斤

但
壱
万
斤

二
付

目
尾
村靏
次
郎

四
拾
三
貫
百
廿
五
文

仕
操
賃

日
役
銭

同
甘
八
貫
文

掘
子
賃
銭

日
役
弐
千
七
百
四
十
四
人

弐
貫
五
文
宛

百

四
十
九
人

十

一
月

十

四

日
溢

申

正

月

十

一
日

迄

同
十
七
貫
百
五
十
文

同
四
貫
五
百
文

同
壱
貫
弐
百
文

同
壱
貫
六
百
文

同
三
貫
八
百
文

同
弐
貫
文

同
弐
貫
文

水
銭

地
床
代

村
備

山
棟
梁

岡
出
し

山
川
か
ん
ば

積
方
岡
入

〆
百
三
貫
三
百
七
十
五
文

内

銭
七
百
七
十
文

壱
万
斤

代
七
十
七
貫
文

〆
廿
六
貫

三
百
七
十
五
文

不
足

こ

の
資

料

に

よ

れ

ば

、

明

治

四
年

七

月

十

九

日

か

ら
開

坑

に
着

手

し

、

十

一
月

十
四

日

か

ら

翌

年

の

一
月

十

一
日

ま

で
に

四

百

万
斤

の
採

掘

を

行

う

こ

と

に

な

っ

て
転
犯

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は

一
万
斤
当
り

の
士冗
価
が
七
十
七
貫
文

で
あ
る

の
に
対
し
、
そ
の
経
費
が
百
三
貫
三
百
七
十
五
文
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち

一
万
斤
に

つ
き
二
十
六
貫
余
の
赤
字
が
見
積
ら
れ
て
い
る
の
で

一拠一



あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
見
積
り
で
あ
り
、
あ
る
い
は
会
所
か
ら
の
前
借
に
対
す
る
配

慮
も
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
赤
字
が
予
想
さ
れ
る
焚
石
丁
場
の
経
営
に
、
あ

え
て
の
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
時
を
同
じ
く
し
て

十
二
才
の
末
吉
を
相
田
村
の
山
元
と
し

て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
村

役
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
必
然
的
に
か
か
わ
り
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
み

な
ら
ず
村
々
の
窮
状
を
救
お
う
と
す
る
親
方
百
姓
と
し
て
の
性
格
を
も
も

っ
た
も

の
と
し
て
、
麻
生
家
と
焚
石
丁
場
と

の
関
係

の
そ

の

一
つ
の
形
態
を
と
ら
え
得
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①

松
下
志
朗

「
福
岡
藩
の
焚
石

・
石
炭
旅
売
仕
組
に

つ
い
て
」

(
『
近
代
経
済

の
歴
史
的
基
盤

』
宮
本
又
次
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
所
収
)

吻

秀
村
選
三

「
麻
生
家
の
古
文
書
」

(
『
麻
生
百
年
史

』
所
収
)
参
照
。

③

麻
生
家
文
書

(未
整
理
)
。

㈲

福
間
和
右
衛
門
は
明
治
六
年

「
・
二
月
の
時
点
ま
で
目
尾
村
山
ノ
谷
で
採
掘

し
て
い
る

(表
盈
参
照
)
。

⑤

麻
生
家
文
書
、
各
坑
A
-

1
。

⑧

同
、
大
ー

20
。

⑦

同
、
明
A
l
如
ー

1
。

1

⑧

実
際
に
は
資
料
3
の
麻
生
賀
郎

の
書

簡
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
積
り
書

の
十

一
月
十
四
日
か
ら

一
月
十

一
日
迄

の
四
百
万
斤
の
採
掘
予
定
に
対
し
、
十

二
月
中
に
す
で
に
七
百
万
斤
に
達
し
よ
う
と
い
う
状
況
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

3

穂
波
郡
南
尾
村
伊
勢
谷
坑

へ
の
経
営
参
加

の
事
例

麻
生
家
の
利
貸
経
営
は
、
資
料

の
制
約
か
ら
性
急
な
断
定
は
さ
し
ひ
か
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、

