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は
じ
め
に

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
は
'
戦
前
の
遠
藤
正
男
氏
以
来
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
遠
藤
正
男
氏
は
、

天
保
八
年
(
一
八
三
七
)
に
実
施
さ
れ
た
焚
石
仕
組
の
成
文
法
で
あ
る
「
焚
石
会
所
作
法
書
」
を
検
討
し
、
こ
の
仕
組
を
藩
専
売
と
し
て

l

は
じ
め
に

一
焚
石
・
石
炭
市
場
の
成
立

二
　
武
郎
の
高
騰
と
天
明
八
年
の
武
郎
仕
組

三
　
焚
石
の
生
産
過
剰
と
採
掘
制
限
政
策

四
　
郡
方
仕
組
の
成
立

五
　
焚
石
の
積
極
的
採
掘
・
販
売
政
策

お
わ
り
に

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

経
営
と
経
済
　
第
七
六
巻
第
三
号
一
九
九
六
年
一
二
月

柴

多

一

雄
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

販
売
収
益
の
独
占
を
は
か
っ
た
だ
け
で
な
く
へ
石
炭
事
業
全
般
を
藩
営
独
占
事
業
と
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
短
l
そ
の
後
,
瓜
生
二
成
氏

は
、
遠
賀
川
の
石
炭
運
送
を
検
討
す
る
な
か
で
、
福
岡
藩
で
仕
組
が
始
ま
っ
た
の
は
天
保
八
年
で
な
-
、
文
政
九
年
(
1
八
二
六
)
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
短
こ
れ
ら
の
研
究
を
う
け
て
隅
谷
三
善
男
氏
は
、
聖
経
禁
石
炭
の
生
産
と
流
通
を
完
全
に
自
己
の
支
配
下

に
お
-
体
制
を
と
る
に
至
っ
た
の
は
文
政
末
年
か
ら
天
保
に
か
け
て
の
頃
で
あ
り
,
こ
の
仕
組
体
制
は
天
保
八
年
の
「
焚
石
会
所
作
法
書
」

に
よ
っ
て
確
立
を
見
る
に
至
っ
た
と
し
へ
こ
の
仕
組
の
意
義
は
、
一
切
の
余
剰
を
藩
体
制
の
側
に
吸
収
し
、
商
業
利
潤
を
問
星
と
の
間
に

配
分
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
も

こ
れ
に
対
し
、
福
岡
藩
の
燃
料
統
制
に
つ
い
て
記
し
た
「
御
仕
立
炭
山
定
」
 
(
が
分
析
し
た
松
下
志
朗
氏
は
,
仕
組
の
成
立
を
文
化
十
三

午
(
1
八
1
六
)
と
し
へ
そ
の
意
義
は
貧
窮
農
民
の
救
済
に
あ
り
'
本
百
姓
経
営
の
維
持
乃
至
再
建
を
め
ざ
す
封
建
政
策
の
1
環
と
し
て

の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
奪
ま
た
,
永
末
十
四
雄
氏
は
,
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
仕
組
の
成
立
以
降
を
主
に
問
題
に
し
て
き
た
と
し
て
、

焚
石
会
所
が
設
置
さ
れ
る
文
化
十
三
年
以
前
に
お
け
る
石
炭
産
業
の
発
展
と
そ
れ
に
対
す
る
福
岡
藩
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
も

こ
の
よ
う
に
へ
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
し
っ
く
さ
れ
た
感
も
あ
る
が
'
仕
組
の
開
始
時
期
や
そ
の
意
義
な
ど
、

ま
だ
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
石

炭
産
業
の
発
展
と
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
の
関
係
を
も
う
い
ち
ど
段
階
的
に
検
討
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
と
焚
石
仕

艇
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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い
し
ず
み

一
焚
石
・
石
炭
市
場
の
成
立

福
岡
藩
に
お
い
て
石
炭
の
採
掘
・
利
用
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
へ
そ
の
正
確
な
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
。
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」

は
,
香
月
啓
益
が
元
禄
元
年
(
l
六
八
八
)
に
著
し
た
「
香
月
監
巴
に
、
「
史
蜘
蓋
丁
三
月
土
民
遠
賀
郡
香
月
村
の
畑
山
金
剛
山
に
て
,

黒
石
を
掘
出
し
、
薪
と
す
。
杉
七
郎
太
夫
興
利
こ
れ
を
筆
火
の
料
と
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
石
炭
利
用
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
と

し
て
い
る
　
　
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

福
岡
藩
に
お
け
る
石
炭
に
関
す
る
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
、
元
禄
十
六
年
(
一
七
〇
三
)
に
な
っ
た
貝
原
益
軒
の
『
筑
前
国
続
風

土
記
』
で
あ
る
。
す
で
に
何
度
も
紹
介
さ
れ
た
有
名
な
史
料
で
あ
る
が
'
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

も
え燃

石
　
遠
賀
郡
へ
鞍
手
、
嘉
摩
'
穂
波
、
宗
像
郡
の
中
、
所
々
山
野
に
こ
れ
あ
り
。
村
民
是
を
は
り
取
て
、
薪
に
代
用
ゆ
。
遠
賀
、

鞍
手
殊
に
多
し
。
頃
年
糟
屋
郡
の
山
に
て
も
は
る
。
煩
多
-
臭
悪
L
と
い
へ
と
も
へ
よ
-
も
え
て
火
久
-
あ
り
。
水
風
呂
の
か
ま
に

た
き
て
尤
よ
し
。
民
用
に
便
あ
り
。
薪
な
き
里
に
多
し
。
是
造
化
自
然
の
助
悔

こ
の
記
述
か
ら
'
福
岡
藩
に
お
い
て
は
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
摩
・
穂
波
の
東
四
郡
や
宗
像
郡
で
は
元
禄
期
以
前
か
ら
広
-
石
炭
の
採
掘
が

行
わ
れ
て
お
㌔
元
禄
期
に
は
城
下
町
福
岡
・
博
多
に
近
い
粕
屋
郡
で
も
採
掘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
,

「
村
民
是
を
は
り
取
て
、
薪
に
代
用
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
こ
の
時
期
は
自
給
的
な
性
格
が
強
-
、
販
売
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注

(S)

目
さ
れ
て
い
な
い
。

享
保
期
に
な
る
と
、
享
保
五
年
(
一
七
二
〇
)
　
に
芦
屋
の
沖
平
太
舟
持
中
が
、
遠
賀
郡
の
「
焼
石
」
が
払
底
し
た
た
め
、
波
津
浦
'
鐘

崎
・
勝
浦
(
塩
浜
共
)
・
津
屋
崎
・
福
間
へ
新
宮
・
奈
多
(
塩
浜
共
)
と
い
っ
た
福
岡
藩
額
東
部
の
滑
々
の
漁
舟
の
筆
火
や
製
塩
用
に
、

(
5
)

豊
前
国
田
川
郡
赤
池
と
鞍
手
郡
赤
地
の
「
焼
石
」
を
買
い
入
れ
て
販
売
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
。

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

ま
た
宗
像
郡
の
勝
浦
で
は
,
「
塩
焼
石
之
儀
,
数
十
歳
芦
屋
才
直
二
参
り
来
り
候
処
蝪
蝪
蝪
享
保
十
乙
巳
二
月
遠
賀
郡
今
古
賀
邑
大
庄

屋
彦
三
郎
、
郡
中
大
庄
屋
中
間
相
談
仕
、
芦
屋
川
口
へ
積
出
シ
申
焼
石
御
留
メ
被
下
僕
様
二
御
願
上
候
付
へ
同
人
願
之
通
被
仰
付
へ
塩
焼

(a)

百
性
中
甚
夕
以
難
儀
こ
指
及
申
候
」
と
、
数
十
年
来
製
塩
用
の
「
焼
石
」
を
芦
屋
か
ら
買
い
入
れ
て
い
た
が
、
享
保
十
年
(
一
七
二
五
)

に
遠
賀
郡
の
大
庄
屋
の
願
に
よ
っ
て
積
み
出
し
が
止
め
ら
れ
た
た
め
、
郡
代
味
岡
田
右
衛
門
の
指
示
に
よ
っ
て
、
「
同
(
豊
前
)
御
鎖
大

庄
屋
方
へ
相
談
任
侠
而
芦
屋
川
口
積
出
シ
之
証
拠
申
請
候
両
へ
其
証
拠
ヲ
以
当
御
領
鞍
手
郡
御
徳
村
・
赤
地
邑
両
所
之
焼
石
買
調
横
廻
シ

(
2
)

候
様
二
可
任
侠
」
と
'
豊
前
小
倉
藩
の
積
出
証
拠
を
得
て
、
投
手
郡
御
徳
村
の
「
焼
石
」
一
万
五
〇
〇
〇
斤
を
買
い
入
れ
て
い
る
。

延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
に
は
'
同
じ
-
宗
像
郡
津
屋
崎
の
塩
浜
百
姓
団
七
が
'
「
焼
石
」
を
鞍
手
郡
御
徳
村
か
ら
芦
屋
ま
で
積
み
下

す
た
め
の
「
川
平
太
」
と
芦
屋
か
ら
津
屋
崎
の
塩
浜
ま
で
回
漕
す
る
た
め
の
1
二
〇
石
着
船
l
般
お
よ
び
l
O
O
石
積
船
四
肢
の
許
可
を

(
2
)

得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
十
八
世
紀
前
半
に
は
宗
像
郡
の
勝
浦
・
津
屋
崎
と
い
っ
た
塩
浜
で
は
'
そ
れ
ま
で
買
い
入
れ
て
い
た
遠
賀
郡

の
「
焼
石
」
が
不
足
し
た
た
め
へ
鞍
手
郡
や
豊
前
田
川
郡
か
ら
「
焼
石
」
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

元
禄
頃
に
採
掘
・
利
用
が
始
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
粕
屋
郡
の
石
炭
は
、
妹
下
町
福
岡
・
博
多
に
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
福
岡
・
博
多
両
市

(
2
)

中
に
も
販
売
さ
れ
た
が
へ
悪
臭
が
ひ
ど
か
っ
た
た
め
最
初
は
火
力
を
必
要
と
す
る
瓦
工
や
焔
桶
屋
で
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
都
市
で

(
2
)

石
炭
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
「
焼
返
し
て
浮
石
の
如
-
な
り
た
る
は
'
臭
気
少
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
石
炭
を
焼
き
返

Gs)

し
て
煙
や
悪
臭
を
減
少
さ
せ
る
方
法
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
へ
「
粕
庸
二
郡
は
城
下
に
近
け
れ
ば
、
焼
返
し
て
日
毎
に

(
2
)

馬
に
負
せ
来
り
、
う
る
事
移
し
」
と
'
粕
屋
・
席
田
二
郡
か
ら
福
岡
・
博
多
南
市
中
に
焼
き
返
し
た
石
炭
が
さ
か
ん
に
販
売
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
福
岡
藩
で
は
こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
史
料
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
ま
で
は
石
炭
の
呼
称
と
し
て
「
燃
石
」
あ
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五

る
い
は
「
焼
石
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
期
以
降
に
な
る
と
も
っ
ぱ
ら
「
焚
石
」
と
「
石
炭
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
p

こ
の
う
ち
「
焚
石
」
は
「
生
石
」
と
も
い
っ
て
現
在
の
通
常
の
石
炭
を
指
し
、
「
石
炭
」
は
こ
れ
を
焼
き
返
し
た
コ
ー
ク
ス
を
指
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
を
数
え
る
の
に
、
「
焚
石
」
は
重
量
(
斤
)
で
数
え
た
が
、
「
石
炭
」
は
容
量
(
俵
)
で
数
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
福

岡
藩
で
は
「
焚
石
」
と
「
石
炭
」
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
用
途
も
「
焚
石
」
は
主
に
製
塩
用
と
し
て
、
「
石
炭
」
は
主
に
都

市
の
燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
'
こ
う
し
た
福
岡
藩
に
お
け
る
区
別
を
踏
ま
え
て
、
以
後
、
現
在
の
通
常
の
石
炭
を
指

す
と
き
は
焚
石
を
、
焼
き
返
し
た
コ
ー
ク
ス
を
指
す
と
き
は
札
願
を
使
用
し
,
特
に
こ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
で
石
炭
l
般
を
指
す
と
き
は

石
炭
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

い
し
ず
み

福
岡
藩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
焚
石
と
石
炭
の
区
別
を
前
提
と
し
て
、
次
の
元
文
二
年
(
1
七
三
七
)
に
博
多
に
出
さ
れ
た
達
を
み
る

と
、
こ
の
史
料
に
み
え
る
「
石
炭
」
は
焚
石
で
な
く
、
焼
き
返
し
た
札
願
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
.

