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明
治
期
筑
豊
に
お
け
る
土
着
石
炭
鉱
業
家
の
発
展
過
程

麻
生
忠
隈
炭
坑
の
分
析
を
中
心
と
し
て

今

野

孝

、

は

じ

め

に

目

次

、

は
じ
め
に

1

本
稿
の
課
題

2

麻
生
家
の
炭
鉱
経

営
と
忠
隈
炭
坑

5

撰
定
坑
区
制
と
麻
生
家
の
石
炭
鉱
業

二
、
麻
生
忠
隈
炭
坑
の
成
立
と
展
開

鉱
区
の
拡
大
と
鉱
業
人
の
変
遷

2。

経
営
の
変
遷

初
期
の
忠
隈
炭
坑

明
治
十
六
年
に
お
け
る
村
方
定
約

明
治
十
八
年
に
お
け
る
村
方
と

の
定
約
と
そ
の
後
の
麻
生
家

の
対
応

芳
野
権
四
郎
の
忠
隈
炭
坑
経
営

と
麻
生
太
吉

の
参
加
引
継
ぎ

忠
隈
炭
坑
の
会
社
企
業
形
態

へ
の
移
行

忠
隈
炭
坑
の
概
況
と
そ
の
推
移

三
、
嘉
麻
煽
石
社
の
成
立
と
そ
の
背
景

四
、
む
す
び
に
か
え
て

1

麻
生
家
の
炭
鉱
売
却
と
鉱
業
経
営

ー
1

-。

本
稿
の
課
題

わ
が
国
に
お
け
る
石
炭
鉱
業
史
の
研
究
を
概
観
す
る
と
き
、
九
州
の
産
炭
地
域

で
い
え
ば
、
三
池

・
高
島
等

に
比
較
す
る
と
、
筑
豊
地
域
に
お
け
る
石
炭
鉱
業
史

研
究
は
、
は
る
か
に
た
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま

た
見
方
を
か
え
る
な
ら
ば
、
中
央
財
閥
系
諸
炭
鉱
の
研
究

の
進
展

(
こ
れ
と
て
必

ず
し
も
十
分

で
は
な
い
が
)
に
較
べ
て
、
土
着
鉱
業
家
の
炭
鉱
に
関
す
る
研
究
が

た
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
要
因
は
、

ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
石
炭
鉱
業
史
研
究
が
財
閥
史
研
究

の

一
端

と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た

こ
と
を
あ

げ

て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
同
時
に
資
料
的
制
約
か
ら
く
る
や
む
を
え
ざ
る
面
も
あ

っ
た
こ
と
を

否
定
し
え
な
い
。
た
と
え
ば

『
日
本
石
炭
産
業
分
析

』
の
中
で
、
中
央
財
閥
系
資

本
の
資
金
的
優
位
性

と
を
対
比
す
る
形
で
土
着
鉱
業
家
を
と
ら
え
た
隅
谷
三
喜
男

氏
は
、
各
鉱
業
家
の
考
察

を
そ
の
伝
記
や
、
あ
る
い
は
高
野
江
基
太
郎
の

『
筑
豊

炭
礦

誌

』
な
ど
の
記
述
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
は
各
土
着
鉱

業
家
を
、
そ
の
出
自
に
よ

っ
て
類
型
化
す
る
試
み
が
な
さ
れ
な
が
ら
も

(
実
際
に

は
、
後
述

の
遠
藤
正
男
氏
の
三
類
型
を
踏
襲
し
、
坑
夫
か
ら
生
え
ぬ
き
の
鉱
業
家
、

旧
庄
屋
層
を
出
自
と
す
る
も
の
、
商
業
資
本
か
ら
転
化
し
た
鉱
業
家

1

に
分
類

さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
遠
藤
氏
よ
り
も
さ
ら
に
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
)
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
属
す
る
鉱
業
家
の
特
質
等
に
つ
い
て
の
考
察
は
必
ず
し
も
十

分
に
は
な
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
い
え
ば
遠
藤
正
男
氏
の
場
合
に
は
、
そ
の
論
文

「
筑
豊
石
炭
産
業

に
於
け
る
初
期
会
社
企
業
」

(
『
九
州
経
済
史
研
究
』
所
収
)
に
お
い
て
、
福
岡

県
鞍
手
郡
の
古
野
家
の
史
料
を
用
い
て
、

こ
の
古
野
家
と
入
江
家
が
中
心
と
な

っ

て
経
営
し
た
京
野
炭
坑
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
貴
重
な
実
証
的
研
究
に
は
学
ぶ

べ
き
と
こ
ろ
が
多

い
。
と
こ
ろ
が
反
面
、
今
日
の
段
階
で
、
筑
豊
に
お
け
る
石
炭

鉱
業
史
を
み
る
上

で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
撰
定
坑
区
制
の
実
施
が
見
落
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
本
来
的
な
土
着
鉱
業
家

と
し
て
は
、
古
野
家
よ
り
も
む
し
ろ
入

江
家
の
方
を
重
視
す
べ
き
点
が
何
ら
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
会
社
企
業
形

態
を
と

っ
た
京
野
鉱
盛
社
を

「
梢
異
色
あ

る
企
業
形
態
」
で
あ
る
と
し
、
む
し
ろ

当
時
の
背
景

の
中

で
土
着
鉱
業
家
と
し
て
必
然
的
な
帰
結
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
視
点
が
な
か

っ
た
。
こ
の
点
は
本
論
の
麻
生
家
の
例

で
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
以
上

の
よ
う
な
諸
点
を
ふ
ま
え
て
さ
ら
に
実

証
的
に
今
後

の
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
数
年

の
土
着
鉱
業
家
に
関
す
る
研
究
を
み
る
と
、
宇
田
川
勝
氏
が
日
産
財

閥
の
形
成
過
程
に
お
け
る
貝
島
家
と
鮎
川
義
介
と
の
関
係
を
ま
と
め
ら
れ
て
お
り

(
「
貝
島
家

の
事
業
経
営
と
鮎
川
義
介
の
関
係
に
つ
い
て

1

日
産
財
閥
の
形
成

に
よ
せ
て

ー

」

「
エ
ネ
ル
ギ
ー

史
研
究

ノ
ー
ト

』
第
七
号
)
財
閥
史
研
究

の
側

か
ら
の

「
土
着
鉱
業
家
」

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
こ
こ
数
年
東
定
宣
昌
氏
の
麻
生
家
の
資
料
に
よ
る
絵
田
炭
坑
を
中
心
と
し
た
棟

領
制
、
あ
る
い
は
村
補
金
等
に
関
す
る

}
連
の
論
文
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
麻
生

家
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
、
西
村
卓
氏
の
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
が
け
て
の

麻
生
家
の
大
福
帳
な
ら
び
に
焚
石
関
係
資
料
に
よ

っ
て
、
幕
末
期
に
お
け
る
麻
生

家
と
焚
石
丁
場
と
の
関
係
な
ら
び
に
そ
の
背
景
で
あ
る
麻
生
家
の
豪
農
経
営
を
分

析
し
た
論
文
が
あ
る

(修
士
論
文

「
幕
末

・
明
治
初
年
に
お
け
る
麻
生
家
豪
農
経

D

営
の
分
析
」
)
ー
。

こ
の
よ
う
な
形
で

「土
着
鉱
業
家
」

の
研
究
が
進
ん
で
い
る
中
で
、
本
論
文
は

前
二
者
と
同
じ
く
分
析

の
対
象
を
筑
豊
飯
塚
の
麻
生
家
に
お
き
、
麻
生
家
の
資
料

に
よ

っ
て
、
殊
に
明
治

二
十
年
代
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
撰
定
坑
区
制
の
策
定
、
石

炭
産
業
に
お
け
る
産
業
革
命

の
進
展
の
中

で
、
土
着
鉱
業
家
と
し
て
の
麻
生
家
が

ど
の
よ
う
な
対
応
を
み
せ
、
い
か
に
し
て
石
炭
鉱
業
家
と
し
て
発
展
せ
ん
と
し
て

い
た
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文

の
主
た
る
分
析
対
象
と
し
た
の
は
、
明
治
二
十
七
年
住
友
に
譲
渡
さ
れ

た
麻
生
忠
隈
炭
坑
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
麻
生
家
が
中
心
に
な

っ
て
設
立
し
た
会

社
企
業
形
態
の
炭
鉱
で
あ
る
嘉
麻
煽
石
社
に

つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
当
時
の
炭
鉱
経
営
者
が

「
最
も
苦
し
ん
だ
e
」
と
い
わ
れ
る
資
金
の

調
達
と
、
炭
鉱
企
業
の
基
底
と
な
る
鉱
区
の
獲
得
を

(
さ
ら
に
は
拡
大
、
集
積
を
)

ど
の
よ
う
に
し
て
進
め
た
か
を
み
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
撰
定
坑
区
制

と
い
う
政
策
的
な
鉱
業
規
模
拡
大
の
流
れ

(
そ
れ
は
鉱
業
家
に
と

っ
て
自
ら
積
極

的
な
鉱
業
規
模
拡
大
の
意
志
を
も

つ
か
否
か
に
は
無
関
係
な
)
と
、
そ
こ
か
ら
く

る
資
金
量
増
大
の
要
請
に
対
し
て
、
土
着
鉱
業
家
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
麻
生
家
が

ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
視
点
か
ら

の
考
察
で
あ
る
。

由

①

な
お
最
近

に
な

っ
て
、
麻

生
家

の
鉱
業
経

営
と

そ
の
資

金
調
達

に

つ
い
て
、

(

麻
生
家
が
中

心
と
な

っ
て
設

立
し
た
嘉

穂
銀
行

と
の
関

係
か

ら
論

究
し
た

二

つ

の
論
文
が
発
表

さ
れ

て
い
る
。

そ

の
ひ
と

つ
は
杉

山
和

雄
氏

の

「
麻
生

家
石
炭
事

業

の
展
開

と
金
融

(
明
治

期
)
」

(
『
成
　

大
学
経

済
学
部
論
集

』
第

=

巻
、
第

一
号

所
収
)

で
あ
り
、

も
う

ひ
と

つ
は
中

村

浩
理
氏

の

「
筑

豊
産
炭
地
域

に
お
け

る
地

方
銀
行

に
関

す

る
覚
書
-

嘉
穏
銀
行
の
企
業
家
精
神
と
営
業
内
容
の
特
色
を
中
心
に
し
て
ー⊥

(
『
九
共
経

済
論

集

』
第

六
巻

、
第

一
号
所
収
)

で
あ
る
。

②

隅
谷
三
喜
男

『
日
本
石

炭
産
業
分
析

』
、

三
三

一
頁
。
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2

麻
生
家
の
炭
鉱
経
営
と
忠
隈
炭
坑

麻
生
家
は
幕
末
か
ら
石
炭
採
掘
に
関
係
し
て
お
り
、
麻
生
本
家
は
焚
石
丁
場

へ

の
貸
付

(
あ
る
い
は
投
資
)
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
分
家
は
実
際
に
山

元
と
し
て
丁
場
を
ひ
ら
い
て
い
た
。

明
治
に
入

っ
て
か
ら
も
麻
生
家
は
多
く
の
炭
坑
に
関
係
し
て
い
る
。
明
治
四
年

に
は
目
尾
で
、
十
年

に
は
有
井
の
開
ケ
谷
、
十

二
年

に
は
同
じ
く
泉
ケ
谷
、
十
三

年
に
は
鯰

田
の
浦
田

・
有
安
の
寺
ケ
坂
、
十
四
年

に
は
下
笠
松
、
泉
鳥
羽
、
さ
ら

に
十
五
年
に
は
鯰
田

の
大
師
で
と
い
う
具
合
に
、
居
住
地
近
隣
の
各
所
の
石
炭
採

掘
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
こ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
資
料
的
に
そ
の
経
営
実
体
を
お

さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
頃

に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
タ
ヌ
キ
掘
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
何
人
か
で
共

同
し
て
採
掘
経
営
を
行
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

麻
生
家
が
こ
の
よ
う
な
姑
息
掘
か
ら
脱
し
て
近
代
的
な
機
械
導
入
に
よ
る
大
炭

鉱
経
営
に
な
る
の
は
明
治
十
七
年
に
着
手
し
た
と
い
わ
れ
る
鯰

田
炭
坑
の
経
営
か

ら
で
あ

っ
た
。
こ
の
後
、
忠
隈
炭
坑
、
笠
松
炭
坑
、
嘉
麻
煽
石
坑
と
次
々
に
近
代

的
な
炭
鉱
を
開
い
て
い
く

の
で
あ
る
が
、
今
だ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
炭
鉱
の
実
体
に

つ

い

て
、

い
か
な

る
も

の
で
あ

っ
た
の
か
確
か
な
考
察
が
進
ん
で
い
な
い
。
こ
れ

ら
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
炭
鉱
に
つ
い
て
、

そ
の
実
体
を
麻
生
家
に
残
る
蒐
大
な
資
料

に
よ

っ
て
握
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
土
着
鉱
業
家
と
し
て
の
麻
生
家
の
姿
が
あ
き

ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

忠
隈
で
の
借
区
は
明
治
八
年
に
許
可

さ
れ
て
明
治
二
十
七
年
に
住
友
に
譲
渡
さ

れ
る
ま
で
、
比
較
的
長
期
に
わ
た

っ
て
麻
生
家
は
関
係
し
て
い
る
。
時
期
的
に
は

明
治
初
期
か
ら
筑
豊
に
お
け
る
炭
鉱

の
機
械
導
入
の
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
時

期
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
撰
定
坑
区
制

の
施
行
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を

み
る
に
も
適
当
な
時
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5

撰
定
坑
区
制
と
麻
生
家
の
石
炭
鉱
業

明
治
二
十

一
年
末
か
ら
の
筑
豊
に
お
け
る
撰
定
坑
区
の
策
定
は
、
筑
豊
石
炭
鉱

業
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
。

一
挙
に
十
倍
に
な

っ
た
筑
豊
の
鉱
区
面
積
は
、

同
時
に
経
営
規
模
の
拡
大
の
要
請
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
必
然
的

に
資
金
の
増
大
を
意
味
し
て
い
た
。

こ
れ
は
中
央
大
資
本
の
筑
豊

へ
の
進
出
と
、

さ
ら
に
は
実
際
の
経
営
に
お
い
て
も
、
筑
豊
の
土
着
鉱
業
家
に
対
し
て
優
位
性
を

示
す
契
機
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
た
し
か
に

「
大
鉱
区
の
選
定
が
中
小

の

鉱
区
の
犠
牲
に
お
い
て
(
」
行
な
わ
れ
た
に
は
違

い
な
い
が
、

こ
の
対
抗
は
中
央

資
本
と
地
元
資
本
の
間
だ
け
で
な
く
、
地
元
鉱
業
者
の
間
に
お
い
て
も
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
鉱
業
規
模
の
拡
大
は
、

「
弱
小
な
炭
坑
資
本
の
負
担
能
力

を
こ
え
る
資
金
の
調
達
を
必
要
と
す
る
に
至
(
」
る
が
、
本
来
的
意
味
で
の

「
土

着
鉱
業
家
」
で
あ
る
農
民
層
か
ら
、
あ
る
程
度
の
蓄
積
を
も

っ
た
専
業
的
な
鉱
業

家

へ
と
石
炭
採
掘
が
移

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
有
力
な
土
着

鉱
業
家
は
鉱
区
を
集
積
し
う
る
よ
う
に
な

っ
た
。
麻
生
家
も

こ
の
過
程
の
中
か
ら
、

将
来
の
地
元
大
手
と
呼
ば
れ
る
基
礎
を
築
い
て
い
っ
た
。
麻
生
家
は
土
着
農
民
層

と
の
対
抗
の
中
か
ら
、
結
果
的
に
こ
れ
を
石
炭
採
掘
か
ら
排
徐

し
て
ゆ
き
、
さ
ら

に
会
社
企
業
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
り
資
金
と
鉱
区
の
集
積
を
円
滑
に
行
な
う
こ

と
が
で
き
、
土
着
鉱
業
家
と
し
て
撰
定
鉱
区
制
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
。

た
だ
本
論
に
お
い
て
は
撰
定
坑
区
制
自
体
に
対
す
る
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
で
き

な
か

っ
た
。

油

ω

・
②

隅
谷
、
前
掲
書
。

二
、
麻
生
忠
隈
炭
坑
の
成
立
と
展
開

t

鉱
区
の
拡
大
と
鉱
業
人
の
変
遷

明
治
二
十
七
年
に
麻
生
が
住
友

へ
譲
渡
す
る
ま
で
の
鉱
区

(借
区
)
と
鉱
業
人

(借
区
人
)
の
変
遷
の
概
略
を
示
せ
ば
図
Ⅱ
-

1
の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
し
鉱

業
人

(借
区
人
)
と
実
際
の
稼
行
者
と
は
必
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
場
合
が
あ
る

一嘱「



の
で
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

麻
生
忠
隈
炭
坑
の
鉱
区
五
三
万
余
坪
e

の
発
祥
の
地
は
、
旧
穂
波
郡
忠
隈
村
地

内
の
い
ず
れ
も
千
坪
程
度
に
す
ぎ
な
い
小

さ
な
二
借
区
で
あ

っ
た
。
山
王
谷
な
ら

び
に
宮
坂
と
い
う
、
ど
ち
ら
も

一
小
字

の
範
囲
に
と
ど
ま

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

紛

こ
の
二
借
区
に
つ
い
て
は

「
石
炭
借
区
開
坑
免
許
券
証
御
渡
分
人
別
渡
帳
(
」
に

記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
借
区
人
は
山
王
谷
は
麻
生
末
吉
、
宮
坂
は
浅

田
金
太
郎

で
あ

っ
た
。

乙
第
百
十

一
号

穂
波
郡
忠
隈
村
字
山
王
谷

石
炭
場

千
坪

乙
第
百
三
十
八
号

穂
波
郡
忠
隈
村
字
宮
坂

石
炭
場
千
四
百
三
十
五
坪

(後
筆
)

四
月
十
五
日

嘉
麻
郡
立
岩
村

農

麻
生
末
吉

同

村農

浅
田
金
太
郎

彼
ら
は
明
治
六
年
七
月
二
十
日
、
太
政

官
布
告
二
五
九
号
で

「
鉱
山
其
他
諸
坑

業
ノ
規
則
」
と
し
て
頒
布
さ
れ
た
日
本
坑
法
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た

「
借
区
」
を

許
可
さ
れ
た
当
初
の
借
区
人
で
あ

っ
た
。

麻
生
末
吉
は
麻
生
太
吉
の
弟
で
あ
り
、

の
ち
に
太
七
を
名
乗
り
、
麻
生
太
吉

の

鉱
業
経
営
を
後
々
ま
で
補
在
し
た
人
物

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
年
太
七
は
十
五
才

で
あ
り
、
名
儀
だ
け
の
も
の
と
思
わ
れ

る
。
の
ち
明
治
十
六
年
十

一
月
に
麻
生
太

吉
名
儀
に
変
更
さ
れ
た
。
次
の
仮
坑
区
券

の
写
⑭
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

M27.4

住友譲渡時

言十556,1597.2

忠 隈炭 坑

416,049.0

山 王 谷985.5

穂波 鉱 山
119,562.9

M22.9.24(借5515)M26。2.20(特596)

→

計416,049.0

(115,076.5)

山王谷(985.51000)1→1

麻生「e→ 麻生太吉 ….'→(芳 野権四郎)●"●禧 齢 吉M2481(借6878)

985.5i→[===亟 コ →

一

→

備 考:斜 線 部 は増 区 分 を示 す。 撰定区

年 月 日は許 可 日,面 積 は坪 数,50454Z5

人 名 は 借 区者 を示す 。

なお 図 は 便宣 的 に示 した もの で あ り、

実 際 の 面積 に比 例 して い な い。

一]Y[Z.4.15(乙111)M16 。11.5(借2959)(M21。4.26)

985.51-一 一→[

穂波 鉱 山
119,562.9

一

『M21
.11.16

→麻 生 太吉

(O浅 田 ・宮 島)

麻生太吉」野見山米吉

図E-1忠 隈 炭 坑 の鉱 区拡 大

M7.4.15(乙1,58)M19.2.10(借5477)

宮 坂1,2675→

田 β

浅田　麻生太吉
宮島儀蔵

資料 明治22年 「諸願伺届書類纒」
「石炭借区継年期願(綴)」

「譲渡証(綴)」
「忠隈坑山売却二係ル書類留」
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借
第
弐
千
九
百
三
拾
九
号

仮

坑

区

券

福
岡
県

筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村

字
山
王
谷

石
炭
場
九
百
八
拾
五
坪
三
合

但
坑
区
税
五
百
坪

二
付
金

五
拾
銭

同
県

同
国
嘉
麻
郡
立
岩
村

平
語

生
太
吉

前
書
之
通
明
治
七
年
四
月
十
五
日
福
岡
県
筑
前
国
嘉
麻
郡
立
岩
村
平
民
麻
生
末

吉

へ
致
許
可
候
借
区
開
坑
今
般
譲
受
之
儀
差
許
候
追
而
実
地
点
検
之
上
坪
数
税
額

共
相
定
本
証
券
ト
引
換
可
相
渡
尤
此
証
券
坑
法

二
相
記

シ
タ
ル
借
区
ヲ
不
可
得
者

ノ
手
に
渡
リ
候
節

ハ
其
日
ヨ
リ
可
為
廃
物

者
也

明
治
十
六
年
十

一
月
五
日

工
部
卿

佐
々
木
高
行

團

こ
の
仮
坑
区
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
坪
数
は
明
治
七
年
の
仮
坑
区
券

の
坪
数
よ

り
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
裏
書
に

「
明
治

二
十
年

一
月
十
九
日
坪
数
更
正

」

と
あ
る
よ
う
に
後
に
更
正
さ
れ
た
坪
数

で
あ
る
。
明
治
弐
拾
弐
年

「
諸
願
伺
届
書

類
纒
㊤
」

に
次
の
資
料
が
あ
る
。

借

区

更

正

願

福
岡
県
穂
波
郡
忠
隈
村

福
岡
県
筑
前
国
嘉
麻
郡
立
岩
村

平
民
麻
生
太
吉

字
山
王
谷

石
炭
借
区
場
九
百
八
拾
五
坪
三
合

但
民
有
地

明
治
七
年
四
月
十
五
日
借
第
弐
千
九
百
三
十
九
号

ヲ
以
テ
千
坪
御
許
可
ヲ
受
ケ

営
業
罷
在
候
然
ル
ニ
右
出
願
之
際

ハ
凡
見
取
図
ヲ
以
テ
出
願
候
処
明
治
十
六
年

御
達
二
相
成
タ
ル
測
量
図
製

二
依
リ
実
側
仕
候
処
別
紙
図
面
之
通
リ
坪
数
相
減

シ
候
間
前
記
坪
数

二
御
更
正
被
仰
付
度
図
面
相
添
此
段
奉
願
候
也

福
岡
県
筑
前
国
嘉
麻
郡
立
岩
村

平
民
麻
生
太
吉
　

明
治
十
九
年
十

一
月

福
岡
県
知
事
安
場
保
和
殿

前
書
之
通
リ
相
違
無
之
二
付
奥
印
仕
候
也
・

右
村
戸
長

米
沢
生
三

前
書
出
願
之
通
御
聞
届
相
成
度
候
也

明
治
十
九
年
十

二
月
廿
四
日

福
岡
県
知
事
安
場
保
和

農
商
務
大
臣
伯
爵
山
県
有
朋
殿

願

ノ
趣
聞
届
ケ
券
面
訂
正
裏
書
下
渡
ス

明
治
二
十
年

一
月
十
九
日

農
商
務
次
官
吉
田
清
成

團

(石
炭
鉱
借
区
願
地
実
測
図
二
葉
省
略
)

仮
坑
区
券
面
に
も

「
追
而
実
地
点
検
之
上
坪
数
税
額
共
相
定

」
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
旨
記
載
さ
れ
て
お
り
、
当
初

の
坪
数

に
つ
い
て
は
「
凡
見
取
図

」
を
も

っ

て
出
願
し
て
お
り
、
正
確
な
測
量
が
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
の
宮
坂
の
借
区
の
借
区
人
で
あ

っ
た
浅
田
金
太
郎
は
、
忠
隈
村
の
有
力
者

の

「
人
で
・
浅
田
家

は
こ
の
金
太
郎
の
三
代
前
に
麻
生
家
か
ら
嫁
を
迎
え
、
麻
生

の

家
と
は
姻
戚
関
係
に
も
あ

っ
た
(
。

前
述
の
と
お
り
、
日
本
坑
法
に
依
拠
し
た
出
願
に
よ
る
二
借
区
で
あ
っ
た
が
、

日
本
坑
法
施
行
以
前

の
段
階
で
あ
る
明
治
六
年

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
山
王
谷
で
は
花

村
勇
次
郎
、
宮
坂
で
は
山
本
文
吉
と
い
う
二
人
が

「
山
元

」
と
し
て
採
炭

に
従
事
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資
料
に
は
そ
れ
ぞ
れ
明
治
七
年