表
V
に
示
す
よ
う
に
、

そ
の
額
が
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に

お
い
て
急
激
な
伸
び
を
み
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
貸
付

の

対
象
の
中
に
は
焚
石
山
元
も
含
ま
れ
て

い
る
。
麻
生
家
の
大
福
帳
に
も

山
元
、
あ

表V幕 末～明治初期の麻生家の利貸経営の一端

明 治3

(1870)

明 治2

(1869)

明治元

(1868)

慶 応3

(1867)

元 治元

(1864)

文 久3

(1863)

文 久2

(1862)

万延 元

(1860)

安 政6

(1859)

安 政3

(1856)

5,050

4060

311

8146

2578

5450

1875

415381

4800

2282

219

2679

507

96

4260

326

82

3256

141

91

1835

248

127

1370

120

110

貫文
621

両

俵
287

銭 高

正金高

米 高

貸

付

① 各年の 「大福万覚帳」よ り摘出、万延元年、元治元年、明治元年はそれぞれ安政7年 、文久4年

慶応4年 の 「大福万覚帳」の数値。

12)一 は資料に記載なきもの。

る
い
は
そ
れ
と
思
わ
れ

る
も
の

へ
の
貸
付
が
見
ら
れ
る
。
明
治

以
降
の
麻
生
家

の
炭
坑
経
営
進

出

の

一
形
態
と
し

て
、
こ
の
利

貸
経
営
を
契
機
と
し
た
炭
坑
経

営

へ
の
進
出
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
明
治
五
年
穂
波
郡
南

尾
村
山
口
家
の
伊
勢
谷
坑
の
経

営
に
加
わ

っ
た
の
が
そ
の
例
で

あ
る
。

山
口
家
は
穂
波
郡
南
尾
村
居

庄

の
庄
屋
で
あ
り
、
伊
勢
谷
の

山
元
で
あ

っ
た
。
麻
生
家
文
書

に
あ
る
明
治
七
年

の
『
石
炭
借

区
開
坑
免
許
券
証
御
渡
分
人
別

織

』
に
よ
れ
ば
・

乙
第
百
二
十
四
号

穂
波
郡
南
尾
村
字
伊
勢
谷

石
炭
場

二
千
坪

同
村

農

山
口
角
平

と
な

っ
て
い
る
。

二
千
坪
と
い
う
広
さ
は
、
当

時

の
嘉
麻

・
穂
波
両
郡
の
借
区

坪
数
が
ほ
と
ん
ど
千
五
百
坪
以

一塒一



下
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
決
し
て
狭

隆
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
明
治
七
年

の
『
癸
酉

百

式

月
迄
石
炭
売
却
分
斤
数
賦
金
書
上
帳
彪

』
に
よ
れ
ば
・
明
治
六

年

の

一
月
か
ら
八
月
ま
で

の
穂
波
郡
内
各
坑
の
石
炭
売
却
高
を
み
る
こ
と
が
で
き

る

(
前
掲
表

1

)
。

こ
の
八
カ
月
間

の
第
七
大
区

(穂
波
郡
)
内
各
坑
の
石
炭

売
却
高
合
計
は

一
二
七
八
万
三
九
四
〇
斤

で
あ
り
、
記
載
さ
れ
て
い
る
二
十
八
坑

の
平
均
は
四
十
六
万
斤
弱
で
あ

っ
た
。

表

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
伊
勢
谷

坑
は
売
却
高
で
み
る
限
り
、
郡
内
第

二
位

の
規
模
を
誇

っ
て
い
た
。
参
考
ま
で
に

同
資
料
か
ら
伊
勢
谷
坑

の
月
別
売
却
高
を
掲
出
し
た

(表
Ⅵ
)
。

次
に
掲
出
し
た
資
料
に
よ

っ
て
麻
生
家

の
山
口
家
へ
の
貸
付

の
例
を
み
る
こ
と

に
す
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
あ
げ
た
資
料

の
ほ
か
に
も

山
口
家
に
対
す
る
貸
付
が

行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。

慶
応
二
年

の
借
用
証
娘
)で
は
正
金
十
五
票

山
。
家
の
田
畑

を
引
当

と
し

て

貸
付
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時

の
山
口
家

の
借
入
れ
が
焚
石
丁
場
に
関
係
し
た
も
の

で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
こ
の
点
は
当
面
の
問
題
と
は
な
ら

な
い
。
貸
借
関
係

の
存
在
を
確
認
し
て
お
け
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
四
年
の

「
預
り
霧

出
も
そ
の
点
で
は
同
様
で
あ
る
・

表 Ⅵ 明治6年1月 ～8月

伊勢谷炭坑の石炭売

却高

石炭売却高

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

合 計

(資
料
5
)