一
粕
星
・
那
珂
・
席
田
よ
り
石
炭
持
出
シ
売
侯
百
姓
多
ク
、
田
作
障
こ
相
成
侯
こ
付
へ
右
三
郡
共
二
五
拾
歳
以
上
之
者
斗
提
札
拝
へ

(
2
)

石
炭
売
ら
せ
可
申
侯
'
若
無
札
之
者
・
t
Q
買
取
申
侯
炭
ハ
取
戻
シ
申
付
候
、
尤
炭
直
段
壱
俵
二
付
四
拾
文
ヲ
高
直
に
申
付
侯い

し
ず
み

こ
の
達
は
、
享
保
の
飢
優
に
よ
っ
て
大
き
く
減
少
し
た
農
村
で
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
、
粕
屋
・
那
珂
・
席
田
三
郡
の
石
炭
売
り

を
五
〇
歳
以
上
の
者
に
制
限
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
札
彪
の
値
段
を
1
俵
四
〇
文
以
下
に
定
め
て
お
り
、
す
で
に
福
岡
・
博
多
両

い
し
ず
み

市
中
に
お
い
て
か
な
り
の
石
炭
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
へ
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂
波
の
東
四
郡
で
も
、
延
享
四
年
(
一
七
四
七
)
に
小
倉
の
福
岡
藩
御
用
達
鍋
星
五
兵
衛
が
鞍
手
郡
の

此
s
s
a
s

「
石
が
ら
」
=
石
炭
を
年
に
三
〇
〇
〇
俵
買
い
入
れ
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
お
り
へ
寛
延
三
年
(
一
七
五
〇
)
に
は
下
関
の
野
上
星
彦
左

(
2
)
い
し
ず
み

衛
門
も
鞍
手
郡
の
「
石
炭
」
=
武
郎
を
年
に
三
〇
〇
〇
俵
積
み
出
す
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
な
ど
、
石
炭
が
小
倉
や
下
関
に
堅
冗
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
.
し
か
し
、
元
文
元
年
(
1
七
三
六
)
に
「
石
炭
支
配
」
に
任
命
さ
れ
た
鞍
手
郡
勝
野
村
次
郎
吉
が
、
翌
年
に
は
「
今

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

(s)

程
右
掘
申
人
柄
少
く
候
に
付
福
岡
廻
も
不
得
仕
侯
」
と
い
う
理
由
で
御
役
御
免
を
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
、
延
享
五
年

(
1
七
四
八
)
に
鞍
手
郡
直
方
町
の
船
庄
屋
与
次
兵
衛
と
博
多
桶
屋
町
の
赤
間
星
助
兵
衛
の
両
人
か
ら
出
さ
れ
た
東
四
郡
の
「
石
が
ら
」

皿

S

3

E

=
石
炭
の
福
岡
・
博
多
南
市
中
へ
の
回
漕
願
が
'
こ
れ
を
許
す
と
そ
の
多
-
が
小
倉
・
瀬
戸
内
海
辺
へ
回
っ
て
し
ま
う
と
し
て
不
許
可
に

(

?

!

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

丁

ペ

な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
時
期
の
東
四
郡
の
石
炭
は
、
額
内
で
は
あ
る
が
地
理
的
に
遠
く
玄
界
灘
を
越
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
福

岡
・
博
多
両
市
中
で
は
な
-
、
嶺
外
で
は
あ
る
が
距
離
的
に
近
い
小
倉
や
下
関
を
主
な
市
場
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
十
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
石
炭
市
場
は
、
主
に
製
塩
に
用
い
ら
れ
る
焚
石
市
場
と
、
都
市
の
燃
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る

い
し
す
み

石
炭
市
場
が
あ
り
、
焚
石
市
場
は
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂
波
の
東
四
部
(
1
部
豊
前
田
川
郡
を
含
む
)
に
依
存
す
る
宗
像
郡
の
勝
浦
・

い
し
ず
み

津
屋
崎
両
塩
浜
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
石
炭
市
場
は
'
粕
屋
・
那
珂
・
庸
田
三
郡
に
依
存
す
る
福
岡
・
博
多
両
市
中
と
東
四
郡
に
依
存
す

い
し
ず
み

る
債
外
の
小
倉
・
下
関
の
二
つ
の
市
場
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
石
炭
市
場
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(S)

し
か
し
明
和
期
に
な
る
と
'
「
表
粕
屋
郡
石
炭
へ
筑
後
.
t
Q
年
来
買
取
来
侯
分
、
近
来
二
至
弥
余
分
二
売
出
シ
中
と
相
聞
へ
候
」
と
、
そ

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

れ
ま
で
福
岡
・
博
多
両
市
中
へ
販
売
さ
れ
て
い
た
粕
屋
郡
の
石
炭
が
'
額
外
の
筑
後
へ
さ
か
ん
に
売
り
出
さ
れ
て
両
市
中
の
石
炭
が
不
足

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

2

)

す
る
よ
う
に
な
り
、
藩
は
粕
屋
郡
の
石
炭
の
頚
外
へ
の
販
売
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
の
で
あ
る
.
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、

明
和
九
年
(
一
七
七
二
)
に
は
福
岡
湊
町
の
加
瀬
足
利
八
が
、
「
近
来
石
炭
払
底
二
両
高
直
こ
相
成
、
市
中
之
不
勝
手
こ
も
相
成
候
間
'

(

2

)

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

芦
屋
廻
り
石
炭
問
屋
こ
被
仰
付
被
下
僕
ハ
、
、
追
々
仕
入
も
仕
余
分
積
廻
シ
侯
ハ
、
下
直
こ
も
可
相
成
侯
」
と
、
東
四
郡
の
石
炭
を
福
岡

(S)

で
堅
冗
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
て
お
り
、
明
和
か
ら
安
永
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
回
漕
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
東
四

い
し
ず
み

郡
の
石
炭
が
福
岡
・
博
多
南
市
中
に
回
漕
さ
れ
て
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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七

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

二
　
石
炭
の
高
騰
と
天
明
八
年
の
石
炭
仕
組

此
e
s
s
s

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
福
岡
藩
で
は
明
和
か
ら
安
永
期
に
か
け
て
、
東
四
郡
の
石
炭
が
福
岡
・
博
多
南
市
中
で
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
が
'
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
か
ら
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
で
石
炭
焚
き
が
始
ま
り
'
東
四
郡
の
焚
石
が
大
量
に
瀬
戸
内
地
方
に
積
み

出
さ
れ
て
、
福
岡
藩
の
焚
石
・
札
彪
市
場
は
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
0

製
塩
業
に
お
け
る
石
炭
の
使
用
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
福
岡
藩
で
は
享
保
期
以
前
か
ら
勝
浦
・
津
屋
崎
な
ど
の
塩
浜
で
行
わ
れ
て
お

り
、
小
倉
藩
で
も
曽
根
浜
で
石
炭
焚
き
が
行
わ
れ
て
い
た
が
'
い
ず
れ
も
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

瀬
戸
内
地
方
に
お
け
る
石
炭
焚
き
は
、
明
和
九
年
(
一
七
七
二
)
以
前
に
安
芸
生
口
島
の
瀬
戸
田
浜
で
始
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
従
来

瀬
戸
内
塩
田
で
最
初
に
石
炭
焚
き
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
周
防
三
田
尻
浜
で
は
、
豊
前
曽
根
浜
で
石
炭
焚
き
の
技
術
を
習
得
し
た
東

須
賀
の
忠
右
衛
門
が
、
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
　
三
月
に
青
江
浜
で
石
炭
焚
き
を
試
み
、
同
年
九
月
に
三
田
尻
浜
で
石
炭
焚
き
を
実
施
し

た
が
、
天
明
元
年
(
1
七
八
一
)
　
に
三
田
尻
か
ら
津
屋
崎
へ
石
炭
焚
き
の
見
習
が
派
遣
さ
れ
て
以
降
へ
し
だ
い
に
石
炭
焚
き
が
普
及
す
る

(
2
)

よ
う
に
な
り
、
寛
政
年
間
(
1
七
八
九
～
1
八
〇
〇
)
　
に
は
防
長
二
国
の
塩
田
は
も
っ
ぱ
ら
石
炭
焚
き
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
で
石
炭
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
'
製
塩
業
の
経
営
支
出
の
約
半
分
を
占
め
て
い
た

燃
料
の
薪
の
不
足
・
高
騰
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
薪
焚
き
に
比
べ
て
約
半
分
の
経
費
で
す
ん
だ
石
炭
焚
き
は
三
田
尻
を
中
心
と
す
る
防
長

(S)

塩
田
か
ら
瀬
戸
内
全
域
に
急
速
に
広
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
東
四
郡
の
石
炭
は
'
そ
れ
ま
で
の
狭
陰

な
債
内
市
場
か
ら
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
へ
と
大
き
く
市
場
を
拡
大
し
、
こ
の
需
要
の
拡
大
を
背
景
に
そ
の
生
産
も
急
速
に
発
展
す
る
こ
と

に
な
っ
た
.
し
か
も
こ
の
新
市
場
は
武
威
に
焼
き
近
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
都
市
市
場
と
は
異
な
っ
て
、
生
石
の
ま
ま
売
り
捌
-
こ
と
が

で
き
た
た
め
、
東
四
郡
の
焚
石
は
大
量
に
こ
の
新
市
場
へ
積
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

:.->Vt<

こ
の
た
め
'
粕
屋
郡
だ
け
で
な
-
東
四
郡
の
石
炭
に
も
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
福
岡
・
博
多
両
市
中
で
は
'
「
遠
賀
・
鞍
手
・

(

2

)

　

　

い

し

す

み

嘉
麻
・
穂
波
四
郡
.
t
Q
百
姓
作
間
こ
仕
出
シ
侯
焚
石
井
石
炭
、
近
年
放
出
多
ク
'
両
市
中
諸
士
二
至
迄
、
別
而
高
価
差
支
族
」
と
、
石
炭
の

高
騰
を
ま
ね
い
た
。
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
九
月
の
粕
屋
郡
仲
原
村
の
庄
屋
の
記
録
に
よ
れ
ば
'
「
石
炭
三
拾
四
五
年
巳
前
ハ
、
廻
シ

l
俵
二
付
三
十
文
位
致
候
、
其
後
ハ
五
十
文
位
仕
候
得
は
宜
敷
直
段
と
相
悦
ヒ
申
事
二
候
、
夫
・
b
六
十
文
位
久
々
致
候
、
上
り
下
り
仕
居

(
8
)

候
処
'
近
年
ハ
百
弐
拾
文
、
夫
.
t
Q
百
五
十
文
へ
又
は
百
八
十
文
二
相
成
侯
」
と
、
三
十
四
'
五
年
前
に
1
俵
三
〇
文
で
あ
っ
た
粕
屋
郡
の

:.->>.{

石
炭
は
'
そ
の
後
五
〇
文
か
ら
六
〇
文
位
で
安
定
し
て
い
た
が
、
近
年
で
は
1
二
〇
文
か
ら
1
五
〇
文
あ
る
い
は
l
八
〇
文
と
'
二
倍
か

ら
三
倍
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
に
は
,
す
で
に
町
人
だ
け
で
な
く
家
臣
の
間
に
も
札
殿
の
使
用
が
広
ま
っ
て
お
り
,
札
殿
の
購
入
に
多
額
の
出
費
を
強
い
ら
れ

い

し

す

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

萩

た
家
臣
や
町
人
を
救
済
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
福
岡
藩
は
'
天
明
八
年
か
ら
石
炭
仕
組
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
石
炭

仕
組
は
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
担
当
の
郡
奉
行
富
永
甚
右
衛
門
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
し
た
も
の
で
へ
そ
の
基
本
は
、
「
両
市
中
江
芦
屋
・
t
Q

(
3
)