一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
各
月
の
石

炭
売
却
斤
数
と
そ
の
賦
課
金

の
金

額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か

ら
売
却
斤
数
を
示
せ
ば
表
皿
ー
1

の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
売
却

し
た
数
量
で
あ

っ
て
採
掘
高

で
な

い
た
め
に
、
必
ず
し
も
そ
の
生
産

規
模
を
あ
ら
わ
す
指
標

と
は
な
り

宮
坂石

炭
五
拾
万
弐
千
斤

此
賦
金
拾
弐
円
五
拾
五
銭

(
以
下
省
略
)

表皿一2明 治6年1～8月 穂波郡各坑売却石炭斤数

福
岡
県
管
下
第
七
大

区
九
小
区
忠
隈
村

山
本
文
吉

山
王
谷

石
炭
三
拾
六
万
七
千
斤

此
賦
金
九
円
拾
七
銭
五
厘

「

村 名 坑(字)名 山 元

南 尾

元 吉

馬 敷

内 住

相 田

〃

〃

〃

〃

〃

平 恒

豆 田

目 尾

〃

忠 隈

〃

幸 袋

〃

庄 司

川 津

片 島

横 田

〃

伊岐須

潤 野

中

〃

〃

伊 勢 谷 山 口 角 平

石堀センジ桜廻り 吉村静太

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

山 ノ 谷

赤 地 坂

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

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

畠 間 小四郎

(山元名ヲチ)

福間 和右衛門

山 本 正 義

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

売却石炭斤数

1,070,000

500,000

100,000

400,000

205,900

187,800

572,000

592,500

100,000

2,202,050

406,600

40,000

46,000

56,000

567,000

502,000

60,200

159,000

856,150

255,800

60,000

120,000

820,000

742,500

1,180,130

26,500

1,024,590

578,550

(以
下
省
略
)

三
万
五
千
斤

十
三
万
弐
千
斤

-
廿

万

斤

南
尾

相
田

忠
隈

花
村
勇
次
郎

福
岡
県
管
下
第
七
大
区
九
小
区
忠
隈
村

し
て
い
た
。
明
治
七
年
戌
の
第
七
大
区

(旧
穂
波
郡
)
の
「
癸
酉

一
月
ず

八
月
迄

石
炭
売
却
分
斤
数
賦
金
書
上
帳
σ

」
に
よ
れ
ば
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。

表 皿一1山 王谷 ・宮 坂 の石 炭 売 却斤 数(M7)

月

1

2

5

4

5

6

7

8

計

山王谷(花村勇次郎)

55,000斤

52,000

97,000

70,000

40,000

75,000

367,000

宮坂(山 本文吉)

55,600斤

50,000

60,000

140,000

25,000

40,000

42,000

91,000

502,000

得

な

い
が
、
一
応

そ

の
生

産

規

模

に
対

応

し

た

も

の

と

も

考

え
ら

れ

る
。

あ

わ

せ

て

同

資

料

に

よ

り
第

七

大

区

(
穂

波

郡

)

内

の

各

炭

坑

の
数

量

を
表

且

1

2

に
、

ま

た
第

八

大

区

(
嘉

穂

郡

)

に

つ

い
て

明

治

七

年

戌

八

月

「

癸

酉

一
月
　

八

月

迄

石

炭

売

却

分

斤
数

区

別

月

割

書

上
合

冊

⑱
」

に

よ

っ
て
表
Ⅱ

ー

5

に
掲

出

し

た

。こ

れ

ら

の
資

料

か
ら

み

る

か

ぎ

り

で
は

、
忠

隈

村

の
両

坑

は
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当

時

で
も

そ

れ

ほ

ど

大

規

模

な

も

の

で

は

な

か

っ
た

。

た

だ
表

H

-

5

'
4

か

ら
も

わ

か

る

よ

う

に
、

山

本

文

吉

と
花

村

勇

次

郎

は
忠

隈

の
み

な

ら

ず

他

の
村

で

も

採

掘

し

て
お
り
、
か
な
り

専

業

的

な
性

格

を

も

つ
も

の

で

は

な

か

っ

た
か

と
推

察

さ
れ

る

。

同

時

に
山

本

文

吉

の
綱

分

村

飛

川

、
花

村

勇

次

郎

の
立

岩

村

大

ヘ

ラ

の

両

地

は

、

麻

生

家

の
後

の
石
炭

採

掘

地

で

あ

る

ば

か

り

で
な

く

、

両

者

の
名

が
麻

生
家

の
大

福

帳

に
登

場

す

る

こ
と

か

ら

み

て
も

、
麻

生
家

と

の
関

係

は
浅

く

な

い
。

た

と

え

ば

明

治

四

年

の
大

福

帳

に
は

下

三
緒

石

山

の
項

に
山

本

文

吉

の
名

が
麻

生

太

郎

、
麻

生

太

吉

と

並

ん

で

で

て

い

る

σ

。

こ

の

こ

と

は
山

本

文

吉

と

麻

生

家

①

の
資

金

的

な

つ
な

が

り

を

示

す
も

の

で
も

あ

る

G

。

山

本

文

吉

は

明

治

七

年

以

降

も

日
本

坑

法

に
よ

る

借

区

人

と

し

て

従

前

か

ら

ひ

き

つ
づ

き

伊
岐

須

村

池

ノ

谷
を

借

区

し

て

い

る
。
綱

分

村

飛

川

に

つ
い

て

は
前

掲

の

「
石

炭

借

区

・:
・:
渡

帳

」
に

よ

っ
て
確

認

す

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ

た
が

61
、

明

治

十

六

年

の

『
鉱

山

借

区

一
覧

表

』
に

も
記

載

さ

れ

て
お

ら

ず

、

借

区

を

出

願

し

な

か

っ
た

も

の

と

み

ら

れ

る
。

花

村

勇

次

郎

は
日

本

坑

法

の
も

と

で

の
借

区

人

に

は

な

っ
て

は

い
な

い
。

日
本

坑

法

に

よ

る
当

初

の
借

区

人

に

は
、

従

来

の
山

元

が

施

行

の
際

の
経

過
的

措

置

に

よ

っ

て
再

出

願

す

る
例

が
多

く

み
ら

れ

た

が

、
忠

隈
村

内

の

二
借

区

は

そ

れ

ま

で

の
鉱

業

人

と

異

な

る
借

区

人

と

な

っ
た
。

今

そ

の
'間

の
事

情

を

あ

き

ら

か

に
す

る

こ

と

は

で

き

な

い
が

、

新

旧

の
鉱

業

者

が
麻

生

家

と

何

ら

か

の
関

係

を

も

つ
者

で
あ

っ
た

こ

と

は
前

述

の
と

お
り

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で
忠

隈

村

内

に

は

、

明

治

八
年

十

月

二
十

五

日

に
字

浦

谷

な

ら

び

に

段

々

に
そ
れ

ぞ

れ

五
〇
〇

坪
と
四
八
〇
坪

の
借

区

が
宮

島

次

三
郎

と

山

本

卯

三
郎

に

許

可

さ

れ

て

い

る
。

前

者

は

明
治

十

六

年

二
月

十

五

日

に
、

後

者

は

十

…
年

八
月

十

勿

九

日

に
廃

業

し

て

い

る
6

。

こ

れ

ら

の
地
域

は

後

の
忠

隈

炭

坑

の
増

区

に

よ

っ
て

そ

の
鉱

区

内

に
吸

収

さ

れ

た
。

さ

て
山

王

谷

の
鉱

区

は

前

述

の

ご

と

く

明

治

十

六

年

十

一
月

に
麻

生
太

吉

の
名

表il-5明 治6年1～8月

嘉 麻 郡各 坑 売 却石 炭 斤数

石炭売却斤数山 元坑(字)名村 名

22,900

1,508,040

648,850

1,286,460

1,112,120

2,299,180

1,188,550

1,159,480

185,850

1,086,510

69,400

1,497,400

52,200

521,400

602,840

207,080

707,710

445,200

162,700

745,950

77,750

479,020

519,700

43,500

521,900

50,500

485,840

75,700

54,500

IM,600

215,980

298,980

5,000

55,000

10,000

26,180

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

浜 鉄 麿

福 田 保 七

鬼 丸 清四郎

井 手 重太郎

〃

白 神 弥三郎

〃

山 本 文 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

小 富 士

矢 峯

五畝谷権現堂

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

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

勢 田

〃

〃

〃

〃

総 田

〃

〃

〃

〃

〃

立 岩

〃

〃

〃

有 井

〃

〃

〃

有 安

下三緒

〃

上五緒

〃

鴨 生

綱 分

佐 与

口 春

漆 生

山 野

下山田

〃

〃

〃

才 田

西 郷
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儀
に
書
換
え
ら
れ
、
二
十
年

一
月
に
坪
数
更
正
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
、
庄
友
に
ひ
き

つ
が
れ
る
ま
で
形
式
的
に
は
異
動
が
な
か

っ
た
。
し
か
し
名
儀
は
書
換
え
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
明
治
二
十

一
年
四
月
か
ら

二
十
三
年
三
月
ま
で
の
間
、
芳
野
権
四
郎

∂

の
手

に
渡
っ
て
い
る
C
。

一
方
宮
坂
を
出
発
点
と
し
た
鉱
区
は
明
治
十
八
年
十

一
月
に
増
坪
な
ら
び
に
加

名
願
を
出
し
、

}
挙
に
五
万
七
千
余
坪

に
拡
大
す
る
と
と
も
に
借
区
人
に
麻
生
太

吉
と
忠
隈
村

の
宮
島
儀
蔵
と
が
加
わ

っ
た
。

勧
第
八
百
六
十

一
号

十
二
ノ
六

十
二
ノ
五

石
炭
鉱
借
区
増
坪
願
誓
二
加
名
願
⑭

筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村

平
民

浅
田
金
太
郎

外
弐
人

石

炭

鉱

区

増

坪

願
福
岡
県
筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村

平
民

浅
田
金
太
郎

全
県
全
国
全
郡
全
村

平
民

宮
島

儀
蔵

全
県
全
国
嘉
麻
郡
立
岩
村

平
民

麻
生

太
吉

福
岡
県
筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村
字
城
崎
字
宮
坂
字
石
仏
字
桐

ノ
木
谷
字
庭
草
字

堂
坂
字
浦
田

(貼
紙
)
　

五
万
七
千
八
百
拾
二
坪
壱
合

ノ
誤

一

石
炭
借
区
増
坪
五
万
七
千
九
百
七
拾
九
坪
八
合

内

(省

略
)

(貼
紙
)
　

千
四
百
三
十
五
坪
ノ
誤

石
炭
借
区
千
弐
百
六
拾
七
坪
三
合

右

ハ
明
治
七
年
四
月
浅
田
金
太
郎
工
御
許
可
地

惣
計
五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪

壱
合

内

五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪
壱
合

民
地

石
炭
鉱

右
ノ
場
所

二
於

テ
石
炭
鉱
稔
藁
亜

鍵

七
坪
=
}合
明
治
七
年
四
月
浅
田
金
太
郎

御
許
可
ヲ
鰐

開
業
罷
在
候
処
尚
接
続
ノ
地

二
於

テ
含
有
・
見
込
二
付
今
般
麻

生
太
吉
宮
島
蔵

ヲ
加
名
シ
盛
大

二
開
業
仕
度

二
付
村
方
及
示
談
候
処
柳
指
支
無

之
候
間
更
二
増
坪
御
許
可
相
成
様
仕
度
図
面
相
添
此
段
奉
願
候
也

願
人

浅
田
金
太
郎
　

願
人

宮
島

儀
蔵
　

願
人

麻
生

太
吉
　

前
書
出
願

ノ
場
所
取
調
候
処
同
村
同
字
中
稼
人
有
之
モ
柳
異
状
無
之
候

二
付
御

聞
届
被
下
度
候
也

右
村
戸
長

明
治
十
八
年
十

一
月

三
宅

孫
作

團

福
岡
県
令
岸
良
俊
介
殿

前
書
出
願
之
通
御
聞
届
相
成
度
候
也

福
岡
県
令
岸
良
俊
介

團

明
治
十
八
年
十
二
月
四
日

工
部
郷
伯
爵
佐
々
木
高
行
殿

願
之
趣
聞
届
証
券
書
換
裏
書
下
渡
候
事

明
治
十
九
年
二
月
十
日

農
商
務
大
臣
子
爵

谷

干
城

こ

の
増

坪

の
許

可

に

ょ
り

、

わ
ず

か

一
小

字

の

}
部

分

に

す

ぎ

な

か

っ
た
千

坪
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あ
ま
り
の
借
区
が
、

一
挙
に
七
字

に
わ

た
り
六
万
坪
に
近
い
坪
数
に
ま
で
そ
の
規

模
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
増
坪
は
麻
生
太
吉
と
、
忠
隈
村
の
有
力
者

の
宮
島
儀
蔵
を
共
同
借
区
人
と
し
て
「
盛
大
二
開
業

」
す
る
こ
と
を
前
提
に
な
さ

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
願
は
翌
十
九
年
二
月
十
日
に
許
可
さ
れ
た
。
こ
の

時
の
増
区
に
よ

っ
て
包
含
さ
れ
た
地
域
を
こ
の
願
書
に
よ

っ
て
示
せ
ば
次

の
と
お

り
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
増
坪

は
量
的
に
は
数
十
倍
と
い
う
飛
躍
的
な
拡

大
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
拡
大
さ
れ
た
鉱
区
は
依
然
と
し
て
忠
隈
村

一
村
内

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
時

の
鉱
区
拡
大
に
対
す
る
土
着
鉱
業
家
の
限

界
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
忠

隈
炭
坑

の
場
合
、
村
界
を
越
え
て
の
本
格

的
な
拡
大
は
、
撰
定
坑
区
の
指
定
を
ま

た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

備 考坪 数字 名

民 地

〃

〃

〃

〃

〃

〃

坪 合

18,968.8

9,809.1

7,161.7

5,851.5

5,612.1

4,927.7

5,501.4

城 崎

宮 坂

石 仏

桐ノ木谷

庭 草

堂 坂

浦 田

57,812.1小 計

M7.4許 可借区
浅田金太郎所有

1,455.0宮 坂

民 地59,247.1合 計

 

こ

の
表

か

ら

わ

か

る

よ

う

に
当

初

の
浅

田
金

太

郎

の
宮

坂

の
借

区

は

こ

の
字

の

一
部

に
す

ぎ

ぬ

極

小
借

区

地

で

あ

っ

た

の

で

あ

り

、
本

格

的

な

近

代

的

採

炭

を

な

し

う

る

べ
く

も

な

か

っ
た

。

こ

の
時

の
増

坪

・
借

区

拡

大

に
よ

っ
て
、

は

じ

め

て

本

格

的

な
採

炭

に
着

手

し
う

る
借

区
規

模

と

な
り

、
忠

隈

に

お

け

る

麻

生

家

の

炭

鉱

経

営

の
基

盤

が

つ
く

ら
れ

た

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

こ
の
借
区
が
後
に
五
十
余
万
坪
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
母
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
時
の
増
区
は
前
述
の
ご
と
く
従
来
忠
隈
村
民
が
借
区
し
て
い
た
も

の

に
、
麻
生
太

吉
が
忠
隈
村
民
の
宮
島
儀
蔵
と
共
に
借
区
人
と
し
て
参
加
し
て
、
忠

隈
村
内
の
増
区
が
は
か
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
緯

に
つ
い
て
は
確
か
な
資

料
が
な
く
判
然
と
し
な
い
が
、
麻
生
家
が
こ
の
よ
う
な
方
法

で
忠
隈
村
内
の
借
区

の
獲
得

・
拡
大
を
は
た
し
て
い
る
こ
と

は
注
目
で
き
る
。

忠
隈
村
の
村
民
と
し
て
は
、
麻
生
家
が
村
内

に
借
区
し
石
炭
採
掘
を
行
な
う
こ

と
に
対
し

て
、
当
初

は
必
ず
し
も
好
意
的

で
は
な
か

っ
た
。
た
と
え
ば
山
王
谷

で
最
初
に
開
坑
す
る
際
、
村
方
か
ら
麻
生
家

に
対
し
て
、
坑
口
を
忠
隈
側
で
は
な

9

く
飯
塚
側
に
向
け
て
開
口
す
る
よ
う
求
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
O
。
ま
た
忠
隈
村

で
は
村
民
自
ら
採
掘
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
、
山
王
谷
の
借
区
を
麻
生
家
か
ら
買

⑤

収
し
村
内
残
ら
ず
借
区
出
願
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な

経
過
を
O
た
ど
る
中
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
と

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
の
麻
生
家
が
忠
隈
村

で
の
石
炭
採
掘
に
積
極
的
に
参
画
し
よ
う
と
し
た

の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
忠
隈
村
と
し
て
は

一
方
で
村
民

に
よ
る
石
炭
採
掘
と
規
模

の
拡
大
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
村
内
の
借
区
を
独
占
す

る
ま
で
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
村
民
に
よ
る
兼
業
的
採
掘
の
よ
く
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
は
、
必
然
的
に
資
金
的
、
技
術
的

な
蓄
積
を
も

つ
者
の
力
を
借
り
る
こ
と
と
な
り
、
専
業
的
な
石
炭
採
掘

へ
の
移
行

は
地
元
村
民
を
大
規
模
化
し
て
い
く
石
炭
鉱
業
か
ら
最
終
的
に
は
排
出
す
る
に
ま

で
至
る
。
こ
の
よ
う
な

資
金
的

・
技
術
的
な
蓄
積
を
も

っ
た
者
と
し
て
麻
生
家
を

位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
土
着
石
炭
鉱
業
家
と

し

て
の
麻
生
が
借
区
を
獲
得
し
て
い
く
ひ
と

つ
の
過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
q
。

す
な
わ
ち
こ
の
過
程

の
進
展

の
な
か
で
、
麻

生
家

は
地

元
村
民

の
借

区
人
二

名
を
除
名
し
て
、
借
区
を
麻
生
太
吉
の
単
独
借
区
と
な
す
に
至
る
。
こ
れ
は
忠
隈

に
お
け
る
炭
鉱
経
営
を
会
社
形
態
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
撰

定
坑
区
の
策
定
が
あ
る
こ
と
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
除
名
は
明
治

二
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十
一
年
十
月
に
出
願
し
、
同
十

一
月
十
六
日
に
許
可
さ
れ
た
。

④

石

炭

鉱

借

区

除

名

願

o

筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村
字
城
崎
字
宮
坂
字
石
仏
字
桐
ノ
木
谷
字
庭
草
字
堂
坂
字

浦
田

一

石
炭
借
区

五
万
九
千
弐
百
四
拾

七
坪
壱
合

右
石
炭
借
区
麻
生
太
吉
、
宮
島
儀
蔵

、
浅
田
金
太
郎
三
名

ニ
テ
御
許
可
ヲ
受
ケ

坑
業
罷
在
候
処
、
都
合
有
之
今
般
浅

田
金
太
郎
、
宮
島
儀
蔵
ヲ
除
名

シ
麻
生
太

吉

「
名
ニ
テ
坑
業
仕
度

二
付
浅
田
金
太
郎
、
宮
島
儀
蔵
除
名
御
許
可
被
為
下
度

借
区
券
状
相
添
此
段
奉
願
候
也筑

前
国
嘉
麻
郡
立
岩
村麻

生

太
吉

全
国
穂
波
郡
忠
隈
村

宮
島

儀
蔵

△
⊥国

全
郡

全
村

浅
田
金
太
郎

明
治
二
十

一
年
十
月
廿
三
日

前
書
之
通
相
違
無
之

二
付
奥
印
仕
候
也

穂
波
郡
忠
隈
村
戸
長

角

不
為
生

明
治
二
十

一
年
十
月
廿
三
日

前
書
出
願
之
通
御
聞
届
相
成
度
候
也

明
治
廿

一
年
十
月
廿
七
日

福
岡
県
知
事

安
場
保
和

農
商
務
大
臣
伯
爵

井
上
馨
殿

願
ノ
趣
聞
届
ケ
券
面
訂
正
裏
書
下
渡

ス

明
治
廿

一
年
十

一
月
十
六
日

農
商
務
大
臣
伯
爵

井
上

馨

こ

の
時

を

も

っ
て
忠

隈

村

民

は

自
村

内

に
借

区

を
所

有

し

な

い

こ

と

に

な

っ

た
。

さ

ら

に
麻

生

太

吉

は

こ

の
借

区

が

撰

定

坑

区

に
包
含

さ

れ

た

と

こ

ろ

か

ら
借

区

増

坪

願

を
も

っ
て
出

願

し

明
治

二
十

二
年

九

月

二
十

四

日
許

可

さ

れ
三

〇

万

余

坪

の

大

鉱

区

に
拡

大

し

た

。

の

石

炭

借

区

増

坪

願

o

筑
前
国
嘉
麻
郡
笠
松
村
大
字
立
岩

筑
前
国
穂
波
郡

鰭
繍

願
人

麻
生

太
吉

字
宮
坂
外
四
十

一
字

一

石
炭
借
区

三
拾
万
四
千
五
百
四
拾
七
坪
五
合

撰
定
坑
区

内

訳

五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪
壱
合

借
第
三
千
四
百
七
十
七
号
旧
借
区
千
五
百

七
十
五
坪

借
第
二
千
九
百
三
十
九
号
他
借
区
間
隔
地
共

(
貼
紙
下
「
右

ハ
他
人

へ
譲
渡
出
願
中
二
付
他
借
区
ト
ス
ル
分

」
)

右
他
借
区

ノ
理
由
ハ
別
紙
上
申
候

弐
拾
四
万
三
千
七
百
廿
五
坪
四
合

増
坪
出
願

一
、
三
拾
万
二
千
九
百
七
十
二
坪
五
合

旧
借
区
労
二
出
願
増
坪
総
高

右
場
所

二
於

テ
是
迄
五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪
壱
合
御
許
可
ヲ
得
テ
坑
業
罷
在
.