借
用
仕
証
文
之
事

一
正
金
拾
五
両
ハ

但
シ
利
方
壱
割
半

〆右
之
金
子
髄

二
借
用
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然

ル
上

ハ
返
済
之
儀

ハ
来
ル
十

一
月
限
リ
元
利
無
滞
返
納
可
仕
候
、
万

一
返
済
不
堵
之
節

ハ
私
抱
分
上
口
上
田

壱
反
御
年
貢
米
諸
上
納

一
切
諸
掛
リ
共
四
俵
現
畝
弐
反
秋
付
米
八
俵
四
俵
余
米

引
当

二
仕
置
候
間
期
日
延
引
仕
候
節

ハ
右
田
地
御
勝
手

二
御
引
上
可
被
可
成
候
、

為
無
間
違
村
役
加
判
申
請
口
置
候
、
為
後
日
傍
テ
証
文
如
件

慶
応

二
年
丑
正
月

麻
生
太
右
衛
門
殿

南
尾
村
借
主角

蔵

同

村

角

七

(資
料

6
)

預

リ

手

形

一
銀
預

五
貫
目

ハ

但

シ
利
方

(空
白
)

〆
右
之
通
髄

二
借
用
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
来
ル
五
月
限
リ
元
利
共

二
此
手
形

引
替
可
申
候
、
働
テ

一
札
如
件

明
治
四
年
未
十

二
月

大
庄
屋

麻

生

賀

郎

殿

南
尾
村
庄
屋

山
口
角
蔵

一鵬「



(6
)

次
の
明
治
五
年
の
借

用
証
文
は
、
こ
の
時
の
山
口
家
の
借
入
れ
が
焚
石
丁
場
に

開
係
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
。
山
口
角
蔵
は
麻
生
賀
郎
か
ら
二

ヵ
月
に
わ

た
り
銀
預
十
五
貫
目
宛
の
借
入
を
し
、
そ
の
返
済
は
焚
石
会
所
か
ら
の

石
代
金
を
も

っ
て
あ
て
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
二
回
に
分
け
た
借
入
れ
は
丁
場

の
運
転
資
金
の
性
格
を
も

っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で

山
元
が
焚
石
会
所
か
ら
前
借
す
る
場
合
、
山
元
は
会
所
に
対
し
手
形
を
差
入
れ
て

借
入
れ
、
そ
の
返
済
は
若
松
あ
る
い
は
芦
屋
で
の
焚
石
売
却
代
金
か
ら
こ
れ
を
元

利
共
に
差
引
く
こ
と
に
よ

っ
て
行
な
わ

れ
た
。
こ
の
資
料

7
に
み
る
山
口
家

の
麻

生
家
か
ら
の
借
入
れ
は
、
焚
石
会
所
か
ら

の
前
借

ーー
山
元

御
救
と
は
明
ら
か
に
別

途
の
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
い
う

「
焚
石
通
帳
」
と
は
、
会
所
か
ら

山
元
に
宛
て
ら
れ
る

「
焚
石
代
銭
間
通
」

の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
を
麻
生
賀

郎
に
預
け
て
、
会
所
か
ら
の
代
金
受
取

を
委
ね
、
そ
こ
か
ら
麻
生
家

へ
の
返
済
分

を
差
引
く
の
で
あ
る
。

(資
料

7
)

借
用
仕
証
文
之
事

一
銀
預
三
拾
貫
目

但
利
方

月
弐
歩
也

内
拾
五
貫
目

二
月
借
用

拾
五
貫
目

三
月

〆右
之
通
燧

二
借
用
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然
ル
上
ハ
返
済
之
儀
ハ
焚
石
通
帳
壱