運
送
仕
候
石
炭
之
儀
、
余
分
二
両
市
中
着
船
有
之
候
得
ハ
、
自
然
と
潤
沢
二
罷
成
'
直
段
も
引
下
り
可
中
と
奉
存
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

東
四
郡
で
生
産
さ
れ
る
石
炭
を
大
量
に
福
岡
・
博
多
両
市
中
に
回
漕
し
、
石
炭
の
供
給
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
格
を
引

(
8
)

き
下
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

天
明
八
年
五
月
、
焚
石
・
石
炭
の
他
額
へ
の
積
み
.
出
し
が
禁
止
さ
れ
、
同
年
十
二
月
ま
で
に
約
l
〇
万
俵
の
石
炭
が
芦
屋
か
ら
両
市
中

(

S

3

)

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

3

)

に
回
漕
さ
れ
た
。
し
か
し
'
東
四
郡
の
石
炭
は
'
「
壱
斗
六
升
入
三
俵
二
両
四
斗
桶
杉
盛
一
盃
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
俵
が
一
斗
六
升
人

い
し
ず
み

の
小
俵
で
、
粕
屋
郡
の
石
炭
の
三
分
の
1
の
容
量
し
か
な
-
、
し
か
も
「
本
廻
シ
俵
こ
い
た
し
候
ハ
、
、
五
俵
程
も
入
不
申
候
而
ハ
壱
俵

0

8

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

3

)

無
之
程
」
容
量
の
少
な
い
も
の
も
あ
っ
た
た
め
、
東
四
郡
の
石
炭
一
〇
万
俵
は
、
「
粕
屋
大
俵
二
直
シ
候
得
は
三
万
俵
内
外
」
と
、
粕
星

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

郡
の
石
炭
に
す
れ
ば
三
万
俵
程
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
'
さ
ら
に
先
月
以
来
芦
屋
の
石
炭
問
屋
が
買
い
付
け
て
い
た
三

八
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福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

九

分
に
二
文
あ
る
い
は
四
文

(
岡
手
)
　
の
苦
労
銀
を
加

え
た
四
五
文
か
四
七
文

(
岡
手
)
　
の
公
定
値
段
で

販
売
さ
せ
る
こ
と
に
し

(
」
)

た
。
翌
寛
政
元
年
に
は
城

下
に
隣
接
し
た
春
吉
村
と

下
警
固
村
の
者
に
も
芦
星

い
し
ず
み

廻
り
石
炭
の
販
売
を
認
め

(S)

て
い
る
。

天
明
八
年
十
一
月
に

は
、
翌
寛
政
元
年
正
月
か

ms&i

第1表　福岡・博多南市中芦屋石炭問屋

いしすみ芦屋石炭間置

両市 中 福 岡湊 町 綿 星忠 次

同 大 工町 米 星庄 三

同 上 名嶋町 長崎産佐 平

同 中名嶋町 高瀬星延十郎

同 舟 津町 貝 星次兵衛

博 多対 馬小路町下 釘 屋六右衛 門

同 西 町浜 日高星七郎右 衛門

同 浜 小路 町 綿 星伊 八

両 市中 福 岡薬 院町 主 産文 助

岡 手 同 西 町 紙 屋武 助

博 多祇 園町 陶 師宗 七

〔註〕 『御仕立炭山定』 33頁、天明8年12月朔日条

より作成。

い
し
ず
み

ま
た
、
福
岡
・
博
多
両
市
中
で
は
'
こ
の
芦
屋
廻
り
の
石
炭
を
売
り
捌
-
た
め
へ
新

た
に
第
l
表
の
よ
う
に
〓
軒
の
芦
屋
札
戯
間
置
を
取
り
立
て
,
そ
れ
ま
で
一
俵
五
五

い
し
ず
み

文
か
ら
五
六
文
で
販
売
さ
れ
て
い
た
芦
屋
廻
り
の
石
炭
を
、
四
三
文
の
仕
入
銀
の
上
納

第2表　東4郡焚石の川下げ願い高および買受け願い高

上焚石 屑焚石 合 計 買 受 け 先

川下げ願 い高
千斤

12,573
千斤

8 ,910

千斤

21,483

買受け願い高 9 ,000 4 ,000 13,000 勝浦 .浮足時雨塩 浜

1,000 - 1,000 博多焼物肺

500 150 650 和 白塩浜

500 - 500 浦 々漁焚石

残 高 1,573 4 ,760 6,333

〔註〕直方市立図書館所蔵直方市史編纂資料「黒田家文書　御仕

立炭山定　樫炭・石炭史料」 (解読79-4)天明8年12月朔

日条より作成。
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3
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泥

e

t

a

s

万
俵
余
と
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
で
生
産
さ
れ
た
八
万
俵
の
石
炭
を
買
い
入
れ
る
た
め
、
札
戯
問
屋
買
付
け
分
の
石
炭
買
入
れ
代
銭
と
し
て
一

m
s
a
田

俵
に
つ
き
四
五
文
'
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
か
ら
の
石
炭
買
入
れ
代
銭
と
し
て
1
俵
に
つ
き
四
二
文
、
合
計
銀
約
四
八
貫
四
五
〇
日
が
仕
入
銀

(
3
)

と
し
て
村
政
銀
か
ら
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
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十

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

4

)

ら
十
二
月
ま
で
の
地
売
分
を
除
い
た
焚
石
・
石
炭
の
芦
屋
ま
で
の
川
下
げ
顕
い
高
と
そ
の
買
受
け
願
い
高
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
う

ち
焚
石
の
川
下
げ
願
い
高
と
そ
の
買
受
け
願
い
高
は
、
第
2
表
の
と
お
り
で
あ
り
'
川
下
げ
願
い
高
二
一
四
八
万
斤
余
に
対
し
て
買
受
け

OS)

願
い
高
は
一
五
一
五
万
斤
し
か
な
く
、
川
下
げ
願
い
高
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
る
六
三
三
万
斤
余
は
買
受
け
先
が
な
か
っ
た
。
こ
の
数
字

は
ど
ち
ら
も
願
い
高
で
、
ど
の
程
度
実
態
を
反
映
し
た
も
の
か
不
明
な
点
も
あ
る
が
、
す
で
に
東
四
郡
の
焚
石
の
生
産
量
が
額
内
の
需
要

を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
郡
奉
行
富
永
甚
右
衛
門
は
、
買
受
け
先
の
な
い
焚
石
を
そ
れ
ま
で
焚
石
を
用
い
て
い
な
か
っ
た
福
岡
藩
額
西
部
の
早
良
郡

姪
浜
・
志
摩
郡
今
宿
・
始
土
郡
徳
永
の
三
塩
浜
や
恰
土
・
志
摩
・
早
良
三
部
の
農
村
で
消
費
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
結
局

余
剰
焚
石
六
三
三
万
斤
余
の
う
ち
屑
焚
石
四
七
六
万
斤
は
勝
浦
・
津
屋
崎
両
塩
浜
に
塩
焚
竃
数
を
増
さ
せ
て
消
費
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
上

焚
石
1
五
七
万
斤
余
は
博
多
瓦
師
に
l
〇
〇
万
斤
を
厭
い
出
さ
せ
'
先
に
1
0
0
万
斤
の
買
受
け
願
を
出
し
て
い
た
焼
物
師
に
も
増
斤
願

I

S

}

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

丁

(

を
出
さ
せ
て
'
す
べ
て
領
内
で
消
費
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
一
部
で
も
鏡
外
へ
の
販
売
を
認
め
れ
ば
'
石
炭
に
焼
き
返
す
焚
石

ま
で
積
み
出
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
部
分
的
な
販
売
を
認
め
れ
ば
そ
の
取
締
り
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
に
取
ら
れ
た
措
置
で
あ

(

4

3

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

3

)

っ
た
が
、
1
方
で
は
、
「
四
郡
之
内
山
元
出
高
を
減
シ
候
而
ハ
、
村
々
難
儀
可
仕
」
と
あ
る
よ
う
に
、
焚
石
の
採
掘
が
農
村
救
済
と
し
て

の
意
味
を
も
っ
て
い
た
た
め
へ
採
掘
を
制
限
す
れ
ば
こ
う
し
た
村
々
が
困
窮
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
屑
焚
石
の

G3)

割
合
が
増
え
て
両
塩
浜
の
製
塩
に
支
障
が
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
減
シ
と
ハ
達
ひ
増
之
儀
ハ
少
も
指
支
無
御
座
候
」
と
、
増
産
し
て
で

も
上
焚
石
を
回
漕
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
し
す
み

こ
の
よ
う
に
、
焚
石
は
勝
浦
・
津
星
崎
両
塩
浜
を
中
心
に
願
い
出
高
を
強
制
的
に
額
内
で
消
費
さ
せ
た
の
に
対
し
て
'
石
炭
は
「
何
程

OS)

ニ
而
も
俵
数
ヲ
不
限
、
余
計
こ
仕
出
侯
共
、
勝
手
次
第
こ
芦
屋
江
川
下
ケ
両
市
申
出
御
免
」
と
、
無
制
限
に
生
産
・
販
売
で
き
る
よ
う
に

(
4
)

し
,
焚
石
は
札
殿
に
焼
き
返
さ
な
く
て
は
そ
れ
以
上
販
売
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
,
こ
れ
ま
で
焚
石
は
勝
浦
・
浮
足

十
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崎
両
塩
浜
に
限
っ
て
一
〇
〇
斤
に
つ
き
四
文
の
洲
日
出
運
上
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
以
後
は
「
焚
石
計
地
旅
二
不
限
百
斤
四
文

(
8
)

ツ
、
洲
口
運
上
以
後
共
こ
取
立
、
石
炭
ハ
何
程
俵
数
余
計
二
仕
出
侯
共
勝
手
次
第
無
運
上
」
と
'
芦
屋
川
下
げ
の
焚
石
に
は
す
べ
て
一
〇

い
し
ず
み

〇
斤
に
つ
き
四
文
の
運
上
を
賦
課
す
る
嘉
、
k
J
鵬
は
何
俵
積
み
下
し
て
も
無
運
上
と
し
、
税
制
面
で
焚
石
よ
り
も
石
炭
の
販
売
を
優
遇

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
焚
石
を
札
願
に
焼
き
返
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

(S)

こ
の
武
郎
仕
組
の
実
施
に
よ
っ
て
,
「
当
郡
内
之
石
炭
も
次
第
下
ケ
二
相
成
、
壱
俵
二
付
百
廿
文
位
二
相
成
」
と
'
そ
れ
ま
で
一
俵
一

八
〇
文
位
し
て
い
た
粕
屋
郡
の
札
尻
も
、
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
十
二
月
に
は
三
〇
文
位
に
下
が
っ
た
が
、
さ
ら
に
寛
政
二
年
(
l

C
-
)

七
九
〇
)
十
1
月
に
は
,
「
御
奉
行
様
・
t
Q
是
非
共
二
石
出
シ
申
候
而
、
石
炭
壱
俵
八
十
文
直
段
こ
相
極
メ
申
候
様
被
仰
付
」
と
、
郡
奉
行

い
し
ず
み

か
ら
で
き
る
だ
け
石
炭
を
増
産
し
て
'
八
〇
文
の
公
定
値
段
で
販
売
す
る
よ
う
に
達
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
'
こ
の
公
定
値
段
で
の
販
売
-

一
俵
八
〇
文
へ
の
価
格
引
き
下
げ
は
、
「
郡
中
調
敷
八
十
文
売
こ
申
付
侯
間
、
御
奉
行
様
御
足
敷
、
荒
戸
四
番
丁
又
之
進
所
御
屋
敷
へ
ハ

1
向
炭
売
寄
付
不
中
へ
又
ハ
直
段
ハ
百
十
文
位
二
買
取
、
銭
払
之
節
八
十
文
充
代
銭
相
渡
侯
屋
敷
も
有
之
事
こ
付
、
十
人
之
内
三
人
四
人

程
ハ
炭
売
相
止
申
侯
者
も
有
之
、
廿
六
・
七
日
頃
ハ
地
行
・
鳥
飼
・
薬
院
町
角
!
～
へ
は
参
り
不
申
侯
l
荷
へ
殊
之
外
無
手
廻
し
こ
相
成
へ

(

s

)

　

　

　

　