候
処
尚
接
続
ノ
地
二
於
テ
含
有

ノ
見
込
有
之
今
般
坑
区
御
撰
定
相
成
候
二
付
村

方
及
示
談
候
処
柳
差
支
無
之
候
間
増
坪
御
許
可
相
成
候
様
仕
度
図
面
相
添
此
段

奉
願
候
也

願
人

明
治
廿
弐
年
七
月

麻
生

太
吉
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前
書
出
願
ノ
場
所
取
調
候
処
全
村
全
字

二
於
テ
稼
人
無
之

二
付
御
聞
届
相
成
度

候
也

明
治
二
十
二
年
七
月

福
岡
県
知
事

安
場
保
和
殿

穂
波
郡
穂
波
村

村
長

合
屋

利
吉

△
⊥郡
飯
塚
町

町
長

角

不
為
生

麻
生
太
吉

の
忠
隈
を
中
心
と
し
た

一
帯
に
お
け
る
借
区
は
こ
の
撰
定
坑
区
の
許

可
に
よ
り
三
〇
万
坪
を
こ
え
る
も
の
と
な
り
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
旧
忠
隈
村
域
内

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
借
区
は
、
大
字
南
尾

(旧
南
尾
村
、
字
浦
田
ほ
か
四
字
)
、
大

字
堀
池

(旧
堀
池
村
、
字
草
場
ほ
か

一
「
字
)
、
大
字
菰
田

(旧
菰
田
村
、
字
熊

添
ほ
か

一
四
字
)
、
お
よ
び
大
字
忠
隈

の
宮
坂
ほ
か
九
字
を
含
め
た
地
域

に
拡
大

し
た
の
で
あ
る
⑳
・

農
商
務
省
指
令
鉱
第

二
二
六
四
号

麻
生

太
吉

福
岡
県
筑
前
国
穂
波
郡
穂
波
村
字
宮
坂
外
四
十

}
字
撰
定
坑
区
増
借
区
願

ノ
趣
聞
届
ケ
証
券
書
換
裏
書
下
渡

ス

明
治
廿
二
年
九
月
廿
四
日

農
商
務
大
臣
伯
爵

井
上

馨

團

指
定
さ
れ
た
撰
定
坑
区
坪
数
は
三
〇
万
四
五
四
七
坪
五
合
で
あ

っ
た
が
麻
生
太

吉

の
出
願
許
可
坪
数
は
三
〇
万
二
九
七
二
坪
五
坪
で
あ
り

一
五
七
五
坪
少
な
い
。

こ
れ
は
前
述
の
ご
と
く
、
山
王
谷
の
借
区
を
芳
野
権
四
郎
に
譲
渡
し
て
い
た
た
め
、

そ
の
問
隔
地
と
あ
わ
せ
て
出
願
地
か
ら
除

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
は
次

の
上

伸

書

に
よ

っ
て
知

る

こ
と

が

で
き

る

。

上

伸

穂
波
郡
穂
波
村
大
字
忠
隈
外

二
字
飯
塚
町
大
字
菰
田
村

二
係
ル
坑
区
三
拾
万
四

千
五
百
四
拾
七
坪
五
合
別
紙
出
願
仕
候
然
ル
ニ
該
撰
定
坑
区
内

二
借
第
弐
千
九

百
三
拾
九
号
ヲ
以
テ
九
百
八
拾
五
坪
三
合
御
許
可
ノ
分
ハ
福
岡
県
夜
須
郡
安
川

村
大
字
隈
江
芳
野
権
四
郎

へ
譲
渡
定
約
仕
譲
渡
願
書
モ
本
人
二
相
渡
居
候
場
所

二
御
座
候
条
該
坑
区
ヲ
存
在
仕
置
度

二
付
今
般
出
願

ニ
ハ
他
借
区
ト
致
候
儀

二

御
座
候
此
段
上
伸
仕
候
也

願
人

麻
生

太
吉
　

麻
生
太
七
代
印

明
治
廿
二
年
八
月

福
岡
県
知
事

安
場
保
和
殿

山
王
谷
の
借
区
に
つ
い
て
は
、
ふ
た
た
び
芳
野
権
四
郎
か
ら
明
治
二
十
三
年
三

月
十
九
日
に
買
戻
し
て
お
り
、
麻
生
太
吉
は
こ
れ
を

「
便
利
の
為

」
に
先

の
撰
定
坑

区
と
合
併
す
る
予
定
で
あ

っ
た
が
⑳
・
実
際

に
は
住
友
に
譲
渡
す
る
時

ま
で
形
式

的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
借
区
で
あ

っ
た
。

な
お
撰
定
坑
区
許
可
の
前
に
、
忠
隈
坑
区
の
発
祥

の
地

で
あ
る
山
王
谷
、
宮
坂

の
明
治
七
年
四
月
許
可
分
に
つ
い
て
は
、
日
本
坑
法
第
十

Ⅲ
条

の
規
定
で
あ
る
十

五
年
間

の
年
限
が
せ
ま

っ
て
き
た
た
め
、
明
治
二
十

一
年
十
二
月
に
両
借
区
と
も

石
炭
借
区
継
年
期
願
を
出
願
し
許
可
さ
れ
て
い
る
。
宮
坂
の
分
を
示
せ
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。石

炭

借

区

継

年

期

願

②

筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村
字
城
崎
外
六
ケ
所

「
、
石
炭
借
区
五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪
壱
合
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右
借
区
明
治
七
年
四
月
十
五
日
御
許
可

ノ
借
区
千
弐
百
六
拾
七
坪
三
合
元
借
区

(隆
)

主
浅
田
金
太
郎
ヨ
リ
譲
受
ケ
該
借
区

ニ
テ
ハ
狭
隘

ナ
ル
ヲ
以
テ
明
治
十
九
年
二

月
十
日
増
坑
区
五
万
七
千
九
百
七
拾
九
坪
八
合

ノ
御
許
可
ヲ
得
該
増
坑
区

二
含

有

ノ
石
炭

ヲ
掘
出
シ
永
遠
盛
大

二
坑
業
仕
候
目
的

ヲ
以
テ
既
二
蒸
汽
機
械
等
ヲ

据
付
坑
業
罷
在
候
処
右
明
治
七
年
四
月
十
五
日
御
許
可
ノ
借
区
千
弐
百
六
拾
七

坪
三
合

ハ
来
ル
明
治
弐
拾
弐
年
四
月
十

四
日
ヲ
以
坑
業
満
期
ト
相
成
候
抑
此
坑

区

ハ
上
述
ノ
通
リ
増
坑
区

ハ
明
治
十
九
年
中

ノ
御
許
可
ニ
テ
該
坑
区

二
含
有
之

石
炭
掘
出
シ
得
ル
ノ
計
画
整
頓
致
タ
ル

ニ
元
借
区
満
期

ノ
為
メ
返
上
仕
候
テ
ハ

多
額
ノ
資
本
ヲ
投

シ
不
容
易
難
渋
仕
候

条
実
地
御
検
査
ノ
上
特
別
之
御
詮
儀
ヲ

以
継
年
期
御
許
可
被
仰
付
度
此
段
奉
願
候
也

筑
前
国
嘉
麻
郡
立
岩
村

麻
生

太
吉
　

明
治
弐
十

一
年
十
二
月
廿
日

福
岡
県
知
事

安
場
保
和
殿

前
書
之
通
相
異
無
之
者
実
印
仕
候
也穂

波

郡
忠
隈
村

戸
長

角

不
為
生

團

前
書
出
願
之
通
御
聞
届
相
成
度
候
也

明
治
廿
二
年
二
月
廿
七
日

農
商
務
大
臣
伯
爵

井
上
馨
殿

福
岡
県
知
事

安
場

保
和

團

願
ノ
趣
聞
届
ケ
証
券
裏
書
下
渡
ス

明
治
廿
三
年
五
月
廿
三
日

農
商
務
大
臣
伯
爵

井
上

馨

圃

な
お
山
王
谷

の
借
区
継
年
期
願
の
理
由
は
、

「
該
借
区
ハ
全
村
字
城
崎
外
六
ケ

所
借
区
五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪
壱
合

ト
同
脈
ノ
石
炭
含
有

シ
該
五
万
九
千
弐
百

四
拾
七
坪
壱
合
ノ
坑
区

二
接
続
致
居
候
場
所

二
付
該
借
区
ノ
坑
業
計
画
ヲ
以
テ
容

易
ト
坑
業
相
成
候

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
十
五
年
八
月
九
日
の
太
政
官

布
告
三
十
八
号
に
よ
っ
て
、
石
炭
坑
の
借
区
は

一
万
坪
以
上
で
な
け
れ
ば
許
可
さ

れ
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
山
王
谷
の
場
合
、
上
記

の
よ
う
な
理
由
で
許

可

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
宮
坂
の
借
区

に
つ
い
て
は
、
明
治
十
九
年

に
増
区
さ
れ
、

五
万
坪
を
越
え
る
借
区
の

一
部
と
な
っ
て
お
り
、
問
題
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

撰
定
坑
区
の
許
可
に
よ

っ
て
三
〇
万
坪
を
こ
え
る
坑
区
規
填
と
な

っ
た
忠
隈
坑

区
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
四
年

に
は
飯
塚
町
大
字
飯
塚
、
大
字
菰
田
地
域
に
増

区
す
べ
く
出
願
し
、
明
治
二
十
六
年

二
月
二
十
日
に
許
可
さ
れ
、
}
}
万
三
千
余

坪
を
増
坪
し
合
計
四
一

万

六
・

四
九
坪

と
な

っ
た

⑳
.
こ
れ
が
包
含
す
る
地

域
は
次
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

福
岡
県
筑
前
国
穂
波
郡
穂
波
村

大
字
忠
隈

(字
宮
坂
外
八
字
)

大
字
南
尾

(字
伊
勢
ケ
谷
外
五
字
)

大
字
堀
池

(字
内
畳
外

=

字
)

全
郡
飯
塚
町

大
字
菰
田

(字
小
堤
外

二
五
字
)

大
字
飯
塚

(字
六
町
筋
外
六
字
)

旧

一
町
四
村
五
八
字
の
地
域
に
拡
大
し
、

こ
れ
に
山
王
谷
の
坑
区
を
加
え
た
も

の
が
忠
隈
炭
坑

の
稼
行
鉱
区
で
あ

っ
た
。

な
お
麻
生
太
吉
は
こ
れ
に
先
だ
ち
、
明
治
二
十
三
年
八
月
に
穂
波
村
大
字
南
尾

の
六
字
に
か
か
る
南
忠
礦
山

の
借
区
を
出
願
し
た
が
却
下
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
は

撰
定
坑
区
の
南
側
に
接
続
す
る
場
所

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
撰
定
坑
区
の
西
側
接
続
地
は
穂
波
鉱
山
の
名
称
で
、
明
治
廿
四
年
八
月

一

日
に
・一
一
万
九
三
六
二
坪
九
合
の
許
可
を
得
た
。
こ
れ
は
当
初
は
野
見
山
米
吉
名

儀
で
出
願
許
可
さ
れ
て
お
り
、
後
麻
生
太
吉
が
加
名
し
て
両
者

の
供
同
借

区
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
穂
波
鉱
山
の
坑
区
に
含
ま
れ
た
地
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た

⑳
。
(

一脇一



福
岡
県
筑
前
国
穂
波
郡
穂
波
村

大
字
忠
隈

(字
桐
ノ
木
谷
外

七
字

の

一
部
、
八
反
田
外
四
字
)

大
字
堀
池

(字
ロ
ケ
坪
外
七
字

の

一
部
、
伊

ノ
坪
外
三
字
)

こ
の
穂
波
鉱
山
に
つ
い
て
は
忠
隈
炭
坑
と
合
併
す
る
こ
と
な
く
住
友

へ
売
却
す

る
ま
で
独
立
の
坑
区
で
あ
っ
た
が
、
採
掘

に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

最
終
的
な
麻
生
忠
隈
炭
坑
の
鉱
区
は
、
第
五
九
六
号
の
忠
隈
炭
坑

四

一
万

六

〇
〇
四
九
坪
と
、
借
第

二
九
三
九
号
の
山
王
谷
九
八
五
坪
三
合
を
あ
わ
せ
た
四

一

七
〇
三
四
坪
三
合
で
あ
り
、
こ
れ
に
借
第
六
八
七
八
号
の
穂
波
鉱
山

一
一
万
九
三

六
二
坪
九
合
を
あ
わ
せ
た
、
五
三
万
六

三
九
七
坪
二
合
が
住
友

へ
譲
渡
さ
れ
た
鉱

区
で
あ

っ
た
。

明
治
七
年
四
月
の
千
坪
に
満
た
ぬ
借
区
か
ら
十
九
年
足
ら
ず
の
間
に
五
百
倍
以

上
の
増
区
を
達
成

し
た
の
で
あ
り
、
鉱
区
規
模

の
面
か
ら
み
た
鉱
区
経
営
の
拡
大

は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ

っ
た
。

同
時
に
こ
の
思
隈
炭
坑
の
鉱
区
拡
大

の
過
程
は
、
麻
生
家
と
い
う
資
金
的
に
も
、

ま
た
技
術
的
に
も
、
あ
る
程
度
の
蓄
積
を
も

っ
た
土
着
鉱
業
家
が
、
地
元
の

(本

来
的
な
土
着
の
)
農
民
層
を
中
心
と
し

た
兼
業
的
な
小
鉱
業
者
を
排
除
し
て
ゆ
く

過
程
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
土
着
鉱
業
家
と
し
て
の
麻
生
家
が
、
集
積
し
た
鉱
区
を

売
却
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
央
財
閥

で
あ
る
住
友
に
代
位
さ
れ
る
そ
の
前
段
を

な
す
過
程
で
も
あ

っ
た
。

㈲

①

日
本
坑
法

(
明
治
六
年
施
行

)

で
は

「
借

区
」

な
ら
び

に

「
借

区
人
」

と
表

記
さ
れ

て
お
り

、
鉱
業
条
例

(
明
治

二
十
五
年
施
行

)

で
は

「
鉱

区
」

お
よ
び

「
鉱
業
人
」

と
な

っ
た
。
厳
密

に
は
そ
れ
ぞ
れ

に
対
応
す

る
時
期

に

お
い
て
は
、

こ
れ
に
従

っ
て
表
記
す

べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
本
稿

で
は
必
ず

し
も

こ
れ

に
従

い

区
別
し

て
表

記
し

て
い
な

い
。

②

明
治

二
十
七
年

、
住

友

へ
売
却

し
た
時
点

の
坪
数
。
な

お
穂
波
鉱
山

一
一
万

九
千
余
坪

を
含
む

。

③

麻
生
家

文
書

、
庄
屋

B
i
17
。

な
お
詳

細

は
拙
稿

「
麻
生
家
文
書
資

料
紹
介

(
そ
の
二
)
ー

石
炭
借
区
開
坑
免
許
券
証
御
渡
分
人
別
渡
帳
1

」

(
『
エ
ネ

ル
ギ

ー
史
研

究

ノ
ー
ト

』
第
六
号

所
収
)
を
参

照
さ
れ

た
い
。

④

「
第
弐

肝
階
陸
拾

騨
号

石
炭
坑

区
及
地

所
建
物
並

二
附
属
諸
器
械

物
品
売

渡

約
定
証
書

謄
本
」

(
「
忠
隈
坑
山
売

却

二
係

ル
書
類
留
」

麻
生
家
文
書

、
忠

隈
D
1

12
)
の

記
述

に
よ
る
。

⑤

麻
生

家
文
書

、
忠

隈
D
-

6
。

⑤

福
岡
県

嘉
穂
郡

穂
波

町
忠

隈
本

区
、
浅

田
新

一
郎
氏

か
ら

の
聴
き
取
り

に
よ

る
。

そ
れ
に
よ
れ

ば
、
麻
生
家

か
ら
嫁
を
迎

え
た

の
は
与
右
衛

門

で
あ

り
浅

田

家

は
忠

隈
村

の
庄

屋
を
勤

め
た
家

で
あ

っ
た
と

い
う
。
な

お
同

氏

に
よ
れ
ば
忠

隈
字
山

王
谷

は
、
現
在

の
忠

隈
カ

ン
ト
リ
ー

ク
ラ

ブ

の
ゴ

ル

フ
コ
ー
ス
内

、
筑

豊
線

に
近

い
忠

隈
二
区
公

民
館

の
裏
あ

た
り

で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ

れ

る
。

ま

た
字

宮
坂

は
住

友
忠

隈
炭
鉱

事
務
所

の
所
在

地
で
も
あ

っ
た
。

⑦

麻
生

家
文
書

、
庄
屋

B
1

29
。

⑧

麻
生
家
文
書

、
庄
屋

B
1

57
。

⑧

こ
の
点

に
関

し

て
は
、
西
村
卓

「
幕
末

・
明
治

初
年

に
お
け

る
麻

生
家
豪
農

経

営

の
分
析

」

(
修
士
論

文
)
参

照
。

⑩

こ
の
点

に

つ
い
て
、
秀
村
選

三

「
麻
生
家

の
古
文
書

」

(
「
麻

生
百
年

史

』

所
収
)

に
は
、

大
福
万

覚
帳

に
は
毎
月

正
月

十
五
日
吉
例

と

し
て
運
勢
を
占

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、

そ
の
頃
目

は
…

(
略
)

…
四
郎
石
山

、
文
吉
石
山

、
良
吉

石
山

…

(
略
)

…
等

に
分
れ

て
お
り
、
当

時

の
麻
生

家

の
経
営

が
農
業

は
勿
論

の

こ
と
、
商
売

、
櫨
実
買

入
等

を
も

な
し
、
各

地
に
石
山

を
開

か
せ
て

い
た

こ

(
お
そ
ら
く

焚
石
採
掘

へ
の
投
資

)
を
推
察

せ
し

め
る

の
で
あ
る
。

と
述

べ
ら
れ

て

い
る
。
表

雇
1

2
な

ら
び

に
表

ー

1
3
か
ら

「
文
吉

」

は
山

本

文
吉
、
「
良
吉

」
は
花
村

良
吉

で
あ

っ
た
と
も
考

え
ら
れ

る
。

「
四
郎

石
山
」

に

つ
い
て
は
未
詳

で
あ
る
が
、
あ

る

い
は
鬼
丸
清

四
郎

の
丁
場
を

さ
し

て
い
た
も

の

で
は
な
か
ろ
う

か
。

ω

こ
の
資
料

に

は
綱
分
村

ほ
か
数
村

の
分

が
記
載

さ
れ

て
い
な

い
。

02

明
治
十

六
年
十

二
月

三
十

一
日
現
在

「
鉱

山
借

区

一
覧
表

』
に
よ

る
。
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ま
た
高
野
江
基

太
郎

『
日
本
炭
礦

誌

』

(
明
治

四
十

一
年

)
に
よ
れ

ば
、
忠

隈

村

に
お
け

る
石

炭
採
掘

に

つ
い
て
、
口
碑

の
伝

え
る

と
こ
ろ
と
し

て
次

の
よ
う

に
記
し

て
い
る
。

上

七

ヘ
ダ

、
下
七

ヘ
ダ
両

層
は
、
今

を
距
る
百

五
六
十
年

前
、
村

民

の
発

見

す

る
と

こ
ろ
と

な
り
、
当
時
生

石

の
儘

に
て
、
村
民

の
燃
料

に
供

せ
ら
れ

た

る
も

の
な
り
し

と
云

ふ
、
文
政

十
年

頃
武
八

な
る
も

の
桐

の
木
谷

に
於

て
五

尺
炭
層

の
露

頭
を
発

見
し
、
村

民
藤

作
と
共

同
し

て
採
掘

し
、
生
石

の
儘
、

又

は
石
殼

と
な
し

て
販
売

せ
し
こ
と
あ
り
、
後

天
保

の
末

、
飯
塚

の
住
民
惣

一
な

る
も

の
之
を
採
掘

し
・
掃

船

に
依

り

臥
欝

若
松
地
方

に
販
売
す

る
こ

と
三
ケ
年
許

り

に
し
て
凡

そ
五
百
万
斤

を
採
掘

せ
り
、
時

の
人
其

業
を
称

し

て
船
石
山

と
呼

ぷ
、
後
文
久

三
年

の
頃
飯
塚

の
人
山

本
文

右
衛

門
亦
之

が
採

掘

を
業

と
す
る

こ
と

二
三
ケ
年

に
し
て
、
凡
そ
千

五
百
万
斤

を
採
掘

し
た
り

と
云

ふ
。

こ
れ

に
よ

る
と
忠

隈
村

で
の
石
炭
採
掘

は
宝
暦
年
間

に
さ
か

の
ぼ

る

こ
と
が

で
き

る
。

文
久

三
年

頃

に
採
掘

し
た
山
本
文

右
衛
門

は
後

の
山
本
文
吉

と
同

一

人
物

か
、
あ

る
い
は
親
子

で
あ

っ
た
と
も
考

え
ら
れ

る
。
さ
ら

に
維

新
後

の
状

況

に

つ
い

て
は
次

の
如
く

記
さ
れ

て
い
る
。

日
本
坑

法

の
実
施

に
際

し
、
村

民
等
小
字

浦

の
谷
、

を
得
、
長
崎

人
中

山
吉

谷
郎
、
福
岡
県

夜
須
郡

の

山
王
谷
に
借
区

人
吉
野
権
四
郎
等
、
之
が

受
負

掘
を
開
始

し

た
り

し
も

、
後
麻
生

太
吉
氏
専

ら
其
鉱
業
を
経

営
し

…
…

(
略
)

…
…

と
あ
る
。
中
山
吉

太
郎

に

つ
い
て
は
未
詳

で
あ

る
が
夜
須
郡

の
人
吉

野
権
四
郎

は
芳
野
権

四
郎

で
あ
り
、
詳
細

は
後
述
す

る
。

㈲

詳
細
は
後
述

(
本
章

の
2
)
。

⑳

明
治
弐

拾
弐
年

「
諸
願
伺

届
書

類
纏
」

(
麻
生
家
文
書

、
忠

隈
D
1

6
)

。

面

前
出

、
浅

田
新

一
郎
氏
談

。

㈲

詳
細

は
本
章

の

2
。

qの

麻
生

家

と
忠

隈
地
域

と
の
関
係

は
、
前

述

の
姻

戚
関

係

の
ほ
か
、
麻
生
太
吉

が
明
治
十

七
年

七
月

か

ら
十
月

ま

で
の
間

、
穂
波
郡

飯
塚
村

、
徳
前
村

、
菰

田

村

、
南

尾
村
、

堀
池
村
、

忠
隈
村

の
戸

長
の
任

に
あ

っ
た

こ
と

(
明
治
十

一
年

寅
二
月
改

『
肝
要
書
類

纏

』
麻
生

家
文
書

、
肝
要

ー
1
、
綴
込

の
履
歴
書

に
よ
る
)

も
付

記
し

て
お
く
。

㈹

(仮

題
)

『
借

区
出
願
書

類
綴

』
麻
生
家
文
書

、
忠

隈

D
1

16
、

綴
込
。

u9

同

右

。

②ω

同
右
資
料

綴
込

の
各

区

の

「
承
諾
書

」

に
よ
る
。

⑳

前
出

資
料

、
忠

隈
D

16
、
綴

込
。

㈱

同
右
、

明
治

二
十

三
年
八
月

「
石
炭
借

区
合

併
増

坪
願
」

に

よ
る
。

㈲

前
出
資
料

、
忠

隈
D

-
16
、
綴
込
。

な
お
山

王

谷

の

「
石

炭
借

区
継
年

期
願
」

は
前
出
忠

隈

D
-
6
に
綴

込

ま

れ

て

い

る

(
た
だ

し
控

と

み
ら

れ
る
)

。
な

お
山

王
谷

の
継
年
期

許
可

は
明
治

二
十

二
年

五
月

二
十

八
日
で
あ

っ
た
。

こ
の
時

の
増
坪
願

の
書
類

は

み
あ

た
ら
な

い
。
住

友
譲
渡

時

の
鉱

業
特

許
証

(
写

)
は
明
治
廿

六
年

二
月

廿
日
付

と
な

っ
て
い
る

こ
と
か
ら

こ

の
時

に
許
可

さ
れ

た
と

み
ら
れ
る
。

あ
わ
せ

て
明
治

二
十
四
年

四
月

一
日
付

の
飯
塚

町
大
字

飯
塚

な
ら
び

に
大

字
菰

田
の
地
元
承
諾
書

が
残

っ
て
お
り
、
出
願

は
二
十
四
年

中

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
。
そ
れ

ぞ
れ

の
資
料

は
、

『
忠

隈
坑
山

売
却

二
係

ル
書

類
留

』
麻
生

家
文
書

、
忠
隈

D
-

12
、

な
ら
び

に
前
掲

忠

隈
D
1

16
に
綴
込

ま

れ

て
い
る
。
な
お

こ
の
時

の
増

坪
地

に
は
山

王
谷

の
借

区

と
の
間

に
あ
る
間

隔

地
も
含

ま
れ

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

⑳

前
出
資

料
、
忠

隈
D
1

12
の
記
述

に
よ

る
。

2
、

経
営
の
変
遷

①

初
期
の
忠
隈
炭
坑

明
治
十
年
代
前
半
ま
で
の
忠
隈
に
お
け
る
石
炭
採
掘
の
状
況
に
っ
い
て
は
判
然

と
し
な
い
。
明
治
七
年
に
許
可
さ
れ
た
山
王
谷
お
よ
び
宮
坂
の
両
借
区
は
、
そ
の

鉱
区
坪
数
か
ら
み
て
も
狸
掘
り
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

山
王
谷
の
分
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
四
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
大
塊
石
炭