冊
御
願
申
上
置
候
二
付
右
石
代
イ
達

～
御
請
取
可
被
下
候
、
尤
六
月
限
リ
惣

算
用
立
合
セ
万

一
不
足
仕
候
節

ハ
私
所
持
之
田
畠
家
財
共
御
勝
手

二
御
引
上

可
被
成
候
、
其
節
決
テ
異
口
申
儀
無
御
座
候
、
為
後
日
傍
テ
借
用
証
文
如
件

南
尾
村

明
治
五
彰

詔
百

山
口
角
蔵

麻

生

賀

郎

殿

明
治
五
年

七
月
に
な
る
と
山
口
角
蔵
は
麻
生
太
吉
と
共
同
経
営
と

い
え
る
約
定

を
結
ん
で
い
る
。
麻
生
太
吉
は
こ
の
年
元
服
し
、
父
賀
郎
か
ら
家
督
を
継

い
で
い

た
。

(資
料
8
)

約
定
書
物
之
乳

7
)

一
当
村
四
反
田
石
筋
丈
ケ
堀
方
之
儀

ハ
有
限
リ
催
合

二
堀
方
可
仕
侯
事

一
金
子
入
切
借
用
仕
候
分

ハ
利
方
月
弐
歩

ニ
テ
算
用
之
事

一
利
徳
弄
損
失
共

一二

切
弐

ッ
割
之
事

〆

右
之
通
約
定
申
上
候
処
相
違
無
御
座
候

、
以
上

明
治
五
年
申
七
月

麻

生

太

吉

殿

南
尾
村

山
口

角
蔵

損
益
を
二
分
し
た
こ
と
で
、
単
な
る
利
貸
関
係
で
は
な
く
さ
ら
に
進
ん
で
共
同

の
経
営
者
と
し
て
麻
生
太
吉
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
後

の
経
営

の
実
体
に

つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
焚
石
丁
場
の
直
接

の
管
理
経
営
は
従
来

通
り
山
口
家
が
行
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
麻
生
家
は
専
ら
資
金
の
供
給
を
行

へ9
)

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
書
簡

(年
不

詳
、
明
治
六
年
か
)
に
も

こ
の
点

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

(資

料

9

)

一脚一



:
・:
・
(
略
)
然

ハ
追
々
舟
積
仕
筈

二
候

へ
共
、
岡
入
銭
其
外
少
々
無
拠
入
用

御
座
候

二
付
、
金
札
七
両
丈
ケ
御
貸
渡
可
被
遣
候
、
右
毎
事
御
相
談
申
上
ル
筈

二
候
得
共
、
頃
日
ハ
何
様
足
抜
出
来

不
申

二
付
、
書
中
ヲ
以
御
相
談
申
上
候
条

宣
御
聞
取
可
被
下
候
、
尤
通
帳

ハ
指
出
不
申

二
付
、
此
者
え
御
貸
渡
可
被
下
奉

願
候
也

六
月
十
三
日

麻

生

太

吉

様

山
口
角
蔵

こ
の
よ
う
に
山
口
家
は
麻
生
家
と
の
共
同
経
営
に
よ

っ
て
、
資
金
の
調
達
に
便

を
得

た
。
し
か
し
山
口
家
に
と

っ
て
確
か
に
資
金

の
調
達
が
容
易
に
は
な

っ
た
が

そ

の
実
体
は

「
約
定
書
物
之
事
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
麻
生
家
の

「
利
貸
し
」

で

あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。
明
治

八
年
に
は
山
口
家
は
麻
生
家
か
ら
二
十
円

階
入
れ
る
引
当
と
し
て
階
区
券
を
差
入
れ
る
に
至

っ
た
。

(
資

料

10
)

引
当
ヲ
以
借
用
証
文
途

一
金
弐
拾
円
也

但
利
方
月
弐
分
宛

右
金
伊
勢
谷
石
炭
丁
場
仕
操
金

二
借
用
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
、
然
ル
上

ハ

当
亥
三
月
限
元
利

一
同
相
払
可
申

候
、
万

一
延
引
之
節

ハ
伊
勢
谷
丁
場
引
上

ケ
抗
法
之
通
ヲ
以
御
勝
手

二
御
堀
方
可
被
成
候
、
為
其
御
免
許
証
券
差
入
置

候
、
為
後
日
印
紙
貼
用
仕
置
候
、
傍
テ
借
用
証
書
如
件

明
治
八
年

二
月
二
日

麻

生

末

吉

殿

南
尾
村
階
区
主

山
口

角
平

受
人
忠
隈
村浅

田
新
右
衛
門

(10
)