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

炭
直
段
高
直
二
相
成
申
侯
事
」
と
、
粕
屋
石
炭
売
り
の
強
い
反
発
を
招
い
て
、
か
え
っ
て
石
炭
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
'
翌
寛

政
三
年
正
月
に
は
、
「
石
炭
売
之
儀
へ
去
ル
十
二
月
殊
之
外
差
も
つ
れ
侯
得
共
'
当
月
二
相
成
侯
而
ハ
難
及
手
侯
二
付
、
壱
俵
代
百
拾
文

(S)

位
・
t
Q
下
直
エ
バ
売
不
申
候
へ
共
、
共
成
こ
而
相
済
申
候
」
と
、
一
俵
二
〇
文
位
の
高
値
で
安
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

と
こ
ろ
で
,
こ
の
札
戯
仕
組
は
福
岡
・
博
多
両
市
中
の
石
炭
不
足
と
そ
れ
に
よ
る
石
炭
価
格
の
高
騰
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施

い
し
ず
み

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
石
炭
お
よ
び
そ
の
原
料
と
な
る
焚
石
の
債
外
へ
の
販
売
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
焚
石
の
採
掘
は
制
限
さ
れ
ず
、
む
し

い
し
ザ
み

ろ
石
炭
の
増
産
を
は
か
る
た
め
に
採
掘
の
奨
励
が
行
わ
れ
て
い
た
。
粕
屋
郡
で
は
、
寛
政
二
年
(
一
七
九
〇
)
十
一
月
に
'
「
御
仕
組
出

(
3
)

来
仕
、
村
々
共
二
仕
組
石
丁
場
出
来
仕
候
二
付
'
大
隈
抱
内
長
原
者
村
境
三
丁
場
出
来
、
本
合
村
抱
1
二
丁
場
出
来
任
侠
」
と
、
仲
原

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一



193

経
営
と
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十
二

村
の
近
村
で
二
か
所
の
新
丁
場
が
開
か
れ
て
お
り
、
東
四
郡
で
も
寛
政
元
年
八
月
に
、
「
何
分
板
付
比
が
九
月
迄
ハ
村
々
石
焼
立
・
堀
立

い
し
ず
み

共
こ
不
相
成
」
と
、
農
村
か
ら
農
繁
期
の
石
炭
生
産
や
焚
石
採
掘
は
困
難
で
あ
る
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
郡
奉
行
富
永
甚
右

衛
門
は
芦
屋
問
屋
と
協
議
し
て
、
「
旅
日
用
類
之
著
相
対
仕
、
高
三
万
俵
堅
受
合
、
其
上
ハ
出
来
次
第
四
五
万
俵
こ
も
成
侯
様
可
仕
」
と
、

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

5

4

)

領
外
か
ら
の
旦
雇
い
を
使
っ
て
焚
石
を
掘
ら
せ
、
石
炭
に
焼
き
返
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
し
ず
み

こ
の
よ
う
に
天
明
八
年
の
石
炭
仕
組
は
、
新
し
く
兄
い
だ
さ
れ
た
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
に
大
量
の
焚
石
が
積
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

て
、
福
岡
・
博
多
両
市
中
の
石
炭
が
不
足
・
高
騰
し
た
た
め
、
家
臣
や
町
人
の
救
済
に
迫
ら
れ
た
藩
が
、
両
市
中
の
石
炭
価
格
を
引
き
下

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

げ
る
た
め
に
、
焚
石
・
石
炭
の
領
外
へ
の
販
売
を
禁
止
し
、
東
四
郡
の
石
炭
を
両
市
中
に
回
漕
し
て
公
定
価
格
で
販
売
さ
せ
る
と
と
も
に
、

い

し

す

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

粕
屋
郡
の
石
炭
に
つ
い
て
も
、
そ
の
増
産
を
は
か
っ
て
公
定
価
格
で
販
売
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
石
炭
の
安
定
供

い
し
ず
み

給
に
つ
い
て
は
、
東
四
郡
の
石
炭
を
買
い
入
れ
る
た
め
に
仕
入
銀
を
貸
し
付
け
、
両
市
中
に
新
た
に
芦
屋
蒜
問
屋
を
立
て
る
こ
と
よ
っ

い
し
ず
み

て
そ
れ
な
り
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
石
炭
価
格
の
引
下
げ
に
つ
い
て
は
、
「
石
炭
之
儀
ハ
定
直
段
二
而
ハ
両
市
中
問
屋
共
指
支

(
5
5
)

候
趣
二
付
、
旅
出
一
切
ハ
御
仕
組
之
通
指
留
メ
、
相
対
売
柏
餅
候
間
相
伺
、
当
春
巳
釆
其
通
り
こ
被
仰
付
置
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
公
定

い
し
す
み

価
格
で
の
販
売
で
は
経
営
に
支
障
が
生
じ
る
と
す
る
芦
屋
石
炭
問
屋
の
要
求
に
よ
っ
て
、
当
初
は
寛
政
三
年
冬
ま
で
の
予
定
で
あ
っ
た
仕

(

…

翌

　

　

　

　

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

組
が
、
同
年
春
に
は
相
対
売
り
と
な
っ
て
中
止
さ
れ
、
粕
屋
郡
の
石
炭
に
つ
い
て
も
、
粕
屋
石
炭
売
り
の
抵
抗
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
期
待

通
り
に
引
き
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
焚
石
の
生
産
過
剰
と
採
掘
制
限
政
策

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
春
に
芦
星
廻
り
の
石
炭
が
相
対
売
り
と
な
っ
た
後
も
、
焚
石
・
石
炭
の
領
外
へ
の
販
売
は
禁
止
さ
れ
た
ま
ま

い

し

す

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

で
あ
っ
た
。
一
方
、
焚
石
の
採
掘
は
天
明
八
年
の
石
炭
仕
組
で
は
ま
っ
た
く
制
限
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
石
炭
の
増
産
を
は
か
る
た
め
採
掘
の

(
5
7
)

奨
励
が
行
わ
れ
て
お
り
、
仕
組
廃
止
後
も
、
「
遠
賀
郡
遊
民
為
御
救
、
焚
石
仕
組
山
仕
入
御
郡
銭
拝
借
被
仰
付
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
下

層
農
民
の
救
済
の
た
め
さ
か
ん
に
焚
石
の
採
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
。

い
し
ず
み

こ
れ
に
対
し
、
領
内
の
焚
石
市
場
は
勝
浦
・
津
屋
崎
両
塩
浜
を
中
心
と
す
る
狭
陰
な
も
の
で
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
天
明
八
年
の
石
炭

仕
組
開
始
当
初
か
ら
、
東
四
郡
の
焚
石
の
生
産
量
は
領
内
の
需
要
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
両
塩
浜
は
一
三
〇
〇
万
斤
の
買
受
け
願
い

高
以
外
に
、
需
要
が
な
か
っ
た
屑
焚
石
四
七
六
万
斤
を
強
制
的
に
割
り
付
け
ら
れ
て
消
費
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
寛
政
六
年
(
一

七
九
四
)
頃
に
な
る
と
、
両
塩
浜
の
焚
石
需
要
は
、
「
両
塩
浜
廻
り
焚
石
千
三
百
万
斤
、
年
々
定
格
買
入
申
侯
約
束
前
二
侯
処
、
近
年
買

(
5
8
)

入
八
百
万
斤
程
な
ら
て
ハ
無
之
、
五
百
万
斤
程
相
残
り
問
屋
共
甚
指
支
侯
」
と
、
買
受
け
願
い
高
の
一
三
〇
〇
万
斤
を
も
大
き
く
割
り
込

ん
で
八
〇
〇
万
斤
程
に
激
減
し
、
五
〇
〇
万
斤
程
が
売
れ
残
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
蒜
も
、
「
石
炭
ハ
御
家
中
様
御
用
を
第
一
二
仕
、
其
外
両
市
中
相
対
売
、
年
々
凡
弐
拾
万
俵
程
萄
口
出
御
証
こ
被
仰
鮎
と
、

年
に
約
二
〇
万
俵
が
福
岡
・
博
多
両
市
中
に
回
漕
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
に
は
、
「
只
今
旅
石
炭
余

(

6

0

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

計
入
込
侯
由
二
両
、
芦
屋
虐
積
込
い
か
斗
も
両
市
中
買
手
無
御
座
候
」
と
、
唐
津
を
は
じ
め
と
す
る
他
領
か
ら
の
石
炭
が
両
市
中
に
入
り

(
5
1
)

込
み
、
芦
屋
廻
り
札
露
に
対
す
る
需
要
が
減
少
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

こ
の
た
め
、
東
四
郡
の
柑
々
や
声
量
・
若
松
の
焚
石
開
展
・
石
炭
問
屋
に
は
売
れ
残
っ
た
焚
石
・
石
炭
が
大
量
に
積
み
残
さ
れ
る
こ
と

い
し
ず
ゑ

に
な
り
、
山
元
村
や
芦
屋
・
若
松
の
焚
石
問
屋
・
札
躍
問
屋
は
、
し
き
り
に
焚
石
・
石
炭
の
領
外
へ
の
販
売
を
藩
に
願
い
出
る
よ
う
に
な

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
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経

営

と

経

済

っ
た
。
こ
の
領
外
へ
の
販
売
願
は
、
現
在
判
明
す
る
だ
け
で
第
3
表

い
し
ず
み

の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
石
炭
仕
組
が
廃
止
さ
れ
た
翌
年
の
寛
政
四

年
(
一
七
九
二
)
以
降
、
は
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
願
は
、
い
ず
れ
も
山
元
村
ま
た
は
芦
屋
・
若
松
の
焚
石
問

い
し
ず
み

屋
・
石
炭
問
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
、
年
貢
米
輸
送
に
支
障
の
な
い

二
月
か
ら
八
月
を
一
季
と
し
て
領
外
へ
の
販
売
を
願
い
出
た
も
の
で

あ
り
、
八
月
ま
で
に
売
り
捌
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
再

び
日
延
べ
あ
る
い
は
月
延
べ
を
疎
い
出
て
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
藩

い

し

す

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

は
石
炭
仕
組
廃
止
後
も
、
焚
石
・
石
炭
の
鎮
外
へ
の
販
売
は
禁
止
し

(
6
2
)

て
い
た
が
、
「
屑
石
之
分
ハ
御
国
内
二
而
用
達
不
仕
埋
捨
り
候
」
と

あ
る
よ
う
な
屑
焚
石
や
実
際
に
領
内
で
消
費
で
き
な
い
余
分
の
焚
石

い
し
ず
み

・
石
炭
の
領
外
へ
の
販
売
を
禁
止
す
る
必
要
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
要

(
6
3
)

求
は
つ
ね
に
「
容
易
二
難
相
威
儀
こ
侯
得
共
、
以
別
儀
為
御
救
」
、

販
売
が
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
領
外
へ
の
販
売
要
求
は
、
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
　
に

な
る
と
さ
ら
に
強
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
山
元
村
は
山
元
村
か
ら
、
問

屋
は
問
星
か
ら
と
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
出
さ
れ
て
い
た
要
求
が
、
「
遠

賀
・
鞍
手
両
郡
焚
石
・
石
炭
山
元
村
々
庄
屋
中
井
川
庄
屋
・
芦
屋
両

いしすみ

第3表　寛政期における焚石・石炭の領外販売厭

期　　　　 間 願　　　 主 焚　　 石 いし　　すみ
石　 炭 備　 考

寛政 4 年冬～同 5 年 8 月 穂 波 ・鞍手両部
千斤

ー・　　*

俵

寛政 5 年 2 月～同年 8 月 遠賀郡中間村 1,800 *

寛政 5 年春～同年 8 月 芦屋 ・若松 -　　　 * -　　　 *

寛政 5 年 9 月～ 同年 10月 芦屋 ・若松 1,076 * 1,950 * 延期 分

寛政 4 年 12月～ 同 5 年 8 月 穂 波郡 8 か村 13 ,640 134,000

寛政 6 年春～同年秋 穂 波郡 8 か村 8 ,836 113,750 延期 分

寛政 6 年 5 月～ 同年 12月 芦屋町焚石問屋 5,000

寛政 9 年 2 月～同年 8 月 遠賀郡 吉田村 800 *

寛政 9 年 2 月～同年 8 月 遠 賀郡 古賀村 1,200 *

寛政 9 年 2 月～ 同年 8 月 鞍 手郡 8 ケ村 2 ,500 * 8,000 *
いしずみ　　いしずみ

*は、焚石は屑石・悪石、石炭は悪石炭・乱俵。
〔註〕『御仕立炭山定』寛政5年2月21日粂(61頁)、同寛政5年9月18日条(62

頁)、同寛政6年2月20日条(64頁)、同寛政6年5月4白条(65頁)、同
寛政9年2月24日粂(76頁)より作成。
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(
6
4
)