の
採

掘
に
関
す
る
積
書
が
あ
る
。
麻
生
が
川
辺
と
い
う
者
に
出
資
を
う
な
が
し
た
も
の

と
み
ら
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
当
時

一一



は
こ
の
見
積
り
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う

な
形
態
で
の
採
掘
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

記
①

筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村

字
山
王
谷

筑
前
国
嘉
麻
郡
立
岩
村

一
、
石
炭
礦

借
区
千
坪

磧
主

麻
生

末
吉

此
石
炭

ハ
五
尺
ト
云
フ
石
炭

ニ
シ
テ
現
石
丈
ケ
五
尺
上
等
石
炭
也

此
外
坑
業
着
手

二
至
レ
ハ
弐
百
坪
位

ハ
願
増
之
見
込

、

石
炭
礦

売
払
代
価
及
諸
費
金
見

込
左
之
通

石
炭
大
塊
壱
万
斤

此
代
価
凡
見
込
弐
拾
七
円

右

ハ
方
今
若
松
港

二
於

テ
売
払
ノ
見
込

内
訳

金
弐
円
七
十
銭

右
ハ
建
・
晦

丈
霧

。
十
二
丈
及
麗

仕
居
烹

臥
豪

併
二
坑
内

ノ
修
繕
費
見
込

金
四
円

右

ハ
掘
出
賃
見
込

〃
八
拾
銭

右
ハ
地
床
料
及
村
撃

見
込

〃
壱
円
五
銭

右

ハ
坑
ロ
ヨ
リ
川
端
迄
諸
世
話
役
給
料
見
込

小
以
金
拾
弐
円
七

〃
三
円
五
十
銭

右

ハ
坑
ロ
ヨ
リ
川
端
川
舟
積

入
迄
諸
費
井

二
賃
金
詳
二
鉄
道
費
見
込

〃
七
拾
銭

右

ハ
水
揚
器
械
代
見
込

小
以
金
拾
弐
円
七
十
五
銭

此
分
資
本
金
ト
可
相
成
分

〃
弐
円
五
十
五
銭

右

ハ
坑

口
受
取
高

ヨ
リ
売
払
迄
凡
二
割
欠
失
見
込

〃
六
円
五
十
銭

右

ハ
川
舟
運
賃
川
端
ぐ

若
松
迄
運
送
費
見
込

〆
金

二
十

一
円
三
十
銭

気

残
テ
金
五
円
二
十
銭

益
金

此
益
金
ノ
分
二
資
本
金
弐
万
円
利
子
ヲ
引
去
候
事

一
、
石
炭
大
塊
三
千
万
斤

右

ハ
壱
ケ
年
初
年

一
ケ
年
堀
出
見
込
追
年

二
相
成
候

ハ
、

一
ケ
年
二
付

五
千
万
斤
る

六
七
千
万
斤
位

ハ
堀
出

ス
見
込
也

此
資
本
金
三
万
八
千

二
百
五
十
円

此
分
前
二
記
聾

シ
タ
ル
壱
万
斤
論

魁

一発

難

鑛

ノ

》
≧
ミ
～
く
≧

現
金
金

此
処

二
資
本
金
弐
万
円

右
御
操
出
被
下
候

ハ
㌧
余

ハ
繰
返
シ
ニ
テ
相
済
候
運
候
見
込

右
石
炭
大
塊
凡
見
込
二
御
座
候
也

賀
郎

麻
生

太
吉

≧

ミ

十
四
年
十
二
月
廿
二
日

川

辺

様

一
年

間

に
約

三
千

万

斤

を

採

掘

販

売

す

る

予

定

で
見

積

ら

れ

た
数

字

で

あ

る

が

、

機

械

設

備

の
内

容

な

ど

も

不

明

で
、

ど

の
程

度

の
鉱

業

経

営

内

容

で

あ

る

の
か

は

あ
き

ら

か

で

は

な

い
が

、

資

本

金

の

三
万

八
千

余

円

は

や

や
過

大

で

は

な

い
か

と

思

わ

れ

る

。

な

お

こ

の
資

料

か

ら
作

成

し

た
各

費

目

の
構

成

比

を

、
表

Ⅲ

ー

4

に



表il-4石 炭 大塊1万 斤 採 掘 見積

%
10.0

14.8

5.0

5.9

13.0
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%
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(58.5)

%
21.2

51.4

6.5

8.2

27.5

5.5

100.0
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岡出賃

水揚器械代

小 計

円 銭

2.70

4.00

80

1.05

5.50

70

12.75

8.5

24.1
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100.0
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川麗運賃
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6。50

21.80

100.0若松売価27.00
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掲
出
し
た
。
山
王
谷
の
借
区
に
つ
い
て
明
治
十
六
年

の
工
部
省
鉱
山
課
の

『
鉱
山

借
区

一
覧
表

』
に
は
・
産
鉱
高
三
、二
〇
〇
〇
、○
(斤
)と
あ
り
、
実
際
に
は
こ
の
見
積

り
に
あ
る
よ
う
な
形
態
で
の
採
掘
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
同

資
料
で
は
浅
田
金
太
郎
の
宮
坂

に
お
け
る
借
区
に
つ
い
て
は
産
鉱
高
の
記
載
が
な

く
、
採
掘
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
思
わ

れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
千
坪
程
度

の
借
区

で
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
採
掘
量
を
期
待
し

て
も
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
坑

業
着
手

二
至
レ
バ
一.一
膏
坪
位

ハ
願
増
之
見
込
」
と
い
う
程
度
で
あ
れ
ば
、
当
時
の

麻
生
家

の
鉱
業
経
営

に
対
す
る
感
覚
は
、
鉱
区
規
模
で
み
る
か
ぎ
り
、
旧
来
の
狸

掘
的
な
も
の
か
ら
ぬ
け
だ
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
麻
生
家
に
と

っ
て
本
格
的
な

近
代
炭
鉱
と
な

っ
た
絵
田
坑
の
着
手

は
こ
れ
よ
り
三
年
後
の
明
治
十
七
年
か
ら
で

あ
り
、
こ
の
二
、
三
年
に
そ
の
経
営
規
模
は
大
き
く
拡
大
す
る
方
向
に
進
ん
だ
と

い
え
る
。

明
治
十
五
年
に
は
、
麻
生
徳
兵
衛

(麻
生
太
吉

の
叔
父
)
の
山
王
谷
荒
塊
炭
の

買
取
の
定
約
証
が
あ
る
。
宛
名
は
忠
隈
村
村
民
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
村
民
か

ら
麻
生
家
が
山
王
谷
の
石
炭
を
買
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
山
王
谷
の
採
掘
を

麻
生
家
で
は
な
く
村
民
が
行
な
い
、
そ
れ
を
麻
生
家
が
買
受
け
て
若
松
で
の
売
却

を
行
う
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
は
な
い
が
こ
の
定
約

証
は
次
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

定

約

証
⑫

忠
隈
村
字
山
王
谷
荒
塊
石
炭
ボ
タ
粉
ナ
シ
正
斤
受
取
飯
塚
宮

ノ
前
弄
二
水

守
宮
社
内

ニ
テ
壱
万
斤

二
付
代
価
九
円

二
相
定
メ
買
取
候
処
相
違
無
御
座
候

事

但
シ
粉
ボ
タ
有
之
候
分

ハ
取
除
ケ
粉
石
炭
壱
万
斤

ニ
ッ
キ
四
円
五
拾
銭

相
渡
可
申
候
尤
粉
石
炭
十
分
有
之
候
時

ハ
無
代
価
之
事

一
右
買
取
石
炭
代
金
即
日
相
渡
候
事

但
シ
間
通
帳
ヲ
モ
ツ
テ
日
々
計
算
之
上
相
渡
候
事

一
天
気

ノ
都
合

二
依
テ
岡
出
シ
相
成
兼
山
所

ニ
テ
前
貸
候
石
炭
代
金
之
分

ハ

一
ケ
月

二
付
利
子
弐
歩
宛
相
加
へ
岡
出

シ
石
炭
代
金
ヨ
リ
計
算
候
事

但
シ
岡
出
シ
石
炭
請
取
之
上
代
金
相
調
不
申
時

ハ
}
ケ
月

二
ツ
キ
利
子

弐
歩
ヲ
相
加

へ
相
渡
可
申
候
事

一
右
買
取
石
炭
代
金
飯
塚
字
宮
ノ
前

二
テ
壱
万
斤

ニ
ッ
キ
九
円
買
取
無
之
候

様
石
炭
代
価
下
落
候
時

ハ
買
入
定
約
直
段
九
円
之
分
ヲ
双
方
協
議
之
上
代

価
相
減

シ
又

ハ
御
堀
方
御
見
合
之
事

但
シ
弐
拾
円

ヨ
リ
高
値

二
相
成
廿
三
円
迄

ハ
三
円
之
三
歩

ノ

「
ヲ
定
約

直
段
ノ
外

二
御
渡
可
申
弐
拾
三
円
以
上

二
相
成
候
時

ハ
弐
拾
三
円
以
上

一
57

一



ノ
高
直
ノ
分
十
分
ノ
四
ヲ
相
渡
可
申
候
事

』
石
炭
若
松
港

二
テ
弐
拾
円
迄

ハ
右
約
定
通
リ
壱
万
斤

ニ
ッ
キ
代
金
九
円
相

渡
候
事

但
シ
弐
拾
円

ヨ
リ
高
直

二
相
成
弐
拾
三
円
迄

ハ
三
円
ノ
三
分

ノ
壱
ヲ
定

約
直
段
ノ
外

二
御
渡
可
申
弐
拾

三
円
以
上

二
相
成
候
時

ハ
弐
拾

三
円
以

上
ノ
高
直
ノ
分
十
分
ノ
四
ヲ
相
渡
可
申
候
事

}
石
炭
買
取
高

ハ
一
ヶ
月

二
ツ
キ
十

三
万
斤
ト
相
定
メ
候
尤
都
合

二
ヨ
リ
五

万
斤
ノ
増
減

ハ
且
手
タ
ル
ヘ
キ
事

右
之
通
リ
約
定
相
違
無
御
座
候
為
後
年
印
紙
貼
用
証
人
相
立
依
テ

「
証
如
件

嘉
麻
郡
立
岩
村

麻
生

徳
兵
衛

同
村

証
人

明
治
十
五
年
何
月

日

穂
波
郡
忠
隈
村

(棒
書
は
原
資
料

の
ま
ま
)

行

な

っ

て

い

た

と

い
う

こ

と
。

次

に
そ

の
買

受

価

格

が

一
定

し

て

は

い
た

も

の

の
、

若

松

炭

価

に
応

じ

て
村

民

側

へ

の
配

慮

が

な

さ

れ

て

い
る

と

い

う

こ

と

で
あ

る
。

以

上

の

こ

と

か

ら

さ

ら

に
推

察

す

る

と

、

忠

隈

村

民

は

自

ら

採

掘

す

る

こ
と

を

望

ん
で
お
り
、
麻

生

家

の
借

区

で

の
採

掘

を
行

な

う

一
方

で
、

採

出

炭

の
売

捌

き

を
村

民

の

み

で
は

な

し

得

ず

、

麻

生
家

の
手

を

通

し

て
行

な

お
う

と

し

て

い
た

の

で
は

な

い

だ

ろ

う

か

@

。

し

た

が

っ

て

こ

の
定

約

は

、
忠

隈

村

民

と
麻

生

家

の
、
換

言

す

れ

ば
在

来

の
農

業

(
農

民

)

と

そ

こ

に
進

出

し

て
く

る

鉱

業

(
鉱

業

家

)

と

の
対

坑

関

係

の
中

で

の

ひ

と

つ
の
妥

協

と

し

て
想

定

し
得

る

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

村

方

と

し

て
は

村

内

の

石
炭

採

掘

に

よ

る
鉱

害

の
憂

慮

、

な

ら

び

に
自

村

内

の
石

炭

採

掘

に

ょ

り

生

ず

る
利

得

の
分

配

あ

る

い

は
独

占

を

め

ざ

し

て
、

村

民

自

ら

が

採

掘

に
従

事

せ

ん

と

し

た
も

の

と

も

考

え

ら

れ

る
。

し

か

し

な

が

ら

村

民

側

に

村

民

以

外

の
採

掘

を
排

除

し

た

い

と

す

る

意

向

が

あ

っ
た

と

し

て
も

、

資

金

、

技

術

、

あ

る

い

は
流

通

と

い

っ

た
側

面

か

ら

、

必

然

的

に
麻

生

家

の
よ

う

な

、

あ

る

程

度

の
蓄

積

を

も

っ
た
鉱

業

者

の
進

出

を

さ

け

ら

れ

な

く

な

っ

て

い

っ
た

と

み

ら

れ

る
缶

。

む

し

ろ

こ

の
よ

う

な

役

割

を
果

す
者

な

く

し

て

は
村

方

の

み

で

の

石
炭

採

掘

が

な

り

立

た

な

か

っ
た

と

考

え
ら

れ

る

。
忠

隈

の
場

合

に

は

さ

ら

に
進

ん

で
村

内

の
石

炭

採

掘

か

ら
地

元
農

民

層

が
完

全

に
排

除

さ

れ

て
、

有

力

な
土

着

鉱

業

家

と

し

て

の
麻

生

家

に

よ

っ

て
代

位

さ

れ

、

さ

ら

に

は

機

械

化

、

経

営

の
拡

大

を
伴

な

っ

て
鉱

区

の
拡

大

・
集

積

が
推

し
進

め

ら

れ

て

い
く

の

で
あ

る
。

村

方

と
麻

生

家

と

の
対

抗

関

係

と

、

そ

の
過

程

の
申

で

の
必

然

的

帰

結

と

し

て

の
麻

生

家

の
忠

隈
炭

坑

へ
の
進

出

は

、

明

治

十

六

年

以

降

の
両

者

の
関

わ

り

の
中

で

一
層

明

確

に

さ

れ

て

い
く

。

一一

宛
名
と
証
人
の
記
載
が
な
く
控
あ
る

い
は
案
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
忠

隈
村
民
と
の
問
に
こ
の
定
約
が
履
行
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
麻
生
家
は
麻
生
末
吉
名
儀
の
借
区
に
お
い
て
、
忠
隈
村

村
民
に
石
炭
の
採
掘
を
さ
せ
、
そ
の
採
出
炭
を
麻
生
徳
兵
衛
が
買
受
け
て
売
捌
を

②

明
治
十
六
年

に
お
け
る
村
方
と
の
定
約

明
治
十
六
年

一
月
、
麻
生
賀
郎

(麻
生
太
吉

の
父
)
と
前
述
の
徳
兵
衛
は
忠
隈

村

で

「
村
内
不
残

」
借
区
出
願
す
る
た
め
に
村
方
に
示
談
、
承
諾
を
得
、
次

の
よ

う
な
約
定
を
か
わ
し
た
。
④



約

定

証

穂
波
郡
忠
隈
村
字
山
王
谷

ヨ
リ
南
尾
堺
並

二
菰
田
堺
堀
池
堺
迄
五
尺

石
炭
村
内
不
残
石
炭
御
堀
方

二
付
借
区
願
之
儀
及
御
示
談
候

二
付
村
中

承
諾
致

シ
堀
方
委
托
候

二
付
別
紙

承
諾
証
相
渡
置
候
条
然

ル
上
ハ
何
時

ニ
テ

七
借
区
出
願
之
上
御
堀
方
可
被
成
候
為
後
年
左
之
通
約
定
候
事

第
壱
条

右
石
炭
器
械

ニ
テ
堀
方

二
相
成
候
分

ハ
坑
口
壱
万
斤

二
付
金
拾
壱
銭
宛
村
益
御

渡
可
被
成
候
尤
モ
是
迄
之
通
御
堀
方
之
分

ハ
壱
万
斤
二
付
金
三
拾
銭
宛
御
渡
シ

可
被
成
候
事

但
右
村
益
金

ハ
其
年
分
毎
年
六
月

八
月
十
二
月
三
度

二
御
渡
可
被
成
候
事

第

二
条

}
右
村
益
金
前
借
ト
シ
テ
借
区
出
願
之
際
金
百
三
拾
円
無
利
息

ニ
テ
御
渡
相
成

候
事
最
モ
返
却
方

ハ
村
益
金
デ
立
用

ス
ル
事

第
三
条

一
坑

口
明
方
之
地
所

ハ
熟
談
之
上
相
当
之
代
価
ヲ
モ
ツ
テ
御
買
取
可
被
成
候
事

第
四
条

一
石
置
場
其
他
新
道
等
之
分
御
堀
方

二
付
御
入
用
之
地
所

ハ
何
レ
之
処

二
相
成

候
ト
モ
地
主

ニ
ヲ
イ
テ

無
之
尤
モ
附
口
米
是
迄
之
分
五
歩
ヲ
増

シ
警
ハ

壱
俵

ナ
レ
バ
壱
俵
五
歩
ト
相
定
メ
山
林
ナ
レ
ハ
立
木
根
切
之
分
相
当

ノ
代
金

御
渡
可
被
成
候
野
山
等

ハ
御
渡

二
不
及
候
事

第
五
条

一
石
炭
堀
方
中
田
畑
舞
ホ
ギ
清
水
出
溜
有
之
時

ハ
地
主
熟
談
之
上
相
当
之
代
金

御
渡
可
被
成
候
事

第
六
条

一
五
尺
石
炭
之
分
モ
ヤ
ケ
崎
ニ
テ
浜
焚

二
不
相
成
分

ハ
石
か
ら

二
焼
立
候
時

ハ

承
諾

二
相
成
候
事

右
之
通
約
定
致
候
処
相
違
無
之
候
後
年

ノ
タ
メ
印
紙
貼
用
因
テ

一
証
如
件

穂
波
郡
忠
隈
村
人
民
惣
代
地
主
惣
代

宮
島
武
四
郎

宮
島

儀
蔵

浅
田

次
作

加
来

用
作

浅
田
平
三
郎

浅
田

吉
作

山
本
茂
三
郎

明
治
十
六
年
未

一
月
十
日

嘉
麻
郡
立
岩
村

麻
生

賀
郎
殿

麻
生
徳
兵
衛
殿

こ
の
約
定
に
よ
り
麻
生
家
は
忠
隈
村
内
は
い
つ
で
も
出
願
し
て
借
区
を
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
採
掘

の
対
象
は
五
尺
炭
で
あ
り
「
上

等
」
の
炭
質
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
約
定
証
で
注
目
す
べ
き
は
、
前
書

に

お
い
て
、
「
借
区
願
之
儀
及
御
示
談
候

二
付
村
中
承
諾
致

シ
堀
方
委
托
候

二
付

」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
麻
生
家
に
対
し
「
堀
方

」
を
「
委
托

」
す
る
と
い

う
表
現
は
す
な
わ
ち
本
来
的
に
は
村
民
に
お
い
て
採
掘
す
べ
き
も
の
と
い
う
考
え

方
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
村
内
に
埋
蔵
す
る
石
炭
に
つ
い
て
は
村
民
に
そ
の
所
有
権

が
あ
る
ー

鉱
山
心
得
書
以
来
の
鉱
物
の
政
府
所
有
と
い
っ
た
法
的
規
定
の

い
か
ん

を
問
わ
ず
、
村
民
の
意
識
と
し
て
ー

と
す
る
立
場
に
立

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

村
益
金

の
根
拠
は
こ
こ
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
麻
生

家
側
か
ら
村
方

に
差
入
れ
た
「
定
約
証

」

(写
あ
る
い
は
控
)

の
前
書
の
文
言
と

比
較
す
る
と
き
一

層
明
確
に
な
る
・
す
な
わ
ち
・

「
御
村
方
地
内
有
限

リ
震

堀

方
仕
度

ニ
ッ
キ
及
示
談

二
候
処
御
承
諾

二
相
成
借
区
願

ニ
ッ
キ
承
諾
証
御
渡

二
相

成
候

」
と
あ
り
、
単
に
石
炭
を
堀
り
た
い
の
で
示
談
し
た
と
こ
ろ
承
諾
さ
れ
た
、

と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
理
解
の
相
違
が
石
炭
採
掘
に
対
す
る
地
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元
村
方
と
麻
生
家
と
の
対
抗
の
内
実
で
あ

っ
た
。
村
益
金

の
割
合
が
「
器
械

」
導

入
の
場
合
に
比
較
し
て
従
来
の
堀
方
に
よ
る
場
合
が
三
倍
近
く
に
な

っ
て
い
る
こ

と
は
、
村
益
金

の
総
額
と
出
炭
量
と
を
勘
案
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る

に
難
く
な
い
し
、
ま
た
麻
生
家
と
し
て
も
、
機
械
設
備
を
導
入
し
た
本
格
的
な
炭

鉱
経
営
計
画
を
も

っ
て
村
方
の
承
諾
を
と
り

つ
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
十
八
年
に
至
る
ま
で
、
実
際
に
は
麻
生
家

か
ら
忠
隈
村

地
内

の
借
区
出
願
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま

で
あ

っ
た
。
恐
ら
く
は
麻
生
家
と
し
て
は

明
治
十
七
年
か
ら
着
手
し
た
と
さ
れ
る
鯰
田

炭
坑
の
創
設
と
経
営
に
専
心
し
た
た

め
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鯰
田

炭
坑
は
明
治
十
八
年
の
段
階
で

一
万
七
千
余
坪

の
借
区
に
二
百
尺

の
竪
坑

を
堀
鑿

し
、
蒸
気
ポ
ン
プ
二
台
を
利
用
し
て
排
水
し
、
人
力

に
よ
る
坑
内
鉄
道
と

竪
坑
で
の
蒸
気
捲
上
げ
を
採
用
、
坑
口
か
ら
川
端
ま
で
五

二
〇
間

の
人
力

に
よ

る
鉄
道
を
利
用
す
る
計
画
の
上
申
書
を
出
し
て
お
り
、
明
治

二
十
年
に
は
ほ
ぼ
達

成
し
た
。
麻
生
家

に
と

っ
て
は
初
め
て
の
本
格
的
な
近
代
的
大
炭
鉱
と
な
る
も
の

で
あ

っ
た
。

⑤

明
治
十
八
年
に
お
け
る
村
方
と
の
定
約
と
そ
の
後
の
麻
生
家

の
対
応

麻
生
家
は
明
治
十
六
年
に
村
方
か
ら
村
内
全
域

に
お
け
る
借
区
出
願

の
承
諾
を

得
な
が
ら
出
願
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
村
方
は
山
王
谷
関
係
の

田
畑

の
麻
生
所
有
分
を
買
取
り
、
村
民

の
宮
島
儀
蔵
が
村
内
を
の
こ
ら
ず
借
区
す

る
こ
と
に
し
て
、
麻
生
家
と
の
間
に
次

の
よ
う
な
定
約
を
と
り
結
ん
だ
。

一

穂
波
郡
忠
隈
村
地
内
含
有
之
五
尺
ト
称

ス

大
塊
石
炭

八
拾
万
斤

但

シ
此
大
塊
石
炭

ハ
或

ハ
八
尺

ト
モ
言
忠
隈
村
地
内

二
含
有
之
石
炭

ニ
テ

ハ
第

一
等
ノ
大
塊
石
炭
也

内

大
塊
石
炭
拾
万
斤

右

ハ
明
治
十
八
年
三
月
廿
日
限
リ
穂
波
郡
飯
塚
村
字
東
町
川
端
積
入
場

二

於
テ
相
渡
約
定

大
塊
石
炭
拾
万
斤

右

ハ
明
治
十
八
年
七
月
廿
日
限
り
穂
波
郡
飯
塚
村
字
東
町
川
端
積
場

ニ
テ

相
渡
約
定

同

拾
万
斤

右

ハ
明
治
十
八
年
十

一
月
廿
日
限
り
右
積
場

ニ
テ
相
渡
約
定

同

拾
万
斤

右

ハ
明
治
十
九
年
三
月
廿
日
限
り
右
積
場

ニ
テ
相
渡
約
定

同

拾
万
斤

右
明
治
十
九
年
七
月
廿
日
限
リ
右
積
場
ニ
テ
相
渡
約
定

同

拾
万
斤

右
明
治
十
九
年
十

一
月
廿
日
限
リ
右
積
場
ニ
テ
相
渡
約
定

同

拾
万
斤

右
明
治
廿
年
三
月
廿
日
限
り
右
積
場
ニ
テ
相
渡
約
定

同

拾
万
斤

右
明
治
廿
年
七
月
廿
日
限
リ
積
場

ニ
テ
相
渡
約
定

一
金
弐
百
八
拾
弐
円
七
拾
六
銭

右

ハ
忠
隈
村
百
八
番
地
田
九
畝
拾
五
歩
百
拾
六
番
地
五
畝
六
歩
百
拾
五
番
地

田
九
畝
拾
五
歩
百
拾
番
地
七
畝
歩
百
拾
壱
番
田
壱
反
弐
畝
三
歩

百
三
拾
六
番

地
畠
四
畝
拾

五
歩
百
拾
七
番
地
田
六
畝
弐
拾
壱
歩
百
拾
四
番
地

田
壱
畝
三
歩

之
田
畑
代
金

ニ
シ
テ
今
般
右
代
金

ニ
テ
買
取
候
分

内

金
百
四
拾
壱
円
三
拾
八
銭
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内

金
百
円

本
日
相
渡

全
四
拾
壱
円
三
拾
八
銭

明
治
十
八
年
二
月
限
り
相
渡

ス
定
約

金
百
四
拾
壱
円
三
拾
八
銭

右

ハ
明
治
十
八
年
四
月
三
十
日
限
り
相
渡
約
定

右
田
地

ハ
前
記
之
金
員
妾
皆
御
渡
申
タ

ル
上
地
券
之
名
前
換
可
申
受
依
之
明
治

十
八
年

一
月
廿
六
日
付
之
貴
殿
ヨ
リ
確
証
御
指
入
之
分
正

二
受
取
置
申
候
事

右
大
塊
石
炭

ハ
忠
隈
村
字
山
王
谷
九
百

八
拾
五
墨

。
石
炭
借
区
虫貝
殿
御
免
許

之
分
及
忠
隈
村
地
内
不
残
石
炭
借
区
御
出
願
之
儀
定
約
仕
置
候
処
今
般
熟
談
之

上
前
額
之
大
塊
石
炭
相
渡
シ
及
右
借
区

二
関
シ
御
買
入
之
田
畑
前
記
之
代
金
ヲ

以
今
般
買
取
候
約
定
致

シ
今
般
忠
隈
村
地
内
不
残
宮
嶋
儀
蔵
借
区
出
願
致

シ
候

条
就
テ
ハ
前
期
日
之
通
金
員
及
石
炭
共

屹
度
可
相
渡
候
若
万

一
期
日
二
至
リ

一

日
ニ
テ
モ
延
引
候
時

ハ
左
出
願
ナ
シ
タ

ル
借
区
及
譲
受
タ
ル
借
区
貴
殿
之
引
渡

可
申
候
尤
坑
業

二
関
ス
ル
器
械
及
鉄
道
其
也
小
屋
等

二
至
ル
迄

一
切
仕
構
之
儘

引
渡
申
候
就
テ
ハ
期
日
延
引
セ
シ
時

ハ
直

二
御
坑
業
可
被
成
候
為
後
日
確
証
指

入
置
候
処
如
件

但
石
炭
及
金
員
渡
方

一
日
ニ
テ
モ
延
引
ニ
テ
借
区
引
渡
之
際

二
至
リ
候
時

ハ

採
出
石
炭

ハ
壱
斤
タ
ル
共
売
却
不
致
若
売
却
セ
ン
ト
セ
シ
時

ハ
御
指
留
可
被

成
候
尚
又
借
区
御
引
受
後
タ
ル
共
村
補
地
補
等
不
申
受
候
事

附
タ
リ
前
記
載
之
大
塊
石
炭
期
日

二
至
リ
坑
内
非
常

ノ
為
メ
採
出
石
炭
無

之
時

ハ
御
猶
予
被
成
下
度
候
事

穂
波
郡
忠
隈
村
人
民
惣
代

宮 浅 加 宮
島 田 来 島
武 平
四 三 要 儀
郎 郎 作 蔵

明
治
十
八
年

一
月
廿
六
日

嘉
麻
郡
立
岩
村

麻
生

浅
田

吉
作

浅
田

次
作

山
本
茂
三
郎

太
吉
殿

貼
紙
下

、

麻
生
賀
郎
と
太
吉
の
連
名
)