花

村

徳

七

殿

こ

の
資

料

に

み

る

よ

う

に

「
御

免

許

証

券

差

入

」

が

な

さ

れ

た
が

、

こ

の

こ
と

は
伊
勢
谷
坑
が
麻
生
家
の
手
に
渡
る
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際

に
は
こ
の
時
伊
勢
谷
坑
は
山
口
家

の
手
を
離
れ
な
か

っ
た
が
"

こ
れ
ま
で
掲
出
し

た

一
連

の
資
料
に
よ

っ
て
、
麻
生
家
が
山
口
家
に
対
し
、
当
初

の
利
貸
経
営
の
中

で
の
銀
主
と
し
て
の
立
場
か
ら
共
同
経
営
者
と
し
て
の
立
場
に
な
り
、
さ
ら
に
は

借
区
そ
の
も

の
を
入
手
し
得
る
可
能
性
を
も

つ
ま
で
に
至

っ
た
過
程
を
み
た
。
こ

の
事
例

に
よ

っ
て
、

一
応
次

の
よ
う
な
諸
点
を
指
摘
し
得
る
。

O
麻
生
家
は
利
貸
経
営

の
中
で
、
他

の
保
有
す
る
炭
坑
へ
経
営
参
加
す
る
契
機

を
得
た
。
O
そ
れ
は
、
藩
営
焚
石
仕
組

の
下

で
は
焚
石
会
所
か
ら

の
山
元
の
階
入

れ
を
補
完
し
、
ま
た
仕
組
法
解
体
後
に
お
い
て
は
会
所
か
ら

の
儲
入
れ
に
代
る
も

の
と
し
て
、
前
期
的
資
本
が
機
能
し
た
こ
と
に
よ
る
。
θ
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し

て
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て

(
仕
組
法
解
体
前
後
)
、
山
口
家
の
例
に
み

る
よ
う
に
庄
屋
格
の
者

の
経
営
に
か
か
る
炭
坑
で
あ
っ
て
も
、
殊
に
資
金
面

で
は

困
窮
し
て
い
た
も

の
が
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
は
、
当
時

の
炭
坑
経
営

の
中
心
的
役
割
を
担

っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
庄
屋

・
大
庄
屋
層

の
中
に
あ

っ
て
も
、
よ
り
富
裕
な
層
が
そ
の
前
期
的

資
本
に
よ
っ
て
多
く
の
炭
坑

の
経
営
に
進
出
し
、
坑
区
を
集
中
し
得
た
可
能
性
を
示

し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
か
か
る
階
層
に
あ
る
麻
生
家
に
つ
い
て

は
、
本
稿

の
事
例
に
よ

っ
て
炭
坑
経
営

へ
か
か
わ

っ
て
い
く
形
態
の

一
つ
と
し
て
、

利
貸
経
営
を
契
機
と
す
る
も

の
が
あ

っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

①

た
と
え
ば
、
安
政

七
年
申

八
月

に
は

「
石

山
茂

吉
」
に
対

し

「
冥
加
金

取
替
」

と
し

て

「
銭

三
〆
四
百

文
」

を
貸
付

け
て

い
る

の
が

み
え
る
。

ま

た
文
久

三
年

冬

に
は

「
石

山
弥
助
」

に
対

し

「
札
四

〆
四
百

三
十
八
文
」

の
貸

付
が
み

え
る
。

鋤

麻
生
家

文
書
、
庄
屋

B
-

17
、

な
お

こ
の
資
料

は
、
拙
稿

「
麻
生

家
文

書
資

料
紹
介

(
且
)
」

(
『
エ
ネ

ル
ギ

ー
史

研
究

ノ
ー

ト

』
第

六
号

所
収
)

で
紹

介

一伽「



し
て
い
る
。

愉

麻
生
家
文
書
、
庄
屋

B
-

29
。

㈲

同
、
各
坑

A
-

2
-

1
。

⑤

同
、

各
坑

A
!