問
屋
中
」
と
、
領
外
販
売
の
実
現
と
い
う
点
で
利
害
が
一
致
す
る
山
元
村
庄
屋
・
川
庄
屋
・
問
星
の
三
者
の
連
名
で
提
出
さ
れ
る
の
で
あ

い
し
ず
み

る
。
こ
の
と
き
の
要
求
は
、
寛
政
十
年
か
ら
六
年
間
、
毎
年
八
月
か
ら
二
月
の
間
に
屑
石
・
悪
石
三
〇
〇
万
斤
、
石
炭
一
万
俵
、
六
年
間

い
し
ず
み

で
合
計
屑
石
・
悪
石
一
八
〇
〇
万
斤
、
石
炭
六
万
俵
を
領
外
へ
販
売
し
た
い
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
を
一
孝
と
し
て
い
た
販

売
期
間
が
六
年
と
い
う
長
期
間
の
も
の
に
な
っ
一
て
い
る
の
で
あ
る
。

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

こ
の
よ
う
に
し
て
、
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
禁
止
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
領
内
市
場
の
縮
小
と
焚
石
・
石
炭
の
増
産
を
背
景
と
す
る
領

外
販
売
要
求
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
農
民
や
問
星
屑
の
要
求
に
押
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
ず
る
ず
る
と
要
求
を
認
め
て
き
た
福
岡
藩
は
、
そ

い
し
ず
み

れ
ま
で
の
札
戯
市
場
の
安
定
を
目
的
と
し
た
単
純
な
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
禁
止
政
策
か
ら
、
よ
り
現
実
に
対
応
し
た
政
策
を
う
ち
だ

す
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
郡
奉
行
坂
田
新
五
郎
は
、
寛
政
六
年
(
一
七
九
四
)
　
の
芦
屋
焚
石
問
屋
か
ら
の

領
外
販
売
願
に
対
す
る
上
申
書
の
中
で
、
「
両
塩
浜
一
季
入
用
分
計
、
四
郡
焚
石
山
中
二
割
合
掘
立
、
其
余
ハ
山
留
被
仰
付
候
哉
、
又
一

ヶ
年
惣
掘
高
を
御
極
被
下
、
其
内
耳
両
塩
浜
入
用
分
を
除
、
其
余
ハ
放
出
被
仰
付
候
哉
、
極
意
唯
今
迄
之
通
四
郡
勝
手
次
第
掘
出
シ
候
而
、

(
6
5
)

定
格
之
買
ロ
バ
両
塩
浜
焚
料
・
浦
々
之
漁
焚
石
計
、
其
内
塩
浜
江
買
入
格
別
二
相
減
シ
候
而
ハ
何
分
差
支
可
申
侯
」
と
、
焚
石
は
無
制
限

に
採
掘
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
販
売
先
は
勝
浦
・
津
屋
崎
両
塩
浜
の
焚
料
や
清
々
の
漁
焚
石
し
か
な
く
、
し
か
も
両
塩
浜
の
需
要
が
急

激
に
減
少
し
て
い
る
状
況
で
は
、
焚
石
の
販
売
を
領
内
に
と
ど
め
て
お
く
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
両
塩
浜
の
需
要
分
の
焚
石
だ
け
を

採
掘
し
て
残
り
は
採
掘
を
禁
止
す
る
か
、
あ
る
い
は
一
年
の
採
掘
量
を
決
め
て
採
掘
し
て
両
塩
浜
の
需
要
分
以
外
は
領
外
へ
の
販
売
を
許

可
す
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
焚
石
の
採
掘
を
制
限
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、
寛
政
十
一
年
(
一
七
九
九
)
　
に
な
る
と
、

郡
方
受
持
の
家
老
浦
上
数
馬
が
、
焚
石
の
採
掘
を
領
内
の
需
要
に
あ
わ
せ
て
制
限
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
よ
う
に
郡
奉
行
に
達
し
て
い
る

(
6
6
)

の
で
あ
る
。

こ
の
焚
石
の
採
掘
を
領
内
の
需
要
に
あ
わ
せ
て
制
限
し
よ
う
と
す
る
政
策
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
。

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六

熱
相
考
る
に
、
数
十
年
来
日
々
山
林
・
平
野
・
田
圃
の
下
ま
て
も
、
縦
横
に
地
中
を
穿
チ
通
供
得
は
、
地
泳
尽
く
絶
へ
、
地
底
永
く

虚
耗
い
た
す
事
候
、
さ
す
れ
ハ
後
年
山
林
ハ
潤
沢
の
気
尽
き
、
竹
木
お
の
つ
か
ら
凋
痺
し
、
地
気
ハ
天
の
下
済
を
請
て
上
行
気
勢
な

く
、
百
姓
と
も
辛
苦
い
た
し
、
培
養
い
た
し
置
候
稲
麦
も
、
少
し
の
風
早
、
少
し
の
蛙
災
に
も
大
に
い
た
み
、
夫
よ
し
て
は
追
年
お

の
つ
か
ら
御
蔵
人
も
減
し
可
申
哉
、
か
く
の
こ
と
く
漸
々
に
成
行
来
、
御
当
国
の
良
地
も
忽
変
し
て
、
薄
歯
の
地
と
相
成
候
時
節
に

(

街

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

6

7

)

相
相
成
侯
ハ
、
、
百
計
千
慮
い
た
し
候
共
、
手
を
束
ね
て
ハ
い
か
む
と
も
仕
法
な
く
、
誠
に
恐
入
候
事
こ
候

す
な
わ
ち
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
地
中
を
縦
横
に
掘
っ
て
焚
石
の
採
掘
を
続
け
て
い
け
ば
、
田
畑
を
損
な
い
、
年
貢
収
入
の
減
少
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
眼
前
の
小
利
を
貪
り
、
後
年
の
大
害
を
お
も
ハ
さ
ら
ん
ハ
有
之
間
数
事
」
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
今
以
後
焚
石
を
掘
る
事
を
一
切
可
被
禁
処
、
一
統
之
便
利
を
閑
候
儀
被
加
御
用
捨
侯
、
先
此
己
後

ハ
掘
手
を
減
し
、
御
城
下
之
料
及
び
端
々
二
両
も
薪
材
に
乏
敷
所
之
料
彼
是
大
様
を
積
り
、
其
資
用
は
と
掘
ら
せ
度
候
、
さ
す
れ
ハ
是
迄

堀
来
居
候
所
も
成
丈
可
被
禁
侯
、
人
数
減
し
侯
者
共
ハ
皆
々
農
こ
帰
し
、
稼
方
一
筋
こ
可
申
付
候
」
と
、
今
後
は
焚
石
の
採
掘
を
一
切
禁

止
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
禁
止
し
て
し
ま
っ
て
は
領
民
の
不
便
と
な
る
の
で
、
今
後
焚
石
は
領
内
の
需
要
を
見
積
っ
て
そ
の
分
だ

け
を
採
掘
し
、
そ
れ
以
外
は
で
き
る
だ
け
禁
止
し
て
、
採
掘
を
や
め
た
者
は
農
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
い
う
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
、
「
各
重
畳
被
遂
勘
弁
、
可
然
仕
法
追
而
可
被
申
出
候
」
と
、
郡
奉
行
に
検
討
し
て
申
し
出
る
よ
う
に
達
せ
ら
れ
て
い
る

(
6
8
)

の
で
あ
る
。

い
し
ず
み

こ
れ
に
対
す
る
郡
奉
行
達
の
答
申
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
年
五
月
に
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
の
四
か
村
が
焚
石
・
石
炭
の
領
外
へ
の
販
売
を

許
可
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
れ
ま
で
一
〇
〇
斤
に
つ
き
四
文
で
あ
っ
た
焚
石
の
運
上
が
二
倍
の
八
文
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
運
上
が
賦
課
さ
れ

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

6

9

)

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

て
い
な
か
っ
た
石
炭
も
新
た
に
一
〇
〇
俵
に
つ
き
一
二
〇
文
の
運
上
が
賦
課
さ
れ
る
な
ど
、
税
制
面
か
ら
焚
石
・
石
炭
の
販
売
に
制
限
が

加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
翌
寛
政
十
二
年
(
一
八
〇
〇
)
　
三
月
に
は
、
上
座
部
福
井
村
の
焚
石
の
他
領
へ
の
販
売
が
、
「
村
々
別
而
薪
替
り
重
宝
二
侯

品
、
猥
こ
他
邦
二
取
散
侯
而
は
先
々
手
間
不
益
眼
前
之
事
こ
付
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。

一
両
郡
内
江
売
捌
侯
程
丁
場
相
立
、
其
余
之
丁
場
ハ
相
止
可
申
候
事

二
元
出
吟
味
之
た
め
、
且
仕
組
と
し
て
壱
駄
二
付
銭
六
文
充
運
上
申
付
侯
幸

(
7
0
)

一
丁
場
入
ロ
ー
ニ
偽
札
相
立
候
条
、
場
所
可
申
出
侯
事

す
な
わ
ち
、
上
座
・
下
座
両
郡
内
で
販
売
す
る
だ
け
の
焚
石
丁
場
を
残
し
て
他
の
丁
場
は
停
止
す
る
。
販
売
取
調
べ
の
た
め
、
ま
た
仕

組
と
し
て
一
駄
に
つ
き
銭
六
文
の
運
上
を
徴
収
す
る
と
い
う
も
の
で
、
焚
石
の
採
掘
を
領
内
需
要
分
に
制
限
し
よ
う
と
い
う
政
策
が
具
体

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
し
ず
み

こ
の
よ
う
に
、
寛
政
末
期
に
な
る
と
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
は
、
そ
れ
ま
で
の
石
炭
市
場
の
安
定
を
目
的
と
す
る
も
の
か
ら
、
焚
石
の
採

掘
を
制
限
す
る
方
向
へ
と
大
き
く
変
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
縮
小
す
る
領
内
市
場
と
領
内
需
要
を
は
る
か
に
上
回
る
ま

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

す

み

で
に
発
展
し
た
焚
石
・
石
炭
生
産
と
い
う
焚
石
・
石
炭
の
需
給
の
極
端
な
不
均
衡
が
あ
り
、
領
外
へ
の
販
売
を
求
め
る
農
民
・
問
屋
層
と

年
貢
収
入
の
基
本
と
な
る
田
畑
と
将
来
の
燃
料
資
源
と
し
て
の
焚
石
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
藩
と
の
対
立
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
で
に
一
定
の
発
展
を
な
し
と
げ
て
い
た
焚
石
の
採
掘
を
領
内
需
要
に
あ
わ
せ
て
制
限
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
さ
か
ん
で
な
か

っ
た
上
座
郡
な
ど
で
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
農
業
以
外
の
主
要
な
産
業
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
東
四
郡

い
し
ず
み

で
は
容
易
で
な
く
、
焚
石
・
石
炭
の
生
産
・
販
売
の
拡
大
を
求
め
る
農
民
・
問
屋
層
と
こ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
藩
と
の
対
立
が
一
層

深
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七



四
　
郡
方
仕
組
の
成
立

寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
以
来
六
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
「
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
焚
石
・
石
炭
山
元
村
々
庄
屋
中
井
川
庄
屋
・
芦

い
し
ず
み

屋
雨
間
昼
中
」
に
よ
る
屑
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
が
、
期
限
通
り
享
和
三
年
(
一
八
〇
三
)
八
月
に
終
了
す
る
と
、
翌
享
和
四
年
(
一

い
し
ず
み

八
〇
四
)
に
は
「
山
本
村
々
井
川
辟
船
頭
、
芦
屋
・
山
鹿
・
若
松
問
屋
共
」
が
、
再
び
屑
焚
石
・
石
炭
の
五
年
間
の
領
外
へ
の
販
売
を
藩