 

こ
の
確
証
は
正
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
跡
は
麻
生
太
吉

の
も
の
で
あ
る
。

麻
生
太
吉
は
山
王
谷
か
ら
撤
退
し
、
さ
ら
に
忠
隈
村
内
で
の
借
区
出
願
も
断
念
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
見
返
り
と
し
て
麻
生
側
は
村
方
に
か
な
り
き
び
し
い
条

件
を
要
求
し
た
。
そ
れ
は
大
塊
石
炭
八
〇
万
斤
を
麻
生
太
吉

に
渡
す
の
み
な
ら
ず
、

万

一
期
日
に
遅
れ
た
場
合
は
山
王
谷
の
借
区
は
も
と
よ
り
、
村
方
の
宮
島
儀
蔵
の

借
区
し
た
分
に
つ
い
て
も
麻
生
家
の
手
に
移
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
か
か

る
事
態
忙
至

っ
た
場
合
に
は
麻
生
家
の
炭
鉱
経
営
に
対
す
る
村
補
金
、
地
補
金
の

免
除
ま
で
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
忠
隈
村
村
民
と
し
て
は
十
六

年
に
麻
生
家
の
借
区
出
願
に
承
諾
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
今
回
の
村
か
ら

の
出
願
に
際
し
て
は
、
麻
生
家
か
ら
の
き
び
し
い
条
件
を
の
む

こ
と
に
な

っ
た
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
に
み
た
よ
う
な
、
き
び
し
い
条
件
を
の

ん
で
も
、
村
方
で
は
自
村
内

の
石
炭
採
掘
を
進
め
よ
う
と
す
る
村
民
の
姿
勢
を
み

せ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
興
味
深
い
。

麻
生
太
吉
は
村
方

の
意
向
を
い
れ
忠
隈
村
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
に
し
た
と
思
わ

れ
る
。
山
王
谷
の
借
区
券

の
名
儀
書
換
に
つ
い
て
は
、
麻
生
太
吉
も
そ
の
意
向
を

も

っ
て
い
た
も
の
の
、
借
区
坪
数
の
更
正
中
で
郡
役
所
に
進
達
中
で
あ
っ
て
㊤
直
ち

に
書
換
え
ら
れ
ず

に
終

っ
た
。

忠
隈
村
で
は
、
宮
島
儀
蔵
を
中
心
に
石
炭
採
掘
の
実
施
を
計
画
し
て
い
た
が
、

実
際
に
は
着
手
に
ま
で
な
か
な
か
至
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
さ
き

の
約
定

に
よ
る
石

炭
八
〇
万
斤
の
麻
生
家

に
対
す
る
払
渡
や
、
山
王
谷
の
土
地
代
金
残
金

の
支
払
に
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も
影
響
が
出
て
来
た
。
明
治
十
八
年
五
月

二
十
日
付
の
麻
生
太
吉

に
宛
そ

た
宮
島

儀
蔵

の
書
簡
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
昨
日
石
炭

ノ
件

二
付
罷
出
候

未
施
之
事
件
六
ヵ
月

二
相
成
既
二
浅
田
金
太
郎
借
区
ハ
油
ロ

ノ
権
限

二
相
成

候
様
尚
約
定
ノ
石
炭
及
田
地
金
分
ヲ
モ
今
程

二
相
運
ヒ
候
道
見
付
不
申
依

テ

此

ノ
件
タ
ル
ヤ
大
事
件
ト
愚
考
仕
候

(略
)宮

島

儀
蔵

十
八
年
五
月
二
十
日

立
岩
村
役
場

ニ
テ

麻
生

太
吉
様

か

か

る

状

況

に

お

い

て
は

、

村

方

で
借

区

出

願

し

て
石

炭

採

掘

を

行

な

お

う

と

し

た

も

の

の
、

思

う

に
ま

か

せ
ず

、
麻

生

家

と

の
約

定

を
履

行

す

る

こ

と

が

可
能

で

あ

る

か

ど

う

か
懸

念

を

も

っ
て

い
る

。

村

方

と

し

て

は
麻

生

家

の
稼

行

が
当

面

期
待

で
き

な

い
と

こ
ろ

か
ら

、

あ

え

て

前

記

の

よ
う

な
約

定

を

結

び

、

村

方

自

身

の
借

区

出

願

と

い
ヶ

形

へ
移

行

し
得

た

の

で

あ

っ
た

が

、
採

炭

そ

の
も

の

に

つ

い

て
は

自

稼

行

す

る

つ
も

り

で

あ

っ
た

の

か

ど

う

か

に

つ

い

て
判

然

と

し

な

い
。

し

か

し
村

方

と

し

て

は

石

炭

採

掘

そ

の
も

の

に

つ
い

て

は
決

し

て
敵

対

す

る

も

の

で
は

な

か

っ
た

し

、

む

し

ろ
推

進

す

る

立

場

を

と

っ
て

い

た

こ
と

が
、

こ

の
経

過

か

ら

み

て

と

る

こ
と

が

で
き

よ

う

。

七

月

に
至

り

忠

隈
村

は

石

炭

採

掘

を
夜

須

郡

隈

江

村

の
芳

野

と

い
う

人

物

に
托

す

こ
と

を
麻

生

太

吉

に
伝

え

て
き

た

σ

。

兼
テ
御
相
談

ノ
石
炭

ノ
件
昨
日
夜
須
郡
隈
江
村
芳
野
延
右
衛
門
外
壱
名
μ
口

渡
約
定
仕
候
得
共
是
モ
定

メ
テ
中
山

ノ
営
業
位
ト
愚
考
仕
候
間
先
日
綿
幸

ニ

テ
御
相
談
申
上
候
通
御
承
諾
奉
希
候
尚
石
炭
八
拾
万
斤
ロ
バ
本
年
八
月
廿
日

十
万
斤
十

一
月
廿
日
拾
万
斤
十
九
年
廿
年

一二
二
月
七
月
十

一
月

ノ
三
度

二
償

却
ノ
約
定
受
取
申
候
依
テ
村
方

ノ
協
議
候
処

二
吉
作
共
サ
ン
セ
イ
奉
懇
願
候

尚
山
王
谷

ノ
委
仕
状
私

ヨ
リ
別
紙
通
差
入
候
様
手
続
可
被
下
候
追
約
定
証

ハ

四
通
御
見
通
シ
可
被
下
候
此
段
伏
飛
脚
ヲ
以
テ
奉
依
頼
候
也

忠
隈
村宮

島

儀
蔵

加
来

用
作

七
月

一
日

麻
生
太
吉
様

芳
野
が
採
掘
に
従
事
す

る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
麻
生
家
に
対
す
る
石
炭
渡
の
件

も
目
途
が

つ
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
を
も

っ
て
忠
隈
村
の
村
民
自
身
に
よ
る
石

炭
採
掘
は
終
り
を
告
げ
た
。
明
治
二
十

一
年
に
自
村
内
で
の
借
区
権
を
正
式
に
失

う
以
前
に
、
実
体
と
し
て
は
結
果
的
に
自
村
内
で
の
石
炭
採
掘
か
ら
自
ら
を
排
除

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
芳
野
と
村
方
、
芳
野
と
麻
生
の
間
に
ど
の
よ
う
な
定

約
が
な
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
麻
生
に
渡
す
こ
と
に
な

っ
て
い
た
石
炭

八
〇
万
斤
に

つ
い
て
は
芳
野
と
村
方
と
の
約
定
に
お
い
て
再
度
期
日
を
定
め
ら
れ
、

芳
野
か
ら
麻
生

へ
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

④

芳
野
権
四
郎

の
忠
隈
炭
坑
経
営
と
麻
生
太
吉
の
参
加
引
継
ぎ

明
治
十
八
年
七
月
よ
り
忠
隈
炭
坑
の
経
営
を
引
受
け
た
の
は
、
夜
須
郡
隈
江
村

の
芳
野
権
四
郎
で
あ
っ
た
。
し
か
し
芳
野
の
着
手
か
ら
間
も
な
く
十
月

に
麻
生
太

吉
の
参
加
を
み
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
は
「
権
四
郎
及
文
太
郎
0ー
ノ
云
フ
処

二
委
レ

バ
忠
隈
坑
山
坑
業
中
十
八
年
十
月

ヨ
リ
貴
下

(麻
生
太
吉
)

ノ
御
加
入
ヲ
乞
イ
共

二
坑
業

」
02
と
あ
り
芳
野
側
か
ら
の
依
頼

に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
麻
生
家

へ
の
石
炭
渡

の
約
定
を
引
継
い
で
い
た
こ
と
と
、
同
時
に
資
金
難
か
ら
麻
生
太
吉

3

の
参
加
を
仰
い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
十
月
二
十
五
日
に
両
者
は
「
私
約

」
◎
を
結
ん
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で
、
共
同
経
営
と
な
っ
た
。
私
約
の
内
容

は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
十
八
年
旧
十

〇

月
二
日
起

『
忠
隈
炭
鉱
計
算
帳

』
G
の
表
紙

に
は
「
坑
主

」
と
し
て
芳
野
権
四
郎

と
麻
生
太
吉

の
名
前
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
聞
十
八
年
十

一
月
に
忠
隈
村
内
五
万
余
坪
の
増
区
と
従
来
の
借
区
主
浅
田

金
太
郎
に
加
え
て
宮
島
儀
蔵
と
麻
生
太
吉

が
借
区
人
と
し
て
出
願
さ
れ
た
。
芳
野

権
四
郎
が
加
名

せ
ず
に
麻
生
太
吉
が
借
区
人
加
え
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

芳
野
は
十

一
月
迄
に
、
麻
生
家
か
ら
約
二
百
五
十
円
弱
の
借
り
入
れ
を
行
な

っ
て

お
り
q
、

資
金
的
に
は
当
初
か
ら
苦
し

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
こ

れ
が
麻
生
家

の
参
加
な
ら
び
に
借
区
人

へ
の
加
名
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
借
入
れ
金
の
内
の
一
九
六
円

は
私

約
当

日
、
大
塊
石
炭
四
〇
万
斤
の

代
金
と
し
て
借
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
麻
生
家
に
払
渡
す
約
定
の
分
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
浅
田
金
太
郎

の
借
区
増
区
に
あ
た
り
、
麻
生
家
が
参
加

し
た
理
由
の
ひ
と
つ
を
推
定
し
う
る
で

あ
ろ
う
。

芳
野
権
四
郎
が
い
つ
忠
隈
で
の
石
炭

採
掘
に
着
手
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
麻
生
太
吉
と
の
共
同
経
営

に
な

っ
て
か
ら
の
出
納
計
算
は
十
八
年
十
月
二
十

九
日
分
か
ら
な
さ
れ
て
お
り

「
明
治
十

八
年
旧
九
月
廿

二
日
夕
汐
着
手
致
候
事

」

⑯
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
十

二
月
十
七
日
深
町
文
太
郎
は
次
の
よ
う
な

書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
具
体
的
内
容

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
芳
野
と
麻
生

の
共
同
経
営
上
に
お
い
て
何
ら
か
の
変
更
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。

…
…

(略
)
…
…
掬
て
其
際
御
話
申

上
置
候
事
件
如
何
之
御
存
念

二
御
座
候

載
脇
方

ヨ
リ
モ
相
談
有
之
趣
承
リ
候

得
共
実

二
貴
殿

二
対

シ
是
迄
御
恵
二
相

成
タ
ル
儀

不
相
済
候

二
付
是
非
共
御
引
受
被
下
度
偏

二
伏

テ
奉
懇
願
候
宣

敷
右
之
御
回
答
奉
待
候
二
伸

二
貴
殿
之
御
引
受

二
相
成
候
得

ハ
幸
イ
帳
面
持

参
考
罷
出
詳
細
二
御
相
談
之
罐

モ
有

之
二
付
…

..
深
町

文
太
郎

明
治
十
八
年
十
二
月
十
七
日

麻
生

太
吉
様

両
者
の
計
算
帳
は
十
九
年
三
月
廿
五
日
迄
の
分
で
惣
計
算
が
な
さ
れ
て
い
る
。

芳
野
の
忠
隈
に
お
け
る
採
掘
は
こ
の
時
を
も

っ
て
終

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ

芳
野
は
こ
の
時
を
も

っ
て
忠
隈
に
お
け
る
炭
鉱
経
営
を
放
棄
し
た
と
思
わ
れ
る
。

忠
隈
村
で
は
芳
野
の
石
炭
借
区
放
任
事
件
と
し
て
訴
訟
を
お
こ
し
て
い
る
α
。

こ
の
約
半
年
間
の
共
同
経
営
の
収
支
は
表
皿
ー
5
の
如
く
で
あ

り
約
八

八
〇

円

の
赤
字
と
な
っ
た
q
。

二
つ
割
り
に
さ
れ
た
「
損
金
と
相
成

」
る
四
三
九
円
八

九
銭
三
厘
は
、
そ
の
ま
ま
芳
野
の
麻
生
に
対
す
る
債
務
で
あ

っ
た
が
、
芳
野
は
こ

の
間
に
忠
隈
で
の
採
炭
に
従
事
し
た
た
め
に

「
家
産
を
破
る
」
状
況
に
追
い
込
ま

れ
て
い
る
。

芳
野
家

の
仕
組
立
を
依
頼
さ
れ
た
高
山
政
喜
は
次

の
よ
う
に
書
き
送

っ
て
麻
生

太
吉
に
芳
野
家

の
窮
状
を
訴
え
て
い
る
任
。

表 Ⅲ一5明 治18.10.20～19.5.25忠 隈 坑 収 支

(支 出総額)

仕切金及茂一郎売方益金共(収入)

損金と相成

円 銭 厘

2,562.0.9

1,482.22.5

879.78.6

惣計

内

残テ

…
…

(略
)
…
…

「
貴
下
御
承
知

ノ
通
リ
権
四
郎

二
於
テ
忠
隈
ノ
坑

業

二
従
事
セ
シ
ヨ
リ
全
人
力
財
産

ハ
該
業

ノ
為
メ

資
本
金
ト
シ
テ
動
不
動
産
ト
モ
諸
々

二
書
入
或

ハ

売
却
等

ヲ
ナ
シ
今

ハ
殆
ン
ト
身
代

ヲ
尽
サ
ン
ト
ス

ル
場
合

二
立
チ
至
リ
負
債
金
ヲ
合
計

ス
レ
ハ
凡
六

千
円
内
外

ノ
高

二
相
成
当
時

ハ
地
方
才
判
設
立

二

付
各
所

ヨ
リ
続
々
請
求

ノ
訴

ヲ
起

サ

レ
実

二
其

困
難

ハ
云
フ
可
カ
ラ
サ
ル
場
合

二
差
迫
リ
権
四
郎

及
文
太
郎

ノ
両
人
モ
極
々
困
窮
…
…

(
略
)
…
…

多
額

ノ
負
債

ニ
シ
テ
如
何
ト
モ
ス
ル
不
能

ヨ
リ
償

却
ノ
法
々
協
議
中

二
御
座
候
…
…

(略
)

と
こ
ろ
で
こ
の
間

の
忠
隈
炭
坑
の
設
備
状
況
な
ら

び
に
採
掘
状
況
は
明
治
十
九
年

二
月

の
上
伸
書
(控
)⑳
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に
よ

っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

此
借
区

二
ハ
上
中
下
層
ト
石
炭
含
有

シ
テ
鉱
豚
バ
丑
寅

ヨ
リ
生
シ
ツ
フ
コ
ミ

盤
返

ハ
壱

[日
日

日
…
上
層

ハ
炭
名

ヲ
世

二
小
石
ト
言

フ
炭
厚
四
尺

二
シ
テ
二

寸

ノ
隔
モ
ノ
ア
リ
炭
質
中
等
壱
坪

二
付
九
千
斤
ノ
含
有

ノ
見
込
ナ
リ

中
層

ハ
炭
名
ヲ
ナ

～
ヘ
タ
ト
言
フ
炭
厚
四
尺
二
寸

ニ
シ
テ
八
寸
ノ
隔
モ
ノ
ア

リ
炭
質

ハ
下
等
壱
坪

二
付
七
千
斤
含
有
ノ
見
込
ナ
リ

下
層

ハ
炭
名
ヲ
縮
緬
八
尺
ト
言
フ
炭
厚
六
尺
壱
寸
五
分
ノ
隔

モ
ノ
ア
リ
炭
質

ハ
優
等
壱
坪

二
付
壱
万
参
千
斤
含
有

ノ
見
込
ナ
リ

一
明
治
十
八
年
中

ハ
坑
口
開
設
中

ニ
テ
採
出
石
炭

ハ
凡
三
百
五
拾
万
斤
ナ
リ

「
水
揚
機
械
鉄
道
布
設
等

ハ
目
下
構
設
ノ
計
画
中

ニ
テ
目
下
水
抜

シ
テ
人
力
ヲ

以
採
出
ス

一
当
明
治
十
九
年
中

ハ
坑
道
開
設
中

二
付
凡
壱
千
三
百
万
斤
採
出

ノ
見
込

右
坑
業
見
積
上
伸
仕
候
也

嘉
麻
郡
立
岩
村

麻
生

太
吉

明
治
十
九
年
二
月
二
日

芳
野
権
四
郎

の
場
合
、
わ
ず
か
半
年
で
手
を
ひ
い
て
し

ま
っ
た
が
、
こ
の
上
申
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
は
ま
だ
掘
進
中

で
あ
り
、
結
局
本
格
的
採
炭
に
入
る
ま

で
の
資
金
が
つ
づ
か
ず
失
敗
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
②
。

な
お
こ
の
時

の
坑
口
は
横
坑
で
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
は
天
井
七
尺
、
敷
九
尺
、

高
さ
六
尺
五
寸
で
長
約
四
〇
間

で
あ
っ
た
⑫
・

麻
生
太
吉
は

一
時
忠
隈
村
で
の
石
炭
採
掘
か
ら
撤
退
し
た
も
の
の
、
資
金
的
要

請
か
ら
再
度
進
出
し
て
い
っ
た
過
程
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
借
区
権
の
側

面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
村
方
と
し
て
は
借
区
権
を
自
ら
の
許
に
お
こ
う
と
し
な
が

ら
も
、
結
局
有
力
な
土
着
鉱
業
家
麻
生
太
吉

の
参
加
を
受
入
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
炭
鉱
経
営
の
面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
農
民
の
兼
業
に
よ
る
経

営
で
は
う
ま
く
ゆ
く
規
模

で
は
な
く
な
り

つ
つ
あ

っ
た
。
そ
こ
で
専
業
的
な
石
炭

採
掘
従
事
者
が
登
場
す
る
が
、
資
金
面
で
は
さ
ら
に
蓄
積
し
た
麻
生
家
の
よ
う
な

有
力
鉱
業
家

へ
の
依
存
が
要
請
さ
れ
、
最
終
的
に
は
村
方
や
小
鉱
業
者
の
手
を
は

な
れ
、
あ
る
程
度

の
資
力
や
技
術
を
蓄
積
し
た
麻
生
家
に
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑤

忠
隈
炭
坑
の
会
社
企
業
形
態

へ
の
移
行

明
治
二
十

一
年
九
月
に
至
り
、
麻
生
は
そ
れ
ま
で
の
個
人
的
な
経
営
形
態
を
資

本
金

一
万
七

二
五
〇

円
、

一
二
株

半

の
出

資

に
よ
る
会
社
形
態

(合
名
会
社

に
相
当
す
る
)
の
組
織
に
再
編
し
た
。
そ
の
出
資
者
な
ら
び
に
持
株
数
、
出
資
金

は
表
n
-
6
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
⑳
。

あ
わ
せ
て
前
節
に
述

べ
た
如
く
、

浅
田
金
太
郎
と
宮
島
儀
蔵
の
除
名
を
十
月

に
出
願
し
、
五
万
余
坪
の
忠
隈
地
内

の

借
区
は
麻
生
太
吉
の
単
独
借
区
と
し
た
。
両
名
の
除
名
の
経
緯
に
つ
い
て
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
時
点
を
も

っ
て
村
方
と
借
区
所
有
は
完
全
に
切
り
は
な

さ
れ
た
。
な
お
忠
隈
炭
坑

の
株
主
の
間
で
結
ば
れ
た
「
忠
隈
炭
坑
約
定
証

」
⑳
は

次

の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

忠

隈

炭

坑

約

定

証

筑
前
国
穂
波
郡
忠
隈
村
字
城
崎
外
六
ケ
所
石
炭
坑
区
五
万
九
千
弐
百
四
拾
七
坪

壱
合
ヲ
代
金
四
千
円
ニ
テ
麻
生
太
吉

ヨ
リ
買
受
坑
業
ヲ
ナ
ス
ニ
付
左
ノ
通
約
定

ス

第

一
条

資
本
金

ハ
壱
万
七
千
弐
百
五
拾
円
ト
シ

一
株
千
五
円
宛
拾
壱
株
半

ヲ
定
額
ト
ス

尤
追
資
本
ヲ
要

ス
ル
キ
ハ
追
募
集

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条

坑
業

ハ
忠
隈
村
菰
田
村
飯
塚
村
南
尾
村
平
恒
村
等

へ
石
炭
含
有

ノ
有
限
リ
ハ
地

主
へ
示
談
シ
増
借
区
ノ
許
可
ヲ
得
テ
盛
大
二
坑
業
ヲ
ナ
ス
ヲ
目
的
ト
ス

第
三
条



坑

業

二
関

ス

ル
事

件

ハ
総

テ
株

主
協

議

ノ
上

決

行

ス
尤

株

主

ニ

シ

テ
事

務

所

二

出

務

セ
ザ

ル
件

ハ
決

行

二
対

シ
遺

憾

ナ
キ

モ

ノ

ト

ス

第

四

条

坑

業

中

ノ
損

益

ハ
総

テ
株

数

高

二
応

シ
負

担

ス

ル

モ

ノ
ト

ス

第

五
条

株

数

及

株

主

ノ
人

名

左

ノ
如

シ

(省

略

)