2
-

2
。

⑨

同
、

各
坑

A
-

2
1

3

。

ω

同
、

各
坑
A
-

2
-

5

。

囲

同
、

庄
屋

B
-

89
1

10
。

働

同

各

坑
A
-

2
1

4

。

㈲

花
村
徳

七
は
麻
生
家

と
同
じ
く
立
岩
村

に
居
住

し

て
い
た
。
『
明
治
五
年
壬
申

十

[
月
、
地
券
御
願
書

』

(
麻
生
家
文
書
)

に
よ

れ
ば
、
嘉
麻
郡

立
岩

村
組
頭

と
な

っ
て

い
る
。
後

の
麻
生
家

の
各
炭
坑

に
も
関

係
し

た
人
物

で
あ
る
。

ま
た

麻
生
末
吉

は
前
述

の
如
く
太
吉

の
弟

で
あ
る
。
こ

の
借

用
証
文

の
宛
名
が

こ
の

両
名
に
な

っ
て

い
る
が
、
実
体
と
し

て
は
麻
生

太
吉

に
宛

て
た
も

の
と
み

て
よ

い
。

山
口
角

平
が
麻
生
太
吉

に
宛

て
た
十
月

二
十
五
日
付
書
簡

に
は

「
・:
・
曽

テ
御
願
申

上
置
候
伊
勢
谷
石
炭
借
区
券
、
今
般

御
改

正

二
相
成

候
趣

ニ
テ
、

郡

役
所
ず
御
達

二
相
成
候
条
、

一
先
御
却

下
被
下
度

:

:
:
」

と
あ

る
。

⑳

明
治
十
六
年
な
ら
び

に
十
九
年

の

『
鉱

区
借
区

一
覧
表

』
に
は

い
ず
れ
も
借

区
人
は

山
口
角
平

(角

蔵

の
子

)
と
な

っ
て

い
る
。
な

お
伊
勢

谷
坑

に
お
け

る

山
口
家
と
麻
生
家

の
関
係

は
、

い
つ
ま
で
続

い
た
か
明
ら
か

で
は
な

い
。
し

か

し
他

の
資
料
に
も
見

う
け
ら

れ
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
れ
ほ

ど
長

期

に
わ

た

っ

た
も

の
で
は
な

い
よ
う

で
あ
る
。

い
事
例
と
は
い
い
が
た
い
が
、
こ
こ
で
は
他
が
採
掘
経
営
す
る
丁
場
に
参
加
し
て

い
っ
た
姿
を
と
お
し
て
こ
の
時
期
に
お
け
る
麻
生
家

の
炭
坑
経
営
と
の
か
か
わ
り

の

一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
村
役
人
と
し
て
当
然
村
方
の
焚
石
丁

場
経
営
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
だ
け
で
な
く
、
村
柄

の
維
持

の
た
め
に

自
ら
経
営
に
の
り
出
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
性
格
を
含
み
な
が
ら
自
ら

の
利
貸
経
営

の
中
に
他
の
焚
石
丁
場
経
営
を
包
摂
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
麻
生
家

の

「
豪
農
」
と
し
て
の
性
格
を
背
景

と
し
た
焚
石
丁
場
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し

得
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
麻
生
家
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
土

着
鉱
業
家

の
特
質
は
、
焚
石
仕
組
法
下
に
お
け
る
村
方
の
焚
石
丁
場
と
の
か
か
わ

り
を
無
視
す
る
こ
と

が
で
き
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
う
。
少
な
く
と
も
麻

生
家
に
限

っ
て
い
う
な
ら
ば
、
か
か
る
関
係

の
中
に
明
治
以
降
の
地
元
大
手
鉱
業

家
と
し
て
発
展
し
て
い
く
契
機
を
含
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

付
記

大
福
帳
類
の
検
索
に
お
い
て
西
村
卓
氏
の
協
力
を
得
、
ま
た
種
々
の

ご
教
示
を

い
た
だ

い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

一29一

4

む
す
び
に
か
え
て

以
上
焚
石
仕
組
の
解
体
前
後
に
お
け
る
麻
生
家
と
焚
石
丁
場
と
の
関
係
を
二
つ

の
例
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
丁
場
経
営
の
実
体
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
丁
場
は
明
治
期
以
降
の
麻
生
家

の

炭
坑
経
営
と
直
接

の
関
連
を
も

つ
も
の
で
は
な
い
。
そ

の
点
か
ら
は
必
ず
し
も
よ