(
7
1
)

に
願
い
出
た
。
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
担
当
の
郡
奉
行
坂
田
新
五
郎
は
、
「
根
元
焚
石
を
掘
候
義
土
地
之
煩
二
可
相
成
、
後
年
を
相
謀
勘
弁
可

仕
御
趣
意
先
年
御
沙
汰
も
御
座
候
」
と
、
焚
石
の
採
掘
を
制
限
す
る
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
て
い
る
以
上
、
た
と
え
屑
焚
石
で
あ
っ
て
も

領
外
へ
の
販
売
を
許
可
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ
ば
、
「
眼
前
渡
世
を
失
ひ
侯
者
共
及
数
百
人
中
侯
」
こ
と
に

(
7
2
)

な
り
、
許
可
す
る
し
か
方
法
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
苦
慮
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
遠
賀
郡
虫
生
津
村
大
庄
屋
毛
利
喜
八
郎
と
鞍
手
郡
直
方
町
大
庄
屋
庄
野
与
四
右
衛
門
の
両
人
が
、
「
当
子

年

年
才
卯
月
迄
四
ヶ
年
之
間
、
一
ヶ
年
屑
焚
石
五
千
五
百
万
斤
宛
芦
屋
・
若
松
両
洲
ロ
よ
り
旅
売
御
免
被
仰
付
候
ハ
、
、
中
国
表
塩
浜
有
之

ヽ
く
一

所
々
、
別
而
防
州
三
田
尻
江
売
捌
、
右
四
ヶ
年
ハ
相
対
直
段
上
ケ
仕
、
其
余
計
を
以
四
ヶ
年
二
五
百
貫
目
余
之
溜
銀
相
仕
立
、
現
穀
備
を

(
7
3
)

も
仕
上
ケ
可
差
出
」
と
、
屑
焚
石
の
領
外
販
売
に
つ
い
て
存
寄
書
を
提
出
し
た
。

こ
の
存
寄
書
は
、
遠
賀
・
鞍
手
両
部
の
大
庄
屋
両
人
を
中
心
に
、
享
和
四
年
=
文
化
元
年
(
一
八
〇
四
)
か
ら
文
化
四
年
ま
で
の
四
年

間
、
毎
年
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
屑
焚
石
五
五
〇
〇
万
斤
を
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
に
販
売
し
、
そ
の
利
益
五
〇
〇
貫
目
余
を
郡
役
所
の
溜
銀

(
7
4
)

と
し
て
備
え
、
現
穀
を
も
蓄
え
て
農
村
の
救
済
に
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
郡
役
所
の
溜
銀
は
郡
潜
と
も
い
い
、
「
郡
切
立
と

申
候
而
、
入
用
之
分
、
兼
両
横
前
を
以
百
姓
中
才
米
銭
切
立
相
備
置
、
右
之
内
を
以
追
々
遣
方
払
相
立
、
相
残
ル
分
則
郡
潜
と
相
唱
候
、

(
7
5
)

右
溜
り
之
内
を
以
、
百
姓
と
も
政
等
之
拝
借
二
出
、
又
ハ
事
二
才
渡
切
こ
も
取
計
候
儀
二
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
郡
方
行
政
の
た
め
の
費

経

営

と

経

済



186用を年貢徴収の際に郡切立として農民から徴収し、郡方行政費として支出した残りを郡役所ごとに貯えたもので、主に農村の救済に用いられていた。「山本村々井川備船頭、芦屋・山鹿・若松問屋共」から出された領外販売額の取扱に苦慮していた郡奉行坂田新五

郎
は
、
こ
の
大
庄
星
の
存
寄
書
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
、
「
郡
益
仕
組
」
と
し
て

屑
焚
石
の
領
外
へ
の
販
売
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
遠
賀
・

鞍
手
両
部
の
郡
役
所
の
溜
銀
は
、
「
極
々
無
拠
救
筋
を
相
立
年
々
以
溜
銀
相
減
、

只
今
こ
而
ハ
一
向
こ
備
銀
無
御
座
」
と
、
す
べ
て
農
村
の
救
済
の
た
め
に
貸
し
付

け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
凶
年
備
現
穀
も
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
以
来
な
く

な
っ
て
い
た
た
め
、
坂
田
新
五
郎
は
こ
の
仕
組
を
「
此
上
も
無
御
座
永
末
之
備
相

立
申
」
も
の
で
あ
り
、
「
極
意
百
姓
を
強
メ
申
儀
此
当
り
之
業
二
御
座
候
」
と
位

(
7
6
)

置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
施
さ
れ
た
の
か
、
具

体
的
な
仕
組
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
仕
組
が
終
了
し
た
翌
年

の
文
化
五
年
(
一
八
〇
八
)
五
月
に
、
こ
の
両
名
の
大
庄
星
が
仕
組
の
功
績
に
よ

(
7
7
)

っ
て
褒
賞
を
受
け
て
お
り
、
仕
組
は
成
果
を
あ
げ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
第
4

表
は
、
文
化
末
の
各
郡
役
所
ご
と
の
郡
渦
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
遠
賀
・
鞍

手
の
郡
溜
は
銀
三
六
貫
目
余
と
な
っ
て
お
り
、
文
化
元
年
に
「
一
向
こ
傭
銀
無
御

座
」
と
い
わ
れ
て
い
た
の
が
わ
ず
か
で
も
増
え
て
い
る
の
は
、
計
画
通
り
五
〇
〇

貫
目
余
の
利
益
が
上
が
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
仕
組
の
成
果
に
よ
る

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

第4表　文化未の郡溜銀

l 郡 金 銀 銭

遠賀 ・鞍手両部
両 貫　 匁分厘 貫　 匁分厘

36.500 余

両粕屋　 三郡
宗像

147 10.335.1.6 97.731 .9 .2

謡 : 志霊四郡
- 7.654.2 .2 10 .727 .3 .7

票 : 鎧 四郡
53 3 1.338.4.5 78 .503 .8.2

早 良 ・恰土三郡
志摩

当時郡溜払切

〔註〕九州大学法学部所蔵文書「福岡藩御免帳之事」(仮題)

(kj18-F-23)より作成。
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・
経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十

も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
こ
の
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
「
郡
益
仕
組
」
が
実
施
さ
れ
た
文
化
元
年
の
七
月
に
は
、
川
麟
船
頭
中
の
強
い
要
請
を
う
け
た
嘉
麻

・
穂
波
両
郡
川
筋
見
ケ
〆
役
の
川
津
村
庄
屋
九
助
・
絵
田
村
庄
屋
兵
九
郎
・
片
島
村
庄
屋
九
右
衛
門
の
三
名
が
、
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
の
屑

焚
石
の
領
外
販
売
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
裏
麻
・
穂
波
両
部
の
屑
焚
石
の
領
外
販
売
は
、
「
此
節
遠
賀
・
鞍
手
仕
組
格
別

之
儀
二
付
焚
石
堀
出
候
村
々
吟
味
御
座
候
へ
共
、
何
れ
も
運
送
悪
鋪
仕
轡
一
相
成
不
申
候
、
飽
田
・
川
津
・
目
尾
三
ケ
村
は
川
筋
間
近
ク

御
座
候
間
、
右
三
ケ
村
為
御
救
と
遠
賀
・
鞍
手
両
御
郡
御
仕
法
1
哀
準
、
当
子
年
才
卯
年
迄
四
ヶ
年
之
間
全
屑
石
別
紙
之
遺
族
出
御
免
被

(
7
8
)

仰
付
被
下
侯
ハ
、
、
遠
賀
・
鞍
手
こ
取
組
侯
仕
法
を
以
、
百
斤
こ
付
六
文
充
之
売
上
ケ
銭
御
郡
益
二
相
備
江
可
中
上
侯
」
と
、
遠
賀
川
筋

に
近
い
鮨
田
・
川
津
・
目
尾
三
ケ
村
の
屑
焚
石
を
文
化
元
年
(
一
八
〇
四
)
か
ら
文
化
四
年
ま
で
の
四
年
間
で
五
五
〇
〇
万
斤
を
領
外
へ

販
売
し
、
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銭
六
文
を
郡
益
と
し
て
備
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
遠
賀
川
の
上
流
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
的
な

制
約
の
た
め
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
よ
う
な
両
郡
全
体
の
仕
組
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
明
ら
か
に
そ
の
仕
組
に
準
じ
た
も
の
で
あ
り
、

嘉
麻
・
穂
波
両
郡
の
「
郡
益
」
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
「
郡
益
仕
組
」
が
終
了
し
た
翌
年
の
文
化
五
年
(
一
八
〇
八
)
に
は
、
い
く
つ
か
の
領
外
販
売
願
が
出
さ
れ
て
許

(

望

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

8

0

)

　

　

　

　

　

い

し

す

み

可
さ
れ
た
が
、
文
化
六
年
に
な
る
と
藩
は
新
し
い
願
を
出
す
こ
と
を
五
年
間
禁
止
し
、
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
願
も
こ
の
間
は
出
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

文
化
十
年
(
一
八
一
三
)
正
月
に
は
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
担
当
の
郡
奉
行
井
手
勘
七
が
、
「
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
内
虐
堀
出
候
屑
焚
石
井

(
8
1
)

石
炭
、
旅
出
之
儀
相
顧
候
共
差
留
侯
様
仕
」
と
藩
に
願
い
出
た
が
、
文
化
十
二
年
(
一
八
一
五
)
九
月
に
は
、
同
じ
く
遠
賀
・
鞍
手
両
部

担
当
の
郡
奉
行
小
河
織
部
が
、
「
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
内
才
堀
出
候
焚
石
、
両
市
中
廻
石
炭
井
勝
浦
・
津
屋
崎
・
姪
浜
三
ヶ
所
塩
浜
廻
り
、

滴
々
漁
焚
石
、
村
々
焚
料
こ
相
成
侯
分
之
屑
焚
石
彩
敷
相
成
、
最
前
之
放
出
残
も
有
之
、
雨
天
之
節
雫
流
込
石
蟹
寄
候
両
は
田
島
地
味
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（
8
2
)

劣
こ
相
成
、
首
指
不
相
成
所
も
有
之
侯
」
と
、
遠
智
∵
鞍
手
両
郡
の
村
々
に
屑
焚
石
が
大
量

に
積
み
残
さ
れ
、
雨
天
の
際
に
は
そ
の
雫
が
流
れ
込
ん
で
田
畑
を
損
な
う
と
し
て
、
文
化
十

三
年
(
一
八
二
ハ
)
か
ら
文
政
二
年
(
一
八
一
九
)
の
四
年
間
、
毎
年
二
月
か
ら
八
月
ま
で

の
間
に
屑
焚
石
約
二
〇
〇
〇
万
斤
ず
つ
を
領
外
へ
販
売
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
、
小
河
織
部
は
三
人
の
大
庄
屋
に
そ
の
仕
組
を
立
て
る
こ
と
を
命
じ
、

翌
文
化
十
三
年
正
月
に
三
人
の
大
庄
屋
が
仕
組
案
を
提
出
す
る
と
、
こ
れ
を
訂
正
し
て
仕
組

を
決
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
仕
組
は
、
文
化
十
三
年
(
一
八
一
六
)
か
ら
四
年
間
、
「
御
郡
役

所
仕
組
」
と
し
て
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
屑
焚
石
を
毎
年
二
〇
〇
〇
万
斤
ず
つ
、
芦
屋
・
山

鹿
・
若
松
の
三
か
所
か
ら
三
田
尻
を
中
心
と
す
る
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
に
販
売
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
三
人
の
大
庄
星
で
、
芦
屋
・
山
鹿
・
若
松
は
遠
賀
郡

小
石
村
大
庄
屋
正
次
郎
と
同
郡
岩
瀬
村
大
庄
星
久
五
郎
、
山
元
は
鞍
手
郡
木
星
瀬
村
大
庄
星

藤
平
が
そ
れ
ぞ
れ
受
け
持
っ
た
。

芦
星
・
山
鹿
・
若
松
の
三
か
所
に
は
会
所
が
設
け
ら
れ
、
各
会
所
に
は
第
5
表
に
示
し
た

よ
う
に
、
改
方
・
族
船
方
・
余
銭
預
り
・
見
ケ
〆
な
ど
の
諸
役
が
置
か
れ
た
。
改
方
は
川
牌

で
山
元
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
屑
焚
石
を
川
牒
順
に
問
屋
に
割
り
付
け
、
旅
船
方
は
大
津
順
に