第

六
条

坑

業

ハ
本

月

本

日

ヨ
リ

着

手

ス

ル
モ

ノ

ト

ス

第

七
条

資

本

金

募

集

ハ
時

々
協

議

ノ
上

日

限

ヲ
定

メ

二
十

日

以
内

二
募

集

ス

但
資
本
金
及
追
資
本
金
募
集

二
出
金

ゼ
サ
ル
者

ハ
坑
山
ノ
権
麹

ハ
消
滅

ス
ル

モ

ノ

ト

ス

第

八
条

坑

業

終

業

二
至

ル
迄

ハ
如

何

様

ノ
事

故

ア

ル

モ
退

社

及

ビ

新

二
入

社

ヲ
許

サ

サ

ル

モ

ノ
ト

ス

第

九
条

坑

業
中

ハ
株

主

日

々
無

給

ニ

テ
事

務

所

へ
出

務

ス
ル

モ

ノ
ト

ス

但

株

主

ニ

シ

テ
不

得

止
事

故

ア

ル
者

ハ
代

理

ヲ
出

ス

モ
妨

ケ

ナ

シ

第

十

条

坑

業

中

出

納

ハ
毎

月

一
日
十

六

日

両

日

二
計

算

シ
明

瞭

ナ

ル
帳

簿

ヲ
製

シ
之

レ

ニ
登

記

シ
株

主

ノ
見

認

印

ヲ

ナ

ス
モ

ノ
ト

ス

第

十

一
条

利

益

金

ハ
毎

年

六

月

十

二
月

ノ
両

度

二
決

算

ヲ

ナ

シ
配

当

ス

ル

モ

ノ
ト

ス

第

十

二
条

事

業

順

序

ハ
蒸

気

汽

罐

ヲ
据

付

坑

ロ

ヨ
リ
飯

塚

川

端

迄

鉄

道

ヲ
布

設

シ
坑

内

採

出

炭

ハ
捲

揚

機

械

ヲ
以

テ
運

搬

シ
確

実

ノ
営

業

ヲ

ナ

ス

モ

ノ
ト

ス

但

坑

業

支

出

予

算

ハ
別
冊

ノ
通

リ

表 皿一6忠 隈炭坑の出資者な らびに持株

払込金額株数名氏

1,5001酒醸造(山 野坑区借区者)大隈町 矢野 喜平次

1,5001中卓 、 中 津屋 、 呉服 商飯塚村 新開 宅助

1,5001和田忠、質屋〃 和田 六太郎

1,5001森崎屋、茶商、麻生太七の娘婿〃 木村 順太郎

2,6002立岩村 麻生 太吉

1,5001麻生太吉の長男〃 麻生 太右ヱ門

1,5001〃 の 弟〃 麻生 太七

1,5001酒造業、太吉の娘婿諌山(吉田)九右ヱ門

1,3001太物商飯塚村 嶋田 吉右ヱ門

500
■

立岩村 麻生 惣兵衛

400⊥
2旧庄屋(酒 造)上三緒村 井手 大四郎

650二L
幸袋村 篠原 和三次

650

650

⊥
2

⊥
2中卓本家、醤油醸造

飯塚村 畠聞 小四郎

〃 新開 富太郎

15,850
112

互資料 「忠隈坑山権利に係ル証書留」,「株金元帳」ほかによる
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第
十
三
条

株
主
中

ヨ
リ
坑
用

ニ
テ
他
出
シ
宿
泊
セ
シ
ト
キ
ハ
一
日
々
当
金
六
拾
銭
以
内
ヲ
支

給

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
神
戸
大
阪
其
他
遠
隔
ノ
地

二
出

張
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
其
時
々
増
額
ス
ル
事

ア
ル
ベ
シ

第
十
四
条

麻
生
太
吉
ヨ
リ
買
受

ノ
借
区
代
金

ノ
内
金
三
千
円

ハ
株
金

二
立
用
シ
残
金
千
円

ハ
最
初
利
益
金
配
当
ノ
ト
キ
払
渡
モ

ノ
ト
ス

第
十
五
条

忠
隈
村
字
山
王
谷
深
町
文
太
郎
所
有

ノ
石
炭
借
区
九
百
八
拾
五
坪
三
合

ハ
買
上

ル
ヲ
目
的
ト
ス

右
之
通
約
定
致
候

二
付
各
記
名
捺
印

ノ
上
壱
部
宛
ヲ
所
持

ス

明
治
二
十

一
年
九
月
二
十
日

(十
四
名
記
名
捺
印
略
)

麻
生
太
吉
は
五
万
九
千
余
坪

の
借
区

の
提
供
に
よ
り
、
現
物
出
資
を
し
た
の
で

あ
る
。
麻
生
家
の
人
々
は
計
四
株
の
う

ち
の
三
千
円
に
つ
い
て
は
現
金
出
資
を
要

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一株
の
金
額
は
当
初

「
五
〇
〇
円
で
あ
っ
た
が
千
円
で
出
炭
ま

で
達
す
る
見
通
し
か
ら
修
正
さ
れ
、さ
ら
に

二

〇
〇
円
に
さ
れ
、最
終
的
に
は

一
三
〇
〇
円

と
な
っ
た

鱒
。

す
な
わ
ち
麻
生
家
と
し
て
は
四
株
五
二
〇
〇
円
の
う
ち
三
〇
〇
〇
円
を
現

物
出
資
で
ま
か
な
い
、差
引
二
二
〇
〇
円
の
出
資
に
よ
っ
て
新
た
に

「万

一
千
円
余
の
資
金

を
あ
つ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。出
資
者
の
性
格
㈱
に
つ
い
て
み
れ
ば
表
Ⅲ
1
6
に
み

る
通
り
、
飯
塚
近
隣
の
人
々
で
あ
る
。
農
業
や
商
業
、
あ
る
い
は
醸
造
業
、
質
屋
と
い
っ
た

家
業
か
ら
蓄
積
し
た
資
金
を
忠
隈
炭
坑
の
資
金
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ

た
。
あ
わ
せ
て
出
資
者
は
、
地
縁

・
血
縁
で
結
び
つ
い
た
性
格
を
多
分
に
も
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

表皿一7忠 隈炭坑資本金見積

ケートル 直径5尺 長24尺 弐個

スペンサールポンプ 拾弐インチ1・拾インチ1・六インヂ2

バルブ・パイプ類

捲揚器械

レール 四百間

スターリ張金 千尺

鉄道布設費 但壱千三百間見込 壱問二付金八拾銭

箱 五拾個 壱個金六円

箱 弐拾五個 金物代

ケートル築立費

職場費

機械据付水揚迄見込

枠木一時買入

水抜費

川　約定金

積入場仕構

家屋建築費

坑内鉄道布設及枠入ノ人夫費

厚弐分四八平鉄板 拾五枚

1,500円

900

550

750

550

120

1,040

500

75

250

200

500

250

200

1,000

100

250

200

150

計小8,485

予備金5,765

計合14,250

表fi-8忠 隈 炭坑 利 益金 見積(M21)

%
21.4採掘賃

円 銭

1.80

9.1水77

4。7仕 操44

1.2村 益10

1.8岡 入15

5.6岡 出50

5.6頭梁勘場50

51.0川運賃4.50

5.1若松諸掛26

0.6道 益05

100.1小 計8.45

若松売却価t5.00

純 益差 引4.57

資 料:表 翼一7,8と もに 「事 跡 留」
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こ

の

と
き

に
麻

生

太

吉

が

こ

の

よ

う

な

会

社

企

業

形

態

を

導

入

し

た
理

由

と

し

て
次

の
諸

点

が
指

摘

で
き

る
。

第

}
に
前

述

の

ご

と

く

最

小

限

の
支

出

で
、

他

人

の
多

大

な

資

金

の
調

達

を

行

な

う

た

め

で
あ

っ
た

。
す
な
わ

ち
麻
生

は
鯰
田

炭

坑

の

経

営

に

ゆ
き

づ

ま

っ

て

い

た
時

期

で

も

あ

り

、

さ

ら

に
忠

隈
炭

坑

へ
単

独

で
投

資

す

る

こ

と

に

は

困
難

が

あ

っ
た
。

第

二

に
、

第

一
点

の
原

因

で
も

あ

る

が
、

撰

定

坑

区

の
策

定

が
行

な

わ

れ

て
、

忠

隈

地

域

も

指

定

さ

れ

、

こ
れ

を

確

保

す

る

た

め

に
確

実

な
経

営

体

制

を

と

と

の

え

る
必

要

が

あ

っ
た

こ

と

。

そ

し

て
そ

の

た

め

に

も
鉱

業

規

模

拡

大

に
対

応

し

う

る
生

産

体

制

の
整

備

、

機

械

化

が
要

請

さ

れ

た

か

ら

で

あ

っ

た
。

約

定

証

の
第

二
条

の

「
石
炭

含

有

ノ
有

限

リ

ハ
…

…

…

借

区

ノ
許

可

を
得

テ
盛

大

二

」
坑

業

を

進

め

よ

う

と

す

る

と

こ

ろ

に
撰

定

坑

区

の
獲

得

を

目

ざ

す
姿

勢

が

示

唆

さ

れ

て

い

る
。

ま

た
第

十

二
条

に

み

る
如

く

、
機

械

化

に

よ
り

「
確

実

ノ
営

業

」
を

目

ざ

し

た

の

で

あ

る

。

表
Ⅱ
-

7

に
忠

隈
炭

坑

が

会

社

形

態

を

と

る

こ
と

に

よ

っ
て
集

め

ら

れ

た
資

金

の
使

途

を

予

定

し

た
忠

隈
炭

坑

資

本

金

見

積

⑳

を
掲

出

し

た

。

こ
れ

を

再

構

成

し

て

み
る

と
蒸

気
汽

罐

・
捲

揚

機

・
ポ

ン

プ

関

係

が

合

計

四

四

五

〇

円

に

達

し

て

約

52

%

を
占

る

の

で

あ

る

。

ま

た
坑

内

外

を

ふ
く

め

た
運

炭

鉄

道

関

係

の

も

の

が

二

〇

八

五

円

で
約

25

%

に
な

る

。

あ

わ

せ

て

こ

の
時

の
利

益

見

積

②

を
表
Ⅱ
-

8

に
・

ま

た
比

較

の
便

の
た

め

に

明

治

十

六
年

当

時

の
見

積

⑱

を

表
Ⅱ
-

9

に
掲

出

し

た
。

両

表

の

ち

が

い
は

、

機

械

導

入

が

な

さ

れ

て

い

る

か

ど

う

か

に
あ

る

と
思

わ

れ

る

。

表

か

ら

知

る

こ
と

が

で
き

る
大

き

な
相

異

点

は

、

岡

出

し

賃

が

減

少

し

て

い

る

こ

と

、

お

よ

び

金

利

・

か

ご

え
び

代

の
計

上

が

さ

れ

て

い
な

い

こ
と

で

あ

る
。

岡

出

し

は

馬

匹

利

用

の
鉄

道

を

布

設

す

る

こ

と

で
大

き

な
軽

減

と

な

る

の

で
あ

り

、

か

ご

え

び

代

等

は

お
く

と

し

て
も

、
金

利

に

つ

い

て

は
自

己

資

本

の
充

実

で
負

担

が
軽

減

あ

る

い
は

解

消

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

こ
と

は

想

像

に
難

く

な

い
。

ま

た

こ

の

二

表

は

、

当

時

の
機

械

化

に
直

接

関

係

の

な

い
採

炭

賃

や
川

運

賃

は

、

相

対

的

に

も
絶

対

的

に
も

増

加

せ

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

を

あ

わ

せ

て
示

し

て

い
る

。

と

こ

ろ

で
明

治

二

十

一
年

当

時

の
利

益

見

積

で

み

る

限

り

、

資

本

金

見
積

で
示

さ

れ

て

い

る
資

本

合

計

金

額

は
、

表ll-9忠 隈 山 積 リ(M16)

%
15.8切 賃

円 銭

1.50

10.6水1.oo

5.2仕 繰.50

1.6村 益.15

1.8岡 入.17

15.7岡 出(車)1.50

3.1山川勘場.50

0.5当 料.05

2,1金利子,20

2.1かご えび 柱木.20

42.2川運賃4.00

ろ.2若松 手数仕切取賃50

99.9小 計9.47

若松売12.50

徳 益残 テ5.05

資料:「 公私要件廉付帳」

 

三
千

万
斤

強

の
石

炭

販

売

に

よ

っ

て
償

却

可

能

で

あ

る

こ
と

を

示

し

て

お

り

、

一

日

「
○

万

斤

程
度

の
出

炭

売

却

が

あ

れ

ば

、

一
年

以

内

に
償

却

し

う

る

こ

と

に

な

り

、

注

目

さ

れ

る

。

明

治

二

十

二
年

七

月

に
撰

定

坑

区

の
出

願

を
行

な

っ
た
が
、
願

書

に

添

え
ら
れ
た

上

伸

⑳

に

は
忠

隈

炭

坑

の
坑

業

順

序

が

詳

細

に

記

さ

れ

て

い

る
。

上

伸

筑
前
国
穂
波
郡
穂
波
村
大
字
忠
隈
字
宮
坂
外
六
字
石
炭
借
区
五
万
九
千
弐
百
四

拾
七
坪
壱
合
御
許
可
ヲ
受
ケ
開
坑
営
業
罷
在
候
然

ル
ニ
現
借
区
外
四
隣
皆
同
脈

ノ
石
炭
含
有

ノ
見
込
二
付
増
坑
区
出
願

ノ
計
画
中
今
般
借
区
御
撰
定
相
成
候

二

付
則
チ
別
紙
増
借
区
出
願
仕
候
抑
本
借
区
坑
業
法
ノ
儀

ハ
現
今
左
記
ノ
計
画

二

有
之
候
モ
他
日
水
量
増
加
現
機
械

ノ
及

ハ
サ
ル
カ
如
キ
見
込
モ
ア
ラ
バ
随
時
猶

予
ナ
ク
水
揚
機
械
ヲ
増
設
ス
可
キ
ハ
勿
論

ノ
事

二
御
座
候
即
左

ノ
方
法
順
序
上

伸
仕
候
也

一一67一



第

一

石

炭

坑

外

へ
運

出

方

法

石
炭

ヲ
坑

外

へ
運

出

ス

ル

ニ

ハ
図

面

二
明

記

セ

シ
横

坑

二
捲

機

械

場

ヲ
第

一
第

二

ト

両
所

二
設

置

シ
即

横

坑

ロ

ヨ
リ

御

延

長

百

三
拾

間

ヲ
第

一
所

ト

シ
夫

レ

ヨ

リ

不

毛

百

三

拾

間

ヲ
第

弐

所

ト

ス
右

第

一
第

二

ノ
坑

道

ニ

ハ
往

復

弐

線

ノ
鉄

道

ヲ
布

設

ス
即

チ
第

一
捲

場

ハ
坑

外

二
拾

弐

吋

両

シ

・
ン
ド

ル

ノ
捲

機

械

壱

台

ヲ

据

付

第

弐

所

ニ

ハ
九

吋

両

シ

・
ン
ド

ル

ノ
捲

機

械

壱

台

ヲ
据

付

第

一
第

二

ノ
御

延

長

ノ
定

間

達

着

セ

シ
左

右

ニ

ハ
充

分

ナ

ル
坑

道

ヲ

設

ケ
往

復

二
線

ノ
鉄

道

ヲ

布

設

ス
而

シ

テ
右

第

二

ノ
百

三

拾

間

ヨ

リ
不

毛

御

延

長

六

拾

間

ハ
人

力

ヲ

以

テ

第

ニ

ノ
坑

道

迄

荷

出

セ

シ

ム

凡

テ
坑

夫

ノ
採

掘

シ

タ

ル
石
炭

ハ
運

炭

函

〔
六

百

斤

入

〕
二
容

レ
坑

道

二
拠

リ
第

一
第

二

ノ
捲

場

迄

運
搬

シ
数

函

連

鎖

シ
捲

機

械

ニ

ヨ
リ
第

ニ

ハ
第

一
迄

第

壱

ハ
坑

外

二
捲

揚

ス

第

二

採

掘

法

坑

内

石
炭

採

掘

法

ハ
横

坑

・
第

一
卸

延

長

百

三
拾

間

・
達

着

セ

シ
左

(
好

方

)

右

(
祀

方

)

二
坑

道

ヲ
設

ケ

(
此

坑

道

ハ
水

排

ヨ

一
シ

テ
カ

タ

バ

ン

ト

云

フ
)

延

長

八

拾

間

毎

ノ
各

勘

定

場

ヲ
置

キ

三

間

二
一二
間

ノ
柱

炭

ヲ
残

置

シ
幅

七
尺

ノ

石

炭

ヲ
採

掘

ス
之

ヲ
切

刃

ト

云

フ
然

レ

モ
左

右

ノ
延

及

卸

本

街

道

等

ハ
凡

テ

五

間

二
五
間

又

各

水

溜

ハ
外

部

ノ
囲

(
即
壁

ト

云

フ
)

ハ
各

拾

間

ノ
柱

炭

ヲ
残

置

シ
充

分

堅

固

ニ

ス
而

シ

テ
其

採

掘

セ

シ
跡

ニ

ハ
通

常

切

羽

ニ

ハ
松
柱

ヲ
建

テ
其

也

街

道

水

溜

等

重

要

ノ
場

所

ニ

ハ
強

大

ノ
松

材

ヲ
以

テ
枠

ヲ
嵌

入

シ
以

テ
天

井

ノ
崩

落

ヲ
防

ク

右

切

羽

ヨ
リ
採

掘

シ
タ

ル
石

炭

ハ
坑

夫

之

ヲ
勘

定

場

二
荷

出

シ

運

炭

函

二
移

ス

第

三

水

揚

方

法

坑

水

ヲ
揚

ル

ニ

ハ
図

面

二
明

記

セ

シ
堅

坑

ロ

ヨ

リ
卸

延

長

三

百

弐

拾

間

ヲ

五

区

二
区

画

シ
第

一
区

四

拾

間

二
拾

六
吋

ス
ペ

シ

ヤ
ル
ポ

ン
プ

弐

台

第

弐

区

八
拾

問

二
拾

弐

吋

ス

ペ

シ

ャ

ル
ポ

ン
プ

弐

個

第

三

区

七
拾

間

二
拾

吋

ス
ペ

シ

ャ
ル
ポ

ン

プ

弐

個

第

四
区

七
拾

間

二
拾

吋

ス
ペ

シ

ャ

ル
ポ

ン
プ

弐

個

第

五

区

六

拾

間

二
拾

吋

ス

ペ

シ

ャ
ル
ポ

ン
プ

弐

個

ヲ
据

付

ケ

以

テ
水

揚

ノ
機

械

二
充

ル

ノ
計

画

ナ

リ

然

レ
共
坑
水
ノ
増
減
二
依
リ
臨
機
増
減

ス
ベ
シ

第
四

蒸
汽
機
械

蒸
気
機
械

ハ
長
弐
拾
四
尺
直
径
五
尺
ノ
ケ
ー
ト
ル
五
個
ヲ
据
付

ス
ル
ノ
計
画

ニ

シ
テ
内
弐
個

ハ
既
二
据
付
セ
リ

此
外
坑
外
運
録

ノ
方
法
炭
層
ノ
厚
薄
種
別
及
販
売

ノ
方
法
等

ハ
凡
テ
先
年
上
伸

仕
候
通
二
付
省
略
仕
候

一
前
数
項

ハ
現
今

ノ
坑
業
ニ
テ

一
日
四
拾
万
斤
内
外

ハ
採
出

シ
得
ル
ノ
計
画

二
御

座
候
モ
石
炭
商
業
海
供
需
ノ
度
ヲ
観
察
シ
其
必
要

二
応
シ
採
出
ノ
増
減
ヲ
ナ
ス

ハ
容
易

二
有
之
候

右
上
伸
仕
候
条
御
詮
議

ノ
上
御
許
可
被
成
下
度
此
段
奉
上
伸
候
也

願
人

麻
生

太
吉

明
治
二
十
二
年
七
月

福
岡
県
知
事

安
場
保
和
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
二
付
奥
印
仕
候
也

穂
波
郡
穂
波
村

村
長

合
屋

和
吉

穂
波
郡
飯
塚
町

町
長

角

不
為
生

前
述

の
如
く
撰
定
坑
区
は
同
年
九
月
二
十
四
日
許
可
さ
れ
た
⑳
。

⑥

忠

隈
炭

坑

の
概

況

と

そ

の
推

移

次

に
掲

出

し

た

表
Ⅱ
-

10
③

の
①

か

ら

⑤

ま

で

は
、

そ

れ

ぞ
れ

資

料

の
性

格

が

異

な

る

の

で

比
較

す

る

こ
と

に
若

干

問

題

が

あ

る

と
も

思

え

る

が

、

年

を

お

っ
て

一
応

の
変

化

を

み

て
お

く

こ

と

が

で

き

る

。

坑

道

に

つ
い

て

み

て

み
る

と

、

明

治

十

九
年

に

は
本

卸

が
四

〇

間

で
あ

っ
た

の

が
、

二
十

三
年

に

は

一
二
〇

間

、

二
十

五
年

に
は

一
五
〇
間

と

延

び

て

い
る

。

ま



た
当

初

は

斜

坑

の

み

で

あ

っ
た

が

、

二
十

五
年

に
は

二
本

の
立

坑

を

み

る

こ

と

が

で
き

る

。

し

か

し
表

記

の
と

お
り

、

主

要

坑

道

で
は

な

く

、

補

助

的

な

も

の
で

あ

っ
た

。

汽

錐

数

も

二

十

三

年

の

二
個

、

同
年

十

月

に
四

個

、

二
十

五
年

に
は

五

個

、

二

十

七

年

四

月

に
は

六

個

と
増

加

し

、

同
様

に
ポ

ン
プ

の
数

も
増

加

し

て

い
る

。

捲

揚

機

も

一
台

か

ら

三
台

に
増

加

し

機

械

化

は
着

実

に
進

め

ら

れ

て

い
る

。

た

だ
坑

夫

の
数

に

お

い

て

は

こ

れ

で

み

る

限

り

は

あ

ま

り
変

化

が

な

か

っ
た

よ
う

で

あ

る

。
表
Ⅱ
-
1
1

は

借

区

坑

業

明

細

表

⑨

に

よ

る
各

年

前

後

半

期

毎

の
変

化

を

み

た

も

の

で
あ

る

・

明

治

二
十

五

年

六

月

か
ら

は
鉱

業

条

例

の
施

行

で

「
鉱

業

明

細

表

」

と

改

め
ら

れ

て
内

容

も

か

わ

っ
て

い
る
。

最

下

段

の
欄

は

こ

の
表

か

ら

試

算

し

た

も

の

で
あ

り

・
①

②

は
売

却

益

と

③

そ

の
合

計

、

④

炭

価

、

⑤

一
日

一
人

平

均

採

掘

高

、

⑦

一
日

平

均

就

業

人

数

、

⑧

坑

所

か

ら

の
送

炭

率

を

表

し

て

い

る

。

炭

況

を

み
る

な

ら

ば

、

明

治

二
十

一
年

春

に
は

、

意

外

な
高

価

を

呼

ぶ
と

い
わ

れ

た

好

況

で

あ
り

、

こ

れ

が

中

央

資

本

の
筑

豊

進

出

の
契

機

と

も

な

っ
た

が
、

忠

隈

炭

坑

の
会

社

企

業

化

と

も

時

期

を

あ

わ

せ

て

い

る
。

二
十

三
年

か

ら

過

剰

生

産

傾

向

で
相

場

は
下

落

傾

向

に

な

る

が

、

二
十

四

年

に

は
大

水

害

に
よ

る

生

産

減

少

で
相

場

は

も

ち

直

し

た
が

、

年

末

に
は

も

と

に
も

ど

り

、

二
十

五

年

に

は
恐

慌

へ

と

進

ん

で
い
る
。
麻

生

太

吉
も

こ
の
時

期

、

忠

隈

を

三

菱

へ
売

却

し

よ
う

と
考

え

た

が

⑬

、

三

菱

側

か

ら

の
拒

否

で
結

局

売

却

せ
ず

に

二
十

七
年

住

友

に
譲

渡

す

る

に

至

る

。

(M22.5届 出)表 皿一一10(1)

20,000円 但12月 迄 募 集金 高資 本 金

15名株主 人 員

12名員役

20名人職

200人人雇

2台蒸気 機械

ナ シ営業収入金

18,500円全 支出金

(M25.1.18現 在)表ll-10(2)御 届

19,500円 払 込 高19,500円資 本 金

15人組合人員

但1日 平均19人 ニ

テ 勤 務 日数50日
6,840人職工 人員

〃 平均250

〃28日84,000人坑夫 人員

15馬 力
ケ ー トル2台蒸気機関数

口郎 筒6台 但 汽 笛12吋1台
10吋5台

6吋2台

捲 機械1台 但9吋 両 汽 笛

一69一



表ll-10(4)明 治26年 鉱 業 施 業 案(M25,10.25)
表 Ⅱ一10(5)忠 隈 坑 山石 炭 出 品 目饗M251a15)

採 掘 額

工 数

坑 夫

手 子

支柱夫

車 夫

火 夫

機械夫

夫

運搬夫

計

原 動 機

機 械

通気 ノ方法

排水ノ方法

運録 ノ方法

薪炭消費高

坑 口

排 水 甲

乙

丙

丁

採 掘

今 後施 業

4,000万 斤(1.5万 斤)

延 人 員

50,000人(30人)

2,190

1,500(5)

3,800

1,825

5,840

2,800

4,500

72,255(55)

108万 立方 尺(405立 方 尺)

実 人 員

160人(4人)

6

5(1)

12

5

16

8

50

242(5)※O内 は山王谷

汽錐 径5尺 長24尺5台

9吋 両汽笛捲揚機械1台

10吋 〃 〃1台

長1丈 ダライバ ン1台 長7尺 同1台

ポ ンプ 16吋1台

10吋5台

14吋1台

6吋5台

12吋2台

通風坑道を以 て充つ 燃焼質瓦斯 ナシ

ポ ンプ及段汲 を以て充っ

軽便鉄道によ り馬若 くは人足を用ゆ

559万5千 斤

立坑1(通 風坑)立 坑2(蒸 気卸)

横坑1(本 卸)横 坑2(180間)

立坑より40間 大水 溜

フケ80間 の ところ 大水溜

フケ50間 〃 仮水溜

卸底50間

16吋

隅

箔時
10吋

6吋

ポ ンプ

ポ ンプ

ポ ンプ

ポ ンプ

片磐坑水は左右延の疏水路か ら乙水溜へ

左延200間 右延100間

5間 角残柱式6間 巾採炭

計5台

檎
1台

1台

第2横 坑 軌道布設
左右延

10吋 汽篤捲揚機

第1横 坑 捲機械撤去

丙、 ∫一ポ ンプ増設

採掘 片中iL→ フケ向い採炭する

横 坑

(捲 卸)

運搬

片盤坑道

運搬

排 水

汽 鐘

出 炭

坑外運搬

坑外運般

価 格

高6尺 底9尺 天井7尺(120間)

往復鉄道2線 布設

600斤 箱4～6個10吋 両笛捲揚

横坑行詰ヨリ左右(高6尺 底9尺 天井7尺)

100間 毎に勘定場

勘定場よ り捲立場 まで600斤 函人力

横坑 と5間 隔てた排水坑道による

80間 第1水 溜14吋 ポンプ2台

80間 第2水 溜12吋 ポンプ2台

予備10吋5台

径5尺 長24尺4台

30万 斤/日

坑場 一飯塚川積場1,000間

運炭鉄道2線600斤5～7函 馬にて

川積場一若松港10里1滞 にて

若松港にて1万 斤17円50銭

(継)

表N-10⑤ 忠 隈炭 坑財 産 引続 目録(部 分)

(M27.5.2)

汽 錘

16吋 スペシャルポンプ

14吋 〃

12吋 〃

10吋 〃

6吋 〃

12吋両 捲機械

9吋 〃 〃

100寸片 シゾ/ド)レ〃

蒸気鉄管及水鉄管

長 拾尺 ダライバン

マン

ボールバン

1型 及Ω型 レール

平鉄 レール

職場鍛 冶道具

鉄 物

運炭函

建 物

瓦 葺

草 葺

事務所備付器具

金 庫

坑 木

坑夫貸金

6長24尺 径5尺

1

1

5

2

5

1

1

1

1

1

1

延 長凡660間

〃2,300間

258

14棟

46棟

1

計2,030本 板6坪

826「ij50.2

現在据付の儘

坑内外現在 ノ儘

坑内延及坑列布諏 儘

(内 容略)

(〃)

畳建具付属ノ

建坪256坪

〃751坪75

(内 容略)

(〃)

資料1表 署一10④ ～(4Xま 「諸願伺書類纒」よ り調製,表 層一10⑤ は 「忠隈坑 山売却二係ル書類留」
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表il-11「 借 区 坑 業 明 細 表 」に み る忠 隈 炭 坑

宮坂他

借 第5477号

(59,247坪)

↓

借 第5515号

(505,552.2坪)

↓

特 第596号

(416,049坪)

山王谷

借 第2939号

(985.5坪)

(試 算)

越 高(a)

堀 出 高(b)

売 高(c)

代 価(d)

残 高(e)

作 業 日数(f)

工 数(9)

入 費(h)

備 考

(aう

(b')

(c')

(d')

(eノ)

(f')

(9ノ)

(h')

備 考

(1)(d)一(h)

(2)(dt)一(hつ

(5)(1)十(2)

(4)(藪 。),(d%')

(5)(%),(b惣)

(6)(吸f),(畷f')

(7)蜘),㎏%)

明治22年(1889)

4～6月 7～12月

(45群 175

1100 1,500

97・R 1,560

15,895円 25,760

(17S再 115

180日 180

22,500人 55,000

14,440円 25,420

芹
5・芹 20

5・R 20

490.50円 550

吾
100日 80

600人 500

445.50円 500

(」～9月 休 業)

1,455円 2,540

45円 50

1,500円 2,570

16.39

495

6,1

125.9

16ろ5㌦ 16.51

500転 454.5

o・5万駄 8.5

6・o% 185.5

16.50

400

O.25

6.5

⑧(・)+(r%)・(b)・(bt) 851% 95.2

明治25年(1890)

1～6月

115

2,485

2,480

57,206

120

180

45,000

55,479

100

100

1,500

60

1,700

1,250

(4～6月 休 業)

3,727

250

5,977

15.00

577.9

15.8

258.9

15.00

588.2

1.67

28.3

95.6

7～12月

120

1,748.2

1,618.2

*27
,509

250

180

57,000

25,350

*壱万斤二付 拾七円

(7～12月 休 業)

2,159

2,159

17.00

472,5

9.7

205.6

86.6

明 治24年(1891)

1～6月

250

2,050

1,750

27,125

550

180

59,000

31,306

運賃 六円三十銭

代価壱万斤二付拾五

円五十銭

65

65

975

50

850

878

(1～5月 休 業)

壱万斤 ノ価格 拾五円

△4,181

97

△4,084

15.50

525,6

11.4

216.7

15.00

764.7

1.50

17.0

767

7～12月

550

*1
,625

**1 ,797

21,564

376

180

***50
,000

****17 ,855

*此 分 ハ上石 ヲ除 ク

嘩辮 膏ヲ記
***堀 出高百万斤二付

千九百人ヲ掛
****六 百五十万斤一万

一 ス

(7～12月 休 業)

5,711

3,711

12。00

541.0

9。0

166.7

82.7

明治25年(1892) 明 治26(1895)

1～5月

576

1,542.4

*1
,547

**16 ,744.55

171.4

140

(25,500)
***2,550

****11 ,080

*送付高 ヲ記ス

**三 月迄ハ十一円五十

銭、六月迄ハ十円五
繊

***一 万二付十九人

6～12月 1～12月

171.56 80.

1,426,224 5,219.55つ9

1,157.984 5,158.0205

10,205.141 50,150.845

80 89.712

210 529

15,000 131,600

(山 王谷 を含む)

(「鉱 業明細表 」による)

十二月三十一 日現在人員
五百六十人

(同 左)

****一 万二付十 円八十銭

40

40

*460

65

**520

***420

(4～6月 休 業)
*万 二付運賃共二

十一円五十銭
**万 二付十三人

***万 二付拾円五拾銭

5,644

40

5,704

10.82

526.4

9.6

1821

11.50

769.2

0,62

8.0

89.9

50

48

452

150

280

(上表に含まれる) 十二月三十一日現在人員

鉱

(「鉱 業 明細 表」による)

8.97 9.72

950.8 596.6

6.8 15.9

71.4 400

9.00

1785.7

O.53

1.87

71.2 97,4

資料:明 治22年 忠隈炭坑 『諸願伺 届書類纒 』

一71～72一



①

『
肝
要
書

類
纒

』
麻
生
家
文

書
、
肝

要

!
1

②

『
明
治
十

九
年

一
月

『
忠

隈
鉱
山

二
関

ス
ル
書
類

留

』

(
麻
生

家
文
書

、
忠

隈
D

1
3
)

に
綴
込
。

③

右
同
資

料

に
は
断

片
的

に
次

の
資
料

(
罫
紙

二

つ
折
り

で
引
用
資

料
と
同

}

用
紙

と
思
わ

れ
る
)
が
綴
り

込
ま
れ

て

い
る
。

右
之

通
リ
約
定
相

違
無
御
座

候
為

後
年
之

印
紙
貼
用
証

人
相
立
依

テ

一
証

如
件

嘉

麻
郡
立
岩
村

証
人

明
治
十

五
年

穂

波

郡
忠

隈
村

山

本
卯

三
郎

殿

野
見
山

源
三
殿

浅

田

次
作

殿

宮
島

次

一
殿

山
本
弥

三
郎

殿

山
本
藤

次
郎
殿

浅
田
次
郎

平
殿

宮
島

貞
郎

殿

浅
田

弥
吉

殿

資
料

は
あ
と
書
き

の
部
分

の
み
で
あ
る

が
、
こ

の
部
分

が
引

用
資
料
と
同

一

で
あ
り

、
明
治
十

五
年

と
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
み

て
引
用

し
た
定
約

の
宛

名

は

こ
こ
に
あ
げ

た
人

々

で
は

な
か

っ
た

か
と
思

わ
れ
る
。

④

第

一
章

で
も
述

べ
た
ご
と
く
、
麻

生
家
は
嘉
麻

郡
の
石
炭
坑
主

に
よ

る
売
捌

組
織

を
若
松

に
設
置
す

る
な
ど
流

通
面

に
も
、
当

時
積
極
的

に
進
出

し

て
い

こ

う
と
す

る
意

志
が
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
あ

る
い
は
忠
隈
か

ら
の
石
炭
も

こ
の

組
織

の

ル
ー
ト
に
の

せ
る
こ
と
を
考

え
て
の
定
約

で
あ

っ
た
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

⑤

た
と
え
ば
幕

末
か
ら
明
治
初

期

に
か
け

て
、
忠

隈
村

と
隣
接

し
た
南

尾
村

の

伊
勢

谷
炭
坑

の
経

営

の
中

で
、
銀
主

と
し

て
の
麻
生

家
が
共
同
経

営
者
と

し

て

の
立
場
に

た
ち
、
さ

ら
に
は
借
区

の
担
保
差

入
れ

に
よ
り
当
該
借

区
を
獲
得

し

う
る
立
場

に
ま

で
至

る
事
例

に

つ
い
て
は
拙
稿

「
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
」
(
『
エ

ネ

ル
ギ

ー
史

研
究
」
第
一
〇
号
所
収

)
を
参
照
。

な
お
麻
生
家

の
幕
末

か
ら
明
治

初

年
に
か

け

て
の
焚
石

丁
場

へ
の
投
資

の
資
金

的
基
礎

は
、
前
掲
西
村

論
文

に

よ
れ
ば
、
高

利
貸
付

、
自
小
作

地
経

営
、

櫨
実

買
入
等

の
諸

経
営

か
ら
生

み
出

さ
れ
る
利
得

に
あ

っ
た
と
さ
れ

て

い
る
。

⑤
⑦

前
出
資

料
、
忠

隈

D
1
5
、
綴
込
。
な

お
同
資
料

に
は
、
麻
生
賀

郎
、
徳

兵
衛
か

ら
忠
隈
村

人
民
総
代
地
主

総
代

に
宛

た

「
定
約

証
」

(
控

)
も
前
後

し

て
綴
込

ま
れ

て
い
る
。
な

お
こ
の
定
約
証

の
第
四
条

は

コ

石
置
場

其
也
新
道

小
家
床
等

…
…
」

と
あ

る
。

⑧

右
同
資

料
、
忠

隈

D
-
5
、
綴
込
。

⑨

明
治

十
八
年

一
月

二
十

九
日
付

「
証
」

麻
生
太
吉

よ
り
宮
島

儀
蔵

宛
。

忠

隈
D
1

3
、

綴
込
。
な

お

こ
の
時

の
山

王
谷
借

区
権

の
譲
渡

と

い
う
形
態

、

す

な
わ
ち
借
区

権

に
対
す

る
代
価

の
支

払
と

い
う
形

で
は
な

さ
れ
ず
、
借

区
地

の
田
畑

の
代
金

を
支
払

い
、
地
表
権

を
買
戻
す

こ
と

に
よ

っ
て
な
さ
れ

て

い
る
。

こ
れ
は
ひ

と

つ
に

は
自
村
内

で
の
借

区
と

い
う

こ
と
か
ら

こ
の
よ
う
な
形

で
な

し
得
た
と
も
考

え
ら

れ
る
が
、
村

方
の
借

区
権

に
対
す

る
考

え
方
を
示
す
も

の

と
し

て
、
き

わ
め

て
興
味
深

い
も

の
が
あ

る
。

0Φ

前
出

資
料

、
忠

隈
D
-

5
、
綴
込

。

ω

芳
野
権

四
郎

の
実
弟

深
町
文
太
郎

。

吻

明
治

二
十

二
年
十

二
月

二
十
四

日
付
、
高
山
政

喜
よ
り
麻

生
太
吉
宛
書
簡

、

忠
隈

D
-
5
、
綴
込
。

面

明
治

二
十

}
年

一
月

二
十

四
日
付
、
芳
野
権

四
郎

よ
り

麻
生
太
吉
宛

「
確
証
」

に
は
、

明
治
十
八
年

十
月
廿

五
日
付

ヲ
以
貴

殿
ト
私

約
取
結
候

・:
・.・
(
略

)

と
あ

る
。
同
資

料

は
忠

隈

D
1
5
に
綴
込
。

ω

麻
生
家

文
書

、

忠
隈

D
1
1
。

19

明
治

十
九
年

一
月

起

『
忠

隈
鉱
出
納
勘

定
帳

』
麻

生
家
文
書

、
忠

隈
D
1

2

に
よ
る
。

㈹

前
出

資
料

、
忠
隈

D
1
1
。

}73
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血の

明
治
廿

一
年

七
月
廿

五
日
付
、

麻
生
太
吉

宛

の
忠

隈
村
宮
島

儀
蔵

の
訴

訟
費

用

の

「
受
取

証
」
、
忠

隈

D
1
5
、

に
よ
る
。

姻

前
出

資
料

、
忠
隈

D
-

1
。

q9

前
出

資
料

、
忠

隈
D
-

5
。

⑳

同

右

⑳

前
出

資
料

、
忠

隈
D
-

3
に
は
、
若
松

港

の
熊

本
勘
右
衛

門
商
店

を
と
お
し

て
、
大
阪
商

船
会
社

へ
塊
炭

一
五
〇

万
斤

の
売
買
契

約
が
あ

る
が
、

こ

の
時

の

価
格

は
、
精

選
塊
炭
若
松

港
渡

で

一
万
斤

当
八
円

で
あ

っ
た
。

㈲

『
忠
隈
坑
山

権
利

二
係

ル
書

類
留

』
、
麻
生
家
文

書
、
忠

隈
D

-
14
。

⑳

同
右
。

な
お
第

八
条

の
規

定
は
株
券

の
裏
書
事
項

コ

此
株
券

ハ
株
主
外

へ

売

買
譲
渡

ヲ
ナ

ス
事

ヲ
得
ズ

若

シ
株
主
内

二
売
買
譲

渡

ヲ
ナ
ス

モ
株
主

五
名
以

上

ノ
承
認

ヲ
受

ク

ベ
シ
」

に
よ

っ
て
消
滅

し
た

と
い
え

る
。

鋤

『
事
跡

留

』
麻
生

家
文
書

、
忠
隈

C
1

17
。

㈱

麻
生
家
文

書

の
多

く

の
資
料

、
お

よ
び
飯
塚

に
お
け

る
聴

き
取
り

に
よ
る
。

⑳

前
出
資

料
、
忠

隈
C

-
17
に
綴
込

の

「
忠
隈
炭
鉱

資
本
金

見
積
書
」

よ
り
作

成

。

⑳

同
右
資
料

、
綴
込

の

「
忠

隈
坑
山

利
益
金

見
積
書

」
よ
り

作
成

。

㈱

前
出

資
料

、
肝
要

1

1
。

⑳

前
出
資
料

、
忠

隈
D

1
16
。

⑳

た
だ

し
山
王

谷
の
九
八

五
坪

三
合

と

そ
の
間
隔
地

が
除

か
れ

て
い
る

こ
と

は

前
述

し
た
が
、

こ
れ
は
当
時
山

王
谷

の
借

区
が
、
明
治

十
八

・
九
年

の
芳
野
権

四
郎

と
の
共
同
経

営

の
処

理
と
し

て
芳
野

の
手

に
渡

っ
て
い
た

こ
と
に
よ

る
。

こ
の
借

区
地

は
明
治

二
十

三
年
三
月

に

い
た
り
、
金

九
五
〇
円

と
芳
野

の
借
金

四

五
三
円
用
捨

の
条
件

で
麻

生
太
吉

の
許

に
買
戻

さ
れ
た
。

⑳

表

ー
ー

10
の
①
～
④

は
前
出

資
料

、
忠
隈

D
-

6
。
⑤

は
同

じ
く
忠

隈
D
-

12
。

舩

同
右
、
忠

隈

D
1
12
、
綴
込
。

㈲

詳
細

に
は
、
東
定
宣

昌

「
明
治

二
十
五
年
麻
生

太
吉
、
荘

田
平
五
郎

の
往
復

書

簡
」

(
『
エ
ネ

ル
ギ
ー
史
研
究

ノ
ー
ト

』
第

四
号
所
収

)
を
参
照
。

三
、
嘉
麻
煽
石
社
の
成
立
と
そ
の
背
景

煽
石

は
地
中

の
石
炭

が
岩
床
の
熱

に
よ

っ
て
変
質

し
た
も
の
で
、

}
種
の

天
然

コ
ー
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
煽
石
は
無
煙
性

の
燃
焼
を
な
す
た

め
、
ま
た
ヵ

ロ
リ
ー
も
高
い
た
め
、
家
庭
用
の
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
種

類

に
よ

っ
て
は
爆
散
性

(熱
す
る
と
と
び
ち
る
)
を
も

っ
て
い
て
利
用
し
に
く
く
、

反
面
ま
た
そ
の
性
質
を
利
用
し
て
石
灰
の
焼
立
て
に
は
都
合
よ
く
、
主
た
る
利
用

は
家
庭
用
か
こ
の
石
灰
製
造
で
あ
っ
た
。
後
に
は
粉
粋
し
て
爆
散
性
を
取
り
除
く

こ
と
が
知
ら
れ
て
、
練
炭

や
豆
炭
の
原
料
と
し
て
そ
れ
な
り
に
利
用
度
の
あ
る
も

D

の
で
は
あ

っ
た
ー
。

煽
石
は
そ
の
性
質
の
特
殊
性
か
ら
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
同
時
に
そ
の
産

出
地
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
田
川
郡
と
嘉
麻
郡
お
よ
び
鞍
手
郡
で
の
み
産
出
さ
れ

て
い
た
。

こ
の
煽
石
の
も

つ
二
重
の
特
殊
性
は
市
場
の
狭
溢
さ
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
生
産

者

の
協
調
の
要
請
、
さ
ら
に
い
え
ば
同
業
者
の
結
束

(同
業
組
合
、
あ
る
い
は
さ

ら
に
ト
ラ
ス
ト

.
カ
ル
テ
ル
的
な
方
向

へ
)

が
必
然
的
な
要
請
と
な

っ
て
く
る
性

質
を
内
在
し
て
い
た
。
同
時
に
そ
の
産
出
地
域

の
限
定
性
は
上
記
の
動
き
に
と
っ

て
好
都
合
で
も
あ

っ
た
。

麻
生
家
は
こ
の
煽
石
の
特
殊
性

に
早
く
か
ら
着
目
し
て
い
た
。

明
治
十
五
年
、

麻
生
賀
郎
が
中
心
と
な

っ
て
、
嘉
麻
郡
の
石
炭
坑
主
十
数
名

で
嘉
麻
組
石
炭
煽
石

売
捌
処
¢
と
い
う
、
組
合
員

の
産
出
し
た
石
炭
煽
石
を
販
売
す
る
組
織
を
作

っ
た
。

こ
の
組
織
は
間
も
な
く
失
敗
に
終

っ
た
が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
今
度
は
煽
石
の
み
を

取
扱
う
豊
筑
煽
石
売
捌
所
を
設
立
す
る
計
画
を
た
て
て
い
る
。
こ
れ
が

「
三
郡
規

約
」
に
よ
る
田
川

・
嘉
麻

。
鞍
手

三
郡
の
生
産
調
整
を
経
て
、
さ
ら
に
筑
前
国
豊

前
国
石
炭
鉱
業
組
合
の
設
立

に
よ
る
、
煽
石
部
分
会
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ

分
会
の
会
長
に
麻
生
太
吉
が
就
任
し
て
い
る
。

麻
生
賀
郎
や
太
吉

は
、

一
方
で
生
産
そ
の
も
の
の
集
大
化

・
一
本
化
を
は
や
く

一拠一



か
ら
め
ぎ
し
て
い
た
。
す
で
に
明
治
十
三
年
ご
ろ
か
ら
近
隣
の
村
々
の
煽
石
坑
を

開
発
す
る
と
と
も
に
、
借
区
の
委
任
、
掘
方
委
託
を
う
け
、
生
産
現
場
段
階
で
の

調
整
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
。

煽

石

借

区

委

任

状

②

嘉
麻
郡
下
三
緒
村
字
岡
ノ
浦

}
煽
石
借
区
九
百
九
十
坪

右
煽
石
借
区
都
合
有
之
貴
殿

へ
委
任
致
シ
候
条
坑
法
之
通
御
堀
方
可
被
成
候
就

キ
テ
ハ
無
論
磧
物
御
且
手
二
御
買
却
可
被
成
候
尚
又
委
任
ヲ
解
キ
候
等
之
義
毛

頭
無
之
候
若
万

一
此
借
区
二
付
苦
情
有
之
候
時

ハ
拙
者
引
受
貴
殿

ヘ
ハ
速

二
堀

方
為
致
候
為
後
日
委
任
状
如
件

穂
波
郡
飯
塚
村

小
林
善
三
郎
　

永
田
弥
左
衛
門
代
印

明
治
十
五
年
五
月
八
日

こ
の
小
林
善
三
郎

の
借
区
は
麻
生
太
吉

に
委
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

嘉
麻
郡
内
下
三
緒
、
上
三
緒
、
鴨
生
、
稲
築
、
綱
分
、
安
丸
、
仁
保
、
有
井
、

有
安
と
い
っ
た
地
域

で
は
ど
こ
で
も
煽

石
が
産
出
さ
れ
、
ま
た
農
家
の
家
庭
用
と

し
て
必
要
な
だ
け
自
分
で
採
掘
す
る
と

い
っ
た
か
た
ち
で
の
採
掘
が
ほ
と
ん
ど
で
、

そ
の
た
め
借
区
も
数
百
坪
か
ら
千
数
百
坪
、
大
き
く
て
も
数
千
坪
と
い
っ
た
程
度

で
、
極
小
借
区
が
蕨
生
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
十
五
年

に
石
炭
借
区

の
坪
数

の
下
限
を

一
万
坪
と
す
る
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
以
上
の
規
模

で
な
け
れ
ば
借
区
許
可
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

(太

政
官
布
告
三
十
八
号
)
。
こ
れ
は
政
策
的
見
地
か
ら
小
坑
区
の
乱
立
に
よ
る
鉱
業

の
混
乱
と
発
展
の
障
害
を
と
り
の
ぞ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
後