旅
船
の
船
割
を
行
い
、
余
銭
預
り
は
益
銭
の
こ
と
を
受
け
持
っ
た
。
ま
た
、
若
松
に
は
川
肺

の
運
行
に
つ
い
て
山
元
と
の
連
絡
を
行
う
た
め
飛
脚
請
拝
が
置
か
れ
た
。
改
方
が
屑
焚
石
を

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

第5表　文化13年遠賀・鞍手両郡焚石仕組の役人と給銭

役　 職
芦　　　 屋 山　　　 鹿 若　　　 松

人　 名 給　 銭 人　 名 給　 銭 人　 名 給　 銭

改　　 方 儀　 平 500日 藤右衛門 150 日 多太郎 500 日

旅 船 方 書　 六 300 清　 七 150 藤次郎 300

余銭預り 次右衛門 100 彦五郎 50 養　 作 100

見 ケ 〆 次郎八 200 藤右衛門 兼帯 正五郎 200

会所家賃 源次郎 300 藤右衛門 兼帯 又五郎 300

飛脚受持 - - - - 千　 蔵 150

〔註〕『御仕立炭山定』132貢、文化13年正月晦日条より作成。
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経
営
と
経
済

問
屋
に
割
り
付
け
、
旅
船
方
が
旅
船
の
船
割
を
行
っ
た
後
、
屑
焚
石
を
旅
船
に
横
み
込
む
の
は
問

屋
の
役
目
で
、
問
屋
は
芦
屋
・
若
松
に
各
七
軒
、
山
鹿
に
二
軒
の
合
計
一
六
軒
あ
っ
た
。
会
所
で

は
毎
日
、
改
方
・
旅
船
方
と
問
屋
が
寄
り
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
畢
つ
い
て
屑
焚
石
を
旋
船

に
販
売
し
た
。
木
星
瀬
村
に
は
川
鯖
の
改
所
が
設
け
ら
れ
、
屑
焚
石
の
斤
数
等
を
記
し
た
山
元
村

庄
屋
の
送
り
状
に
裏
判
を
加
え
た
。
裏
判
の
な
い
も
の
は
抜
け
荷
と
し
て
処
分
さ
れ
た
。

屑
焚
石
一
〇
〇
斤
あ
た
り
の
販
売
代
銭
と
そ
の
内
訳
は
、
大
庄
屋
の
案
に
よ
る
と
第
6
表
の
通

り
で
、
販
売
代
銭
は
芦
屋
・
山
鹿
が
九
〇
文
、
若
松
が
九
四
文
と
若
松
の
方
が
四
文
高
く
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
堀
川
を
経
由
す
る
若
松
の
方
が
運
賃
や
諸
雑
用
が
多
く
か
か
か
っ
た
た
め
、
山
元

仕
切
井
川
辟
運
賃
が
芦
屋
・
山
鹿
の
七
七
文
に
対
し
て
若
松
が
八
〇
文
、
御
役
所
納
余
銭
井
諸
給

銭
諸
雑
用
が
芦
屋
・
山
鹿
の
七
文
に
対
し
て
若
松
が
八
文
と
、
そ
れ
ぞ
れ
若
松
の
方
が
高
く
な
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
問
屋
口
銭
は
五
文
、
川
婦
か
ら
旅
船
へ
屑
焚
石
を
積
み
か
え
る
際
の
所
肩

銭
は
一
文
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
大
庄
星
の
案
は
、
「
定
直
段
二
は
難
見
居
候
、
別
而
中
国

塩
浜
辺
こ
相
望
候
由
こ
付
、
買
入
放
船
之
者
江
宴
元
問
屋
共
が
遂
熟
談
、
屑
焚
石
直
段
上
ケ
之
心

(
8
3
)

得
相
含
、
兎
角
御
国
益
こ
も
相
成
供
様
出
精
宰
判
可
任
侠
事
」
と
、
小
河
織
部
が
で
き
る
だ
け
値

段
を
引
き
上
げ
て
販
売
す
る
よ
う
に
改
め
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
高
く
販
売
で
き
れ
ば
そ
れ
だ
け
郡

役
所
の
収
入
が
増
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
文
化
十
三
年
以
降
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
屑
焚
石
は
こ
の
仕
組
に
よ
っ
て
領
外
へ

販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
遺
留
・
鞍
手
両
郡
の
屑
焚
石
が
す
べ
て
こ
の
仕
組
に
よ

第6表　文化13年遠賀・鞍手両部焚石仕組における

屑焚石100斤当たり販売代銭とその内訳

項　　　　　　 目 芦屋 ・山鹿 若　　 松

山元仕切井川備 賃共 77文 80文

御役所納余銭井諸給 銭 ・諸雑用共 7 8

問屋 口銭 5 5

所肩銭 1 1

屑焚石販売 代銭 90 9 4

〔註〕『御仕立炭山定』130頁、文化13年正月晦日条より作成。
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っ
て
領
外
へ
販
売
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
家
中
手
山
や
山
方
仕
組
の
焚
石
は
こ
の
仕
組
と
は
別
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
販
売
さ
れ
て
い
た
。

大
庄
屋
は
二
近
来
御
家
中
御
手
山
其
外
御
山
方
御
仕
組
石
等
御
座
険
両
、
口
々
才
積
出
こ
相
成
侯
両
は
対
旅
方
江
直
段
施
行
届
不
申
、

(
8
4
)

自
然
は
紛
敷
儀
も
出
来
可
仕
哉
」
と
、
別
々
に
販
売
が
行
わ
れ
て
は
仕
組
が
混
乱
す
る
原
因
に
な
る
と
し
て
、
両
郡
の
焚
石
は
す
べ
て
こ

の
仕
組
に
よ
っ
て
販
売
す
る
よ
う
に
求
め
た
が
、
小
河
織
部
は
、
「
得
と
調
子
之
上
追
而
相
伺
候
次
第
も
可
有
之
供
」
と
確
答
を
さ
け
た
。

こ
の
た
め
大
庄
屋
は
同
年
七
月
に
、
「
仕
組
中
旅
出
之
分
ハ
、
手
山
之
分
共
一
切
仕
組
方
江
引
受
、
惣
問
屋
中
江
為
致
売
捌
、
益
銭
納
方
も

(
8
5
)

役
所
仕
組
同
様
こ
取
立
、
其
内
こ
而
諸
雑
費
料
百
斤
二
付
弐
文
充
引
、
相
残
分
山
持
之
面
々
江
手
元
役
所
よ
り
指
送
り
候
様
致
度
候
」

と
、
あ
ら
た
め
て
同
じ
願
を
投
出
し
た
が
、
こ
れ
も
、
「
伺
之
趣
尤
之
儀
こ
ハ
侯
得
共
、
御
家
中
手
山
之
分
井
家
来
之
老
抱
地
点
掘
出
陳

(
8
6
)

分
共
、
是
迄
之
通
被
成
置
候
」
と
認
め
ら
れ
ず
、
家
中
手
山
の
焚
石
は
こ
れ
以
後
も
こ
の
仕
組
と
は
関
係
な
く
独
自
に
販
売
が
行
わ
れ
た

(
8
7
)

の
で
あ
る
。

以
上
、
文
化
十
三
年
の
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
「
御
郡
役
所
仕
組
」
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
の
仕
組
を
立
て
た
大
庄
屋
の
仕
組
案
に

(008)

は
「
先
仕
組
之
通
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
は
文
化
十
三
年
が
最
初
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
先
仕
組
」
が

は
た
し
て
文
化
元
年
の
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
の
「
郡
益
仕
組
」
を
指
し
て
い
る
の
か
、
文
化
元
年
の
仕
組
の
内
容
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い

(
8
9
)

た
め
判
断
す
る
の
は
難
し
い
が
、
ど
ち
ら
も
仕
組
が
実
施
さ
れ
た
地
域
が
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
で
あ
っ
た
こ
と
、
仕
組
運
営
の
主
体
が
両
郡

の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
こ
と
、
販
売
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
本
当
に
屑
石
・
悪
石
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
屑
焚
石
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
共

通
す
る
点
が
多
く
、
ま
た
、
な
に
よ
り
も
焚
石
の
採
掘
制
限
政
策
の
も
と
で
「
郡
益
仕
組
」
あ
る
い
は
「
御
郡
役
所
仕
組
」
と
し
て
、
遠

賀
・
鞍
手
両
部
の
利
益
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
仕
組
は
同
じ
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え

て
よ
く
、
文
化
十
三
年
の
仕
組
は
文
化
元
年
の
仕
組
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ

い
し
ず
み

の
郡
方
仕
組
は
、
焚
石
・
石
炭
の
生
産
・
販
売
の
拡
大
を
求
め
る
農
民
・
問
屋
層
と
、
年
貢
収
入
の
基
礎
で
あ
る
田
畑
保
護
の
た
め
焚
石

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
三



経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
四い

し
ず
み

の
採
掘
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
藩
と
の
矛
盾
・
対
立
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
農
民
に
は
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
に

ょ
る
利
益
を
、
藩
に
は
農
村
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
の
資
金
を
も
た
ら
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
藩
の
石
炭
政
策

は
あ
く
ま
で
焚
石
の
採
掘
制
限
に
あ
り
、
仕
組
に
よ
る
利
益
も
農
村
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
の
資
金
で
あ
っ
て
、
藩
財
政
の
直
接
的
な
増

大
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　
焚
石
の
積
極
的
採
掘
・
販
売
政
策

文
化
元
年
(
一
八
〇
四
)
お
よ
び
文
化
十
三
年
(
一
八
二
ハ
)
の
仕
組
は
、
遠
賀
・
鞍
手
両
部
の
「
郡
益
仕
組
」
あ
る
い
は
「
御
郡
役

所
仕
組
」
と
し
て
、
両
郡
の
屑
焚
石
を
領
外
へ
販
売
し
、
そ
の
利
益
を
遠
賀
・
鞍
手
両
部
の
農
村
基
盤
の
強
化
の
た
め
に
用
い
よ
う
と
し

た
も
の
で
、
藩
の
石
炭
政
策
の
基
本
は
あ
く
ま
で
焚
石
の
採
掘
制
限
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
文
政
期
に
入
る
と
藩
財
政
の
窮
乏
に
直
面
し
た
福
岡
藩
は
、
商
品
生
産
・
流
通
の
発
展
に
対
応
し
て
、
領
内
の
特
産
品
を
積

極
的
に
領
外
へ
販
売
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
藩
財
政
収
入
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
に
実
施

(
9
0
)

さ
れ
た
国
産
仕
組
は
、
生
蝋
や
鶏
卵
な
ど
福
岡
藩
の
特
産
品
を
積
極
的
に
領
外
へ
販
売
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
焚
石
も
こ
の
国
産
仕
組

の
影
響
の
も
と
に
積
極
的
に
採
掘
・
販
売
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
9
1
)

と
こ
ろ
で
、
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
に
は
戌
二
月
の
「
御
達
ヶ
条
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
『
福
岡
県
史
』
は
こ
の
成
年
を
天
保
九

年
(
一
八
三
八
)
と
推
定
し
て
い
る
。
『
福
岡
県
史
』
が
こ
れ
を
天
保
九
年
と
し
た
積
極
的
な
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
福
岡
県
史
』

が
刊
行
さ
れ
た
昭
和
三
十
八
年
(
一
九
六
三
)
当
時
は
、
石
炭
の
専
売
は
天
保
八
年
に
始
ま
っ
た
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
お
り
、
お

そ
ら
く
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
天
保
九
年
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
御
達
ヶ
条
」
の
第
一
六
条
に
は
、
「
遠
賀
堀
川
筋

焚
石
船
通
船
令
停
止
侯
」
と
、
若
松
へ
抜
け
る
堀
川
を
焚
石
船
が
通
る
こ
と
を
禁
止
す
る
条
文
が
あ
り
、
こ
の
規
定
に
従
え
ば
若
松
か
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ら
焚
石
を
積
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
天
保
八
年
の
焚
石
仕
組
で
は
若
松
と
芦
屋
に
焚
石
会
所
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
二
か
所