の
撰
定
坑

区
の
策
定

へ
の
流
れ
の
中
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

し

か

る

に
小

坑

区

乱

立

の
嘉

麻

郡

で

は
、

明

治

七

～

八
年

に
借

区
許

可

し

た
も

の

に

つ
い

て

は

明

治

二
十

二
年

～

二
十

三

年

に
十

五
年

の
許

可

期

限

が
切

れ

る

こ

と

に

な

る
。

許

可

は

満

期

に

な

る

が

、

族

生

す

る
小

坑

区

で

は

一
万

坪

に

達

す

る

程

の
増

坪

の
可

能

性

は

な

か

っ
た

し

、

万

一
増

坪

の
余

地

が

あ

っ
た

と

し

て

も

一

農

民

で
あ

れ

ば

容

易

で
は

な

か

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

実

際

に
稲

築

村

に

お

け

る

山

野

の

=

二

二

二

、

五

坪

の

借

区

は

明

治

八
年

十

一
月

一
日

に
許

可

を

得
た
も

の

で

あ

っ
た

が

、

二
十

三
年

十

月

に
満

期

に

な

る

。

そ

こ

で

「
予

メ
継

年

期

出

願

候

処

、

}
万

坪

以

上

ナ

ラ

サ

レ
バ

許

可

無

之

趣

意

相

違

…

…

シ

カ

ル

ニ
増

坪

ノ
余

地

無

之

二
付

廃

坑

」
す

る
届

を
出

し

た
例

を

あ
げ

て
お

く

こ

と

が

で
ぎ

る

。

当

局

に

お

い

て
も

煽

石

の
採

掘

状

況

に
対

し
坑

主
宛

に
次

の

よ

う

な

意

向

を

伝

え

て

い

る
。

県
下
炭
田
ノ
内
嘉
麻
穂
波
鞍
手
田
川
郡
ヨ
リ
産
出

ス
ル
煽
石
炭

ノ
義

ハ
一
種
特

別

ノ
質

ヲ
有
シ
内
国

ハ
勿
論
外
国

ニ
モ
類
ナ
キ
品
質
ナ
ル
由
右
使
用
現
今

ハ
専
ラ

石

灰
焼
製

ノ
料

二
供

ス
ル
ニ
止
リ
タ
レ
モ
将
来
如
何
様
貴
重

ノ
用
料
ト
ナ
ル
モ

難
計
義

二
付
保
護
採
掘
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
可
カ
ラ
ズ
然

ル
処
近
来

ハ
石
灰
焼
製
者
モ

該
炭
ヲ
使
用
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
感

ス
ル
者
漸
鰹

加

ス
ル
ヨ
リ
該
炭

ノ
捌
ケ
方

モ
年

一
年

二
多
キ
ヲ
加
ヱ
候
処
該
坑
主
共

二
於
テ
末
タ
販
路
狭
陰
ナ
ル
ヲ
顧
ミ
ス
昨
年

以
来
競
争
掘
採
多
額
之
出
炭
ヲ
為

ス
ヨ
リ
本
年

二
至
リ
供
給
ハ
余
剰
ヲ
生
シ
貴
重

ノ
品
物
泥
土
同
様
ノ
価
格
之
底
落

セ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾

ナ
ル
ア
リ
因
テ
該
坑
主
共

二

於

テ
互
二
聯
合
協
同
供
給

ノ
便
ヲ
察
シ
採
炭
ナ
シ
永
遠

二
相
当
ノ
価
格
ヲ
保
チ
候

様
協
議
可
致
旨
煽
石
坑
主

ヱ
無
残
論
示
方
其
筋

ヨ
リ
照
会
致
来
候
条
至
急
及
伝
達

候
也

明
治
廿

一
年
十
二
月
十
二
日

立
岩
村
外
四
ケ
村

戸
長
役
場

團

煽
石
坑
主

一乃「



麻
生

太
吉
殿

麻
生
惣
兵
衛
殿

麻
生
多
次
郎
殿

一
方
麻
生
太
吉
を
中
心
と
し
て
何
人

か
の
共
同
に
よ
る
煽
石
採
掘
事
業
も
計
画

さ
れ
て
い
た
。
明
治
十
七
年

一
月
に
は
麻
生
太
吉
他
六
名
が
、
綱
分
村
赤
松
和
三

郎
の
借
区

一
万
二
七
8

余
坪

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
内
約

」
を
し
て
七
カ

所

で
採

掘

を
行

な

っ
て

い
る

。

十

九

年

二
月

に
は

十

一
名

が
共

同

し

て
先

の
赤

松

和

三

郎

の
借

区

で

三
万

坪

余

に
増

区

さ

れ

た
中

で
採

掘

を
行

な

っ

た

@

。

こ

れ

は
煽

石

の
賦

存

状

況

が

石

炭

と

異

な

っ

て

一
つ
の
炭

層

内

に
連

続

し

て

み
ら

れ

る

の

で
は

な

く
分

散

し

て

い
る

た

め

こ

の
法

を

用

い

た

と
思

わ

れ

、
借

区

も

赤

松

の

名

儀

で

あ

る

も

の

の
、

実

は

一
万

坪

以

上

に
し

て
出

願

す

る

た

め

で
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

こ

の
段

階

に

お

い

て
も

各

自

の
坑

区

は

千

坪

程

度

の
も

の

で

し

か

な

か

っ
た
。

し

か

も
実

体

と

し

て

は
各

自

が
何

ら

の
全

体

的

統

一
も

な

く

採

炭

す

る

の

で
あ

る

か

ら
共

同

事

業

の
意

味

は

、
最

低

一
万

坪

の
制

限

を

か

わ

す

便

法

で

し

か

な

か

っ
た

。

こ

の
よ

う

な
意

味

か

ら

、
前

掲

の
当

局

の
指

示

が

な

さ

れ

た
も

の

と

理

解

さ

れ

る

。

こ

の

よ

う

な
状

況

に
あ

っ
て

、

こ

れ

ら

の
小

坑

を
統

合

し

、

同

時

に
煽

石

の
生

産

の
安

定

を

は

か

ろ

う

と

し

て

三
緒

社

な

る
組

織

を
設

立

す

る

こ
と

に

な

る
。

立

表 Ⅲ一1三 緒社 株 主

12株麻 生 太 吉

5麻 生 多 次 郎

5麻 生 惣 兵 衛

5井 手市 三郎

5井 手大 四郎

5福沢 文吉

4諌山九右衛門

5入 江 松 太 郎

2他2名

19名

岩

村

な

ら

び

に
上

三
緒

村

の

ど

ち

ら

も
庄

屋

格

の
家

で

あ

っ
た

麻

生

家

と
井

手

家

が
中
心

に
な

っ

て
、
明
治

二
十

一
年

一
月
十
七
日

に

設

立
」
資

本

金

九

千

円

、
六

〇

株

、

一
株

一
五

〇

円

で
あ

る

が
借

区

千

坪

を
も

っ

て

一
株

と

す

る

こ

と

も

で
き

た

。
井

手

市

三

郎

と

麻

生
太

吉

の
名

を
も

っ

て
増

区

し

鴨

生

、
山

野

、

上

三
緒

地

区

の
煽

石

区

を

合
併

し

よ
う

と

い

う

も

の

で
あ

っ
た
。

株

主

に

つ

い

て
は

表

Ⅲ

1

1

を

も

っ
て
主

要

な

も

の

を
掲

げ

た
。

株

主

は

一
九
名

、
合

計

五

八

株

半

で

あ

っ
た
。

と

こ

ろ

が

す

ぐ

に
撰

定

坑

区

に
指

定

さ

れ

た

た

め

、

さ

ら

な

る
増

区

の
必

要

に

せ

ま

ら

れ

二
月

一
日

に
改

組

し

て
嘉

麻

煽

石

社

と

な

っ
た

。

こ

こ

で

は
先

の
地

域

に
赤

坂

・
綱

分

地

区

を

加

え

、

六

〇

余

万

坪

の
撰

定

坑

区

を
得

る

こ

と

が
目

的

で

あ

っ
た

。

資

本

金

は

一
万

八

千

円

、

六

百
株

(
特

別

株

は

別
途

二
〇

株

)

一
株

三

〇
円

で

あ

っ
た
。

株

主

に

つ

い

て

は
表

Ⅲ

ー

2

に
示

し

た

。

こ
れ

で
撰

定

坑

区

の

許

可

を

二
十

二
年
四
月

受

け

、
機

械

設

備

を
導

入

し

大

々
的

に
鉱

業

に
着

手

す

る

こ

と

に

な

っ
た

。

し

か

し

な

が

ら

、

実

際

の

運

営

で
は

必

要

な
費

用

を

株

数

に
応

じ

表Ⅲ一2嘉 麻 社株 主

〔特 別 株20〕[25株福沢 文吉12麻生 太吉

有松 伴六520諌山九右衛門55麻生惣兵衛

勢松 和三郎2.515他1名40松岡 佐七

赤松 安七2.512.51名40篠原与四郎

旧三 緒 社10102名55福田 伝七

7,51名55松岡 新助

61名55有松 重隆

59名50井手大四郎

2.51名25井手市三郎

1.5旧三緒社25麻生多次郎

「
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て
別
途
徴
収
し
た
た
め
、
機
械
化
に
よ
る
費
用
増
大
で
弱
小
な
旧
坑
主
は
株
券
を

手
ぱ
な
し
、
ま
た
あ
る
者
は
嘉
麻
社
以
前

の
旧
借
区
の
村
益
定
約
金
を
株
の
売
却

で
あ
て
る
な
ど
麻
生
家

へ
の
株
の
集
中

が
は
や
く
も
み
え
て
き
た
。

撰
定
坑
区
制
に
よ
る
鉱
業
規
模
の
拡
大

に
際
し
て
嘉
麻
煽
石
社
の
場
合
は
、
弱

小
借
区
者
を
う
ま
く
取
り
込
み
な
が
ら
坑
区
の
拡
大
が
は
か
ら
れ
て
き
た
よ
う
に

見
え
る
が
、
結
局
そ
の
過
程
で
弱
小
な
旧
借
区
者
は
排
出
さ
れ
て
し
ま
い
、

一
部

の
鉱
業
家
に
集
中
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

由

①

煽

石

の
発
見
と

利
用

に

つ
い

て
は
、
拙
稿

「
煽
石

の
発

見

.
利
用
と
村
上

久

(

三
郎
」

(
『
西
南

地
域
史
研
究

』
第

二
集

所
収

)
参
照
。

②

詳
細

に

つ
い
て
は

、
拙
稿

「
明
治

十
五
年
福
岡
県

に
お
け
る
嘉
麻

郡
石
炭
売

捌
処

に
関
す

る

一
考
察

」

(
『
西
南

地
域
史
砺
究

』
第

一
集
所
収

)
参

照
。

③

麻
生
家

文
書
、
各

坑

A
ー
未

整
理
。

④

『
嘉

麻
坑
創
設

以
前

二
係

ル
坑

区
定
約

証

』
、
麻
生
家
文
書

、
煽
石

A
l
-5
。

四
、
む
す
び
に
か
え
て

!

麻
生
家

の
炭
坑
売
却
と
鉱
業
経
営

麻
生
鯰
田

炭
坑
は
明
治
二
十
二
年
四
月

に
一
〇
万
五
千
円
で
三
菱
に
譲
渡
さ
れ
た
。

こ
の
時
を
契
機
と
し
て
忠
隈
炭
坑
と
嘉
麻
煽
石
社
の
両
方

で
麻
生
家
の
株
式
買
収

が
は
じ
ま
っ
た
。
表
Ⅳ
1
1
に
忠
隈
炭
坑

の
各
株
主
か
ら
買
収
し
た
日
と
金
額
を
掲

D

出
し
た
ー
。

忠
隈
坑
の
場
合
は
、
明
治
二
十
三
年

に
三
株
を
計
九
二
〇
〇
円
で
買
収
、
二
十

四
年

に

一
株
、
二
十
五
年
半
株
、
そ
し
て
住
友

へ
の
譲
渡
を
前

に
し
て
二
十
七
年

幻
。

株
譲
渡
の
う
ち
矢
野
喜
平
次
分
は
麻
生

に
三
株

四
〇
七

五
円

で
あ

っ
た
ー

太
七

へ
の
譲
渡

で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
麻
生
太
吉

に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

年
次
別
に
表
Ⅳ
1
2
に
掲
出
す
れ
ば

二
十
三
年
が
金
額
か
ら
大
き
い
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
は
こ
の
時
の
買
収
お
よ
び
翌
二
十
四
年

の
買
収
額
は
払
込
金
額

の

約
二
倍
の
金
額

で
あ
り
、
麻
生
が
積
極
的

に
買
収
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

表N-1忠 隈坑株買収

株式譲渡年月日
およびその金額

5,500(円)

1,500

M25.4.一 一

27.5.27

名氏

大隈町 矢野 喜平次

飯塚村 新開 宅助

2,80025.12.5
"和 田 六太郎

講25.11.50
"木 村 順太郎

立岩村 麻生 太吉

"麻 生太右ヱ門

"麻 生 太七

2,800

600

ζ言8

775

1,300

M24.5.15

27.5.26

27.5.25

27.5.26

25.1.15

飯塚村 嶋田吉右ヱ門

立 村 麻生 惣兵衛

上三緒村 井手 大四郎

幸袋村 篠原 和三次

飯塚村 畠間 小四郎

65027.5.27
"新 開 富太郎

17,125

表Ⅳ一2買 収 状 況

払込譲渡額計買収株持株年

5,200

9,200

2,800

1,300

0

4,075

4

7

8

8.5

8.5

11.5

0

5

1

0.5

0

5

4'

4

7

8

8.5

8.5

22末

25"

24"

25"

26"

275月

22,575

る
。
ま
た
二
十
七
年
の
分
に
つ
い
て
は

住
友

へ
の
譲
渡

の
た
め
の
整
理
で
あ
り

他
の
年

の
買
収
額
と
は
意
味
が
異
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
嘉
麻
煽
石
社
株
の
買
収
を
み
て

み
よ
う
。

『
嘉
麻
煽
石
坑
山
権
利

二
係

ル
証
書
留

』
⑤
に
綴
込
ま
れ
て
い
る
限

り
の
株
券
の
売
渡
証
か
ら
買
収
状
況
を

表
Ⅳ
1
5
に
掲
出
し
た
。
ま
た
各
年
の

買
収
株
数
お
よ
び
金
額
を
表
Ⅳ
1
4
に

示
し
た
。
嘉
麻
煽
石
社

の
方
は

一
層
顕

著
に

一
つ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
二
十
三
年
と
二
十
八
年
に
買

一77一



嘉麻煽石社株買収状況表N-5

金額株数年月 日金額株数年月 日金額株数年月 日

1,190

5500

1672

6〔〕

580

380

950

580

450

2204

1,900

4500

55

55

22

1

5

5

12

5

6

29

25

5

25.9。26

27.4.6

28.4.25

8.28

10.25

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

1260

170

140

280

294

588

548

1,455

145

900

290

900

540

27,821

870

225

5

25

5

5

10

6

25

2.5

15

5

15

10

5

15

7.5

〃2

〃8

〃 〃

8.4

〃5

9.6

〃27

〃 〃

10.51

1t.2

〃12

〃29

24.2.1

〃5

230

900

250

280

120

280

180

145

308

112

244

250

280

280

1200

1

15

1

5

2

5

5

2.5

5.5

2

4

1

5

5

20

22.2.9

8.19

12.7

12A5

〃 〃

23.1.19

〃 〃

129

2.8

2.12

2.13

2.17

4.1

4.8

6.8

 

収
の
ピ
ー
ク
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
前
年

に
鯰
田

と
忠

隈
の
譲
渡
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
譲
渡
益
に
よ
る
買
収
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
両
年
の
間
の
買
収
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
も
象
徴
的
で

あ
る
。

一
株
当
り
の
買
収
額
は
約
六
〇
円
程
度
で
あ
り
、
こ
れ
も
払
込
金
額

の
約

二
倍
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
個
々
の
場
合
で
高
低
が
あ
り
、
買
収
時
に

株
金
未
払
分
と
の
差
引
や
、
旧
借
区
時
代

の
村
益
未
払
分
や
借
入
金
を
株
券
譲
渡

に
よ

っ
て
麻
生
家
に
立
替
え
て
も
ら
う
例
も
あ
り

一
定
し
た
額
で
は
な
い
。

一
株

百
円
宛
で
売
却
し
た
上
、
特
別
助
合
金

と
し
て
さ
ら
に
六
〇
円
を
上
積
さ
せ
た
株

主
も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
度

は
会
社
企
業
形
態
に
し
な
が
ら
陰
田
、
忠
隈
両
坑
の

三
菱
、
住
友

へ
の
譲
渡
を
契
機
に
し
て
個
人
企
業

へ
再
び
移
行
し
た
。

忠
隈
炭
坑
と
嘉
麻
煽
石
社
の
例
か
ら
麻
生
家
が
企
画
し
た
会
社
企
業
形
態
に
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
忠
隈
の
場
合
に
は
資
金
調
達
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

表Ⅳ一4各 年買収高

買収金額買収株数年

円1
,760

10,695

1,097.821

1,190

0

5,300

9,876

27,916.821

株24

185.5

20

55

0

55

115

452.5

22

23

24

25

26

27

28

計

り
、
嘉
麻
煽
石
社
の
場
合
に
は
極
小

坑
区
を
集
大
化
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ
コ
と
な

っ
た

の
が
撰
定
坑
区
制
の
実
施
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
次
に
会
社
企
業
化
し
た
も

の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
株
を
買
収
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
再
び
個
人
企
業
化
し
た
が
、
そ
れ

に
よ

っ
て
忠
隈
の
場
合
に
は
、
炭
坑

譲
渡
に
よ
る
利
益
を
よ
り
多
く
麻
生
が
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
嘉
麻
煽
石
社

の
場
合
に
は
集
大
化
し
た
鉱
区
を
自
己

の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
そ
の
株
買
収
を
可
能
に
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
資
金
は
炭
鉱

の
売
却

に
よ
る
利
得

で
あ
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
こ
と
を
総
合
す
れ
ば

一
応
次
の
よ
う
な
結
論
を
み
ち
び
く
こ
と

が
で
き
よ
う
。

麻
生
は
撰
定
坑
区
の
策
定
と
機
械
化

・
大
規
模
化
に
対
応
し
て
会
社
企
業
形
態

を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
金
を
調
達
し
、
ま
た
鉱
区
の
獲
得
を
な
し
え
た
。
こ
れ

は
麻
生
側
か
ら
み
れ
ば
撰
定
坑
区
を
テ
コ
と
し
て
飛
躍
的
な
鉱
区
拡
大
を
は
か
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
が
、
自
己
の
経
営
基
盤
の
不
安
定
な
中

で
こ
れ
が
可
能

で
あ

っ
た
の
は
ま
さ
に
会
社
企
業
形
態
を
と

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

次
に
売
山
に
よ
る
利
益
は
麻
生
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
会
社
企
業
化
し
た
炭
鉱
を
再
度
自
己
の
所
有
の
も
と
に
返
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
り
、

煽
石
社
の
株
買
収
に
よ
る
個
人
経
営
化
は
、
麻
生
家
の
お

ひ
ざ
元
に
、
最
後
ま
で
残

っ
た
鉱
区
の

一
つ
を
確
保
し
た
色
。

忠
隈
炭
坑
の
株

の
買
収
は
、
結
果
と
し
て
庄
友

へ
の
譲
渡
に
よ
る
利
益
を
よ
り
多

く
麻
生
家
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
資
金
に
よ
っ
て
上
三
緒
、
山

一
78
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内
坑
そ
の
他
の
新
事
業
に
着
手
し
、
新
鉱
区

の
出
願
を
行
い
え
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
侮
。
そ
の
意
味
か
ら
麻
生

の
鉱
業
資
本
家

・
企
業
家
と
し
て
の
確

固
た
る
地
保
を
築
く
基
と
な

っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
鉱
区

の
売
却
に
よ
る
利
得
を
も

っ
て
、
土
着
鉱
業
家

の
山

師
的
性
格
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
べ
て
を
否
定
し
得

な
い
ま
で
も
、少
な
く
と
も
麻
生
家
の
場
合

を
み
れ
ば
、
石
炭
鉱
業
家
と
し
て
の
事

業
を
継
続
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
は
拡
大

す
る
た
め
に
も
、
そ
の
資
金
獲
得

の
た

め
に
は

一
面
や
む
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
時
の
麻
生
家
と
し
て
は
、
鯰
田
炭

坑

・
忠
隈
炭
坑

の
両
優
良
炭
鉱
を
中
央
財
閥
系
資
本
に
売
り
渡
す
こ
と
に
よ

っ
て

の
み
「
土
着
石
炭
鉱
業
家

」
と
し
て
の
炭
鉱
経
営
を
継
続
し
得
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

鉱
業
規
模
拡
大
の
流
れ
の
中
で
、
弱
小
な
土
着
鉱
業
者

を
排
除
し
、
こ
れ
に
代

位
し
つ
つ
確
固
た
る

「
土
着
鉱
業
家
」
と
し
て
発
展
し
て

い
っ
た
麻
生
家
の
過
程

は
、
本
論
の
対
象
と
し
た
忠
隈
炭
坑
の
場
合
、
視
点
を
か
か
え
れ
ば
中
央
資
本
の

筑
豊
進
出

の
基
盤
を
整
備
し
提
供
す
る
役
割
を
担

っ
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。

駐

①

前
出

資
料

、
忠
隈

D
1
14
。

②

忠
隈
炭
坑

は
住
友

に
対

し

「
○
万
八
千
円

で
売
却

さ
れ
た
が
、
穂
波
鉱
山

が

含

ま
れ

て
い
る
の
で
忠
隈
炭
坑

の
み
の
価
格

は
七
万

三
千
円

で
あ

っ
た
。

③

麻
生
家
文
書

、
煽
石

A
I
2
1。

④

こ
の
地
域

は
芳
雄
炭
鉱

と
し

て
昭
和
四
十

四
年

に
閉
山

す
る
ま

で
、
吉

隈
鉱

区
を

ふ
く

め
た
麻
生
最
後

の
ヤ

マ
と
な

っ
た
。

⑤

こ
の
点

に
関

す

る
実
証

的
な
考
察
が
欠

け

て
い
る
が
、
今
後

の
課
題

と
し

た

い
。

付
記

本
稿
は
昭
和
五
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費

(総
合
研
究
ω

「
九
州
に
お
け
る

石
炭
礦
業
資
本
の
形
成
と
そ
の
農
村
的
背
景
」
)
の
分
担
研
究
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

♂

(四
一頁
よ
り
)

大
正
三
年
九
月
四
日

坑
夫

の
厭
世
自
殺

杵
島
郡
北
方
村
杵
島
炭
坑
々
夫
有
田
勝
太
郎

(
四
十

二
)
は
リ

ユ
ウ
マ
チ

ス
に
て
左
足
不
具
と
な
り
跛
行

に
て
漸
く
歩
行
せ
る
有
様
な
り
し
が
、
四

.

五
日
前
よ
り
気
管
支
庚
に
罹
り
、
医
師

の
診
断
を
受
せ
し
に
肺
疲
の
徴
あ
る

旨
を
聞
き
、
世
を
果
な
み
去
る

「
日
午
後
七
時
頃
サ
ワ
に
四
通
の
書
面
を
認

め
之
れ
を
郵
送
す
べ
き
事
を
云
ひ
付
け
、
其
家
出
を
待

っ
て
自
宅
を
抜
け
出

で
、
全
坑
西
側
な
る
堤
に
両
袖
に
三
斤
余

の
石
を

一
個
つ
つ
容
れ
投
身
自
殺

を
遂
げ
た
り
と
。

大
正
三
年
九
月
六
日

炭
坑
荒
し
が
商
売

原
籍
不
明
当
時
東
松
浦
郡
相
知
村
大
字
長
辺
田
力
士
小
柳
方
滞
在
炭
坑
稼

ぎ
中
西
時
雄

(
三
十
六
)
と
云
ふ
は
、
前
科

二
犯
の
曲
者
な
る
が
、
懲
性
も

な
く
本
年
三
月
二
十
四
日
長
崎
県
北
松
浦
郡
佐
々
村
佐
々
炭
坑
々
長
平
岩
源

吉
氏
が
坑
夫
募
集
の
た
め
派
遣
し
た
る
全
坑
人
事
係
森
瀬
吉

に
応
募
の
約
を

な
し
、
雇
入
金
名
儀
の
も
と
に
全
月
日
不
祥
東
松
浦
郡
厳
木
村
字
岩
屋
の
野

口
松
太
郎
方
に
て
金
五
十
円
を
、
又
四
月

一
日
頃
同
炭
坑
に
て
金
十
五
円
及

び
金

十
円
計

七
十

五
円

を
騙
取
逐
電
し
、
次
で
五
月
三
、
四
日
頃
長
崎
県

北
松
浦
郡
調
川
村
字
江
口
松
尾
乙
五
郎
に
対
し
坑
夫
志
願
の
旨
を
述
べ
て
、

又
又
雇
入
金
名
儀
の
下
に
乙
五
郎
よ
り
金
十
三
円
を
騙
手
し
、
越
え
て
全
月

二
十

一
日
西
松
浦
郡
西
山
代
村
向
山
炭
坑
納
屋
頭
柴
藤
金
太
夫

に
妻
及
子
供

と
都
合
三
人
、
之
亦
炭
坑
稼
を
な
す
と
詐
樗
し
、
全
日
全
坑
事
、務
所
に
於
て

金
二
十
二
円
と
炭
坑
切
符
五
円
を
騎
取
し
、
越
え
て
二
十
五
日
は
長
崎
県
北

松
浦
郡
浦
の
崎
迎
炭
坑
に
於
て
西
松
浦
郡
牧
島
村
大
字
木
須
前
山
太
三
郎
に

白
縮
緬
兵
児
帯

一
筋

(代
価
十

一
円
)
を
明
日
迄
貸

し
呉
れ
と
甘
く
欺
き
て

持
出
し
、
西
松
浦
郡
西
山
代
村
大
字
西
分
な
る
質
屋
山
口
久
太
郎
方
に
金
四

円
に
質
入
し
て
、
之
を
横
領
し
、
次

で
六
月
二
十
八
日
長
崎
県
北
松
浦
郡
福

二
〇
七
頁
へ
.)
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