(
9
2
)

か
ら
焚
石
の
積
み
出
し
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
御
達
ヶ
条
」
の
規
定
は
天
保
八
年
の
焚
石
仕
組
と
矛
盾

す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
政
九
年
の
仕
組
で
は
、
「
芦
屋
ハ
交
易
便
利
宜
敷
、
且
鶏
卵
会
所
も
同
所
江
有
之
、
取
し
ら
へ
出
役

(
9
3
)

等
之
都
合
宜
敷
侯
付
、
穿
芦
屋
一
口
虐
洲
口
出
取
斗
置
候
」
と
、
当
初
は
芦
屋
か
ら
の
み
積
み
出
し
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

(
9
4
)

文
政
九
年
の
仕
組
の
収
支
を
記
し
た
「
文
政
九
成
年
焚
石
売
立
御
益
井
右
こ
掛
諸
雑
用
一
切
諸
払
惣
勘
定
帳
」
　
(
以
下
、
「
惣
勘
定
帳
」

と
記
す
)
に
も
、
川
肺
か
ら
旅
船
へ
焚
石
を
積
み
か
え
る
際
の
「
所
肩
銭
」
は
芦
屋
の
分
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
若
松
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
御
達
ヶ
条
」
の
作
成
年
代
は
天
保
九
年
と
す
る
よ
り
も
、
十
二
年
前
の
文
政
九
年

と
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
に
は
三
通
の
戌
年
と
一
通
の
年
不
詳
八
月
の
一
癖
文
書
が
収
め
ら
れ
て
お
㌔
こ
の
成
年
も

『
福
岡
県
史
』
は
天
保
九
年
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
「
若
松
口
江
抜
々
積
出
侯
儀
等
は
無
之
哉
」
、
あ
る
い
は
「
四
郡
之
焚
石

抜
売
等
無
之
哉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
書
田
村
の
円
蔵
に
堀
川
を
通
っ
て
若
松
へ
抜
け
売
り
し
よ
う
と
す
る
焚
石
を
取
り
締
ま
る
よ
う
に
命

じ
た
も
の
で
、
「
御
達
ヶ
条
」
の
第
一
六
条
の
規
程
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
惣
勘
定
帳
」
に
は
、
「
九
貫
文
ハ
　
吉
田

軋
即
蔵
焚
石
.
石
炭
堀
川
通
船
改
苦
労
渡
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
戌
正
月
の
一
姫
文
書
に
記
さ
れ
た
焚
石
の
堀
川
通
船
改
方
受
持
の
苦

労
六
〇
文
銭
一
〇
〇
匹
、
八
月
の
一
感
文
書
に
記
さ
れ
た
蒜
の
堀
川
通
船
改
方
受
持
の
苦
労
六
〇
文
銭
五
〇
か
養
わ
せ
た
六
〇
文

銭
一
五
〇
日
=
丁
銭
九
貫
文
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
四
通
の
一
感
文
書
は
「
御
達
ヶ
条
」
同
様
、
文
政
九
年
の
も
の

と
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
御
達
ヶ
条
」
と
四
通
の
一
苑
文
書
は
、
「
惣
勘
定
帳
」
と
と
も
に
文
政
九
年
の
仕
組
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
文
政
九
年
の
仕
組
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
五



179経営と経済二十六かる。まずこの仕組は、「遠賀・鞍手・嘉麻・穂波四郡が掘出候焚石、当戌年ノ五ヶ年之間、旅売御免被仰付侯二付、於(98)芦屋町二会所相立売捌取計事二俣」とあるように、遠賀・鞍手・嘉麻・穂波の東四郡で採掘される焚石を、文政九年(一八二六)から天保元年(一八三〇)までの五年間の予定で領外へ販売しようというものであった。焚石丁場については、仕組がはじまる前年の文政八年(一八二五)十二月二十八日に、遠賀・鞍手両郡の郡役所が両郡の大庄屋八人に宛てて、「焚石山所村々書出之内、只今堀方いたし差支無之相見江侯ヶ所先ツ書抜、別帳之通御郡代・御山奉行江も引合之上、吟味役来月六日、七日比が見分として廻村有之侯条、其心得見分順致村割、書付右日(婚)限前芦屋鶏卵会所江持出可申候」と、焚石を採掘しても支障のない場所を書き抜いて芦屋鶏卵会所まで提出するように達している。このときの「遠賀・鞍手焚石山書抜」によると、遠賀・鞍手両郡の焚石丁場は第7表のとおりであり、

第7表　遠賀・鞍手両部の焚石丁場数

郡 村 焚石丁場数

遠賀郡 馬場山村 1

楠 橋 村 2

山 鹿 村 2

高 須 村 1

浅 川 村 1

岩 瀬 村 2

机　 村 1

古 賀 村 1

小　 計 11

鞍手部 官 田 村 1

長井鶴村 1

鶴 田 村 5

勝 野 村 6

御 徳 村 16

赤 地 村 19

直 方 町 1

山 辺 村 6

中 泉 村 1

下 境 村 10

植 木 村 1

木 月 村 1

下大隈村 1

芹 田 村 1

小　 計 70

両　 郡　 合　 計 81

〔註〕青柳文書「御触状写」文政8年

(5072)より作成。



遠
賀
郡
は
八
か
村
で
二
か
所
、
鞍
手
郡
は
一
四
か
村
で
七
〇
か
所
、
合
計
八
一
か
所
と
な
っ
て
い
た
。

「
御
達
ヶ
条
」
は
焚
石
丁
場
の
取
締
り
に
つ
い
て
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
御
仕
組
焚
石
丁
場
江
雇
人
侯
旅
人
統

而
山
元
見
ケ
〆
役
之
者
よ
生
来
相
改
、
捏
札
相
渡
召
任
侠
」
と
、
焚
石
丁
場
で
雇
い
入
れ
る
旅
旦
雇
い
は
山
元
見
ケ
〆
役
が
身
元
を
調
べ

て
提
札
を
渡
し
、
一
人
に
つ
き
一
二
文
ず
つ
の
提
札
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
村
内
の
農
民
が
焚
石
丁
場
で
働
く
場
合
も
、

庄
屋
が
調
べ
て
耕
作
に
支
障
が
な
け
れ
ば
大
庄
屋
へ
届
け
て
提
札
を
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
「
身
帯
有
之
百
姓
こ
而
も
、
当

時
農
方
之
助
二
可
相
成
者
ハ
、
吟
味
之
上
本
文
之
通
可
取
計
候
」
と
、
困
窮
し
た
百
姓
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
な
り
の
資
産
が
あ
る
百
姓
も

焚
石
丁
場
で
働
く
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

焚
石
丁
場
に
は
棒
杭
・
山
所
高
札
を
立
て
て
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
庄
屋
は
絶
え
ず
焚
石
丁
場
を
見
回
っ
て
田
畑
等
に
問
題
が
生

じ
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
新
丁
場
見
立
侯
は
ハ
、
、
於
村
方
重
畳
取
し
ら
べ
、
石
置
場
等
田
島
之
費
は

仮
令
鰻
之
事
に
て
、
作
毛
之
穿
聖
二
も
不
及
地
所
た
り
共
、
後
来
託
度
仕
戻
之
道
相
立
、
地
主
相
対
取
拘
り
侯
上
可
願
出
侯
」
と
、
新
た

に
丁
場
を
開
い
て
焚
石
を
採
掘
す
る
場
合
は
、
村
方
に
お
い
て
十
分
に
調
査
し
、
石
置
場
等
は
た
と
え
耕
作
に
支
障
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
も
、
採
掘
が
終
れ
ば
も
と
に
戻
せ
る
よ
う
に
し
、
地
主
と
契
約
の
上
願
い
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

文
政
九
年
七
月
朔
日
に
は
、
遠
賀
.
撃
両
部
の
免
方
役
所
が
焚
石
丁
場
の
取
扱
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
達
を
出
し
て
い
毎

一
族
出
新
丁
場
ハ
此
方
役
所
江
可
願
出
候
、
且
郡
役
所
江
も
可
申
出
候
、
遂
吟
味
侯
上
可
及
差
図
侯
事

一
百
姓
焚
料
丁
場
、
是
迄
之
通
此
方
役
所
江
可
願
出
侯
、
遂
吟
味
否
可
及
差
図
侯
、
古
口
汝
或
ハ
ロ
明
ケ
替
等
も
右
こ
準
侯
事

一
族
出
丁
場
、
古
口
渡
、
又
ハ
ロ
明
ケ
香
等
之
ヶ
所
ハ
、
吟
味
役
見
分
之
上
否
差
図
有
之
等
こ
侯
条
、
此
方
役
所
江
も
右
之
趣
可
相
届

侯
事

一
百
姓
焚
料
丁
場
差
免
置
侯
内
、
余
分
之
出
石
見
込
有
之
、
追
而
放
出
相
願
侯
ヶ
所
、
此
方
役
所
江
可
申
出
侯
、
遂
吟
味
否
可
申

l福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
二
十
七
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
八

付
候
事

一
百
姓
焚
石
丁
場
兼
而
差
免
置
侯
内
、
焚
料
二
余
り
侯
分
少
々
旅
売
相
望
候
ハ
、
、
其
段
芦
屋
会
所
江
可
申
出
侯
、
於
同
方
否
指
図
右

之
等
こ
候
、
勿
論
右
之
趣
此
方
役
所
江
も
可
申
出
侯
事

こ
の
達
か
ら
、
焚
石
丁
場
に
は
放
出
丁
場
と
百
姓
焚
料
↑
場
の
区
別
が
あ
り
、
旅
出
丁
場
は
領
外
へ
の
販
売
を
目
的
と
し
て
採
掘
を
行

ぅ
も
の
で
あ
る
が
、
百
姓
焚
料
丁
場
で
あ
っ
て
も
、
「
余
分
之
出
石
見
込
」
が
あ
る
丁
場
や
、
「
焚
料
二
余
り
侯
分
」
は
、
で
き
る
だ
け
領

外
へ
販
売
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

仕
組
の
諸
役
と
し
て
は
、
洲
口
番
四
名
の
は
か
、
焚
石
頭
取
や
見
ケ
〆
役
等
が
あ
っ
た
。
「
惣
勘
定
帳
」
に
よ
れ
ば
、
焚
石
頭
取
は
二

名
、
見
ケ
〆
役
は
三
名
で
、
会
所
に
は
会
所
手
代
が
二
名
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
「
惣
勘
定
帳
」
に
は
焚
石
役
掛
り
之
者
苦
労
渡

が
二
八
六
貫
文
余
計
上
さ
れ
て
お
り
、
人
数
は
不
明
で
あ
る
が
焚
石
役
掛
り
之
者
が
か
な
り
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
仕
組
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
文
政
九
年
の
開
始
当
初
は
、
会
所
は
芦
屋
に
の
み
設
け
ら
れ
、
若
松
に
通
ず
る
堀
川

に
は
事
返
に
政
所
が
置
か
れ
て
、
吉
田
村
円
蔵
が
堀
川
を
通
過
す
る
焚
石
の
取
締
り
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
若
松
か
ら
の
要
求
や
、
「
同

所
(
若
松
)
積
出
候
待
ハ
買
積
船
往
来
も
近
く
、
焚
石
直
段
芦
屋
口
畠
、
五
文
程
も
相
増
鮎
と
い
う
山
元
や
川
辟
船
頭
の
要
求
に
よ

っ
て
、
文
政
十
年
十
一
月
か
ら
は
若
松
に
も
会
所
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
毎

文
政
九
年
の
仕
組
に
よ
る
会
所
の
収
支
は
、
「
惣
勘
定
帳
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
8
表
は
、
そ
の
収
支
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
会
所
は
文
政
九
年
二
月
か
ら
十
二
月
の
間
に
四
六
〇
三
万
斤
余
の
焚
石
を
販
売
し
、
一
万
二
五
七
一
貫
文
余
の
収

益
を
得
て
い
る
。
一
〇
〇
斤
に
つ
き
二
七
文
余
の
収
益
で
あ
る
。
問
屋
口
銭
は
表
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
一
〇
〇
斤
に
つ
き
三
文
で
、

三
八
〇
貫
文
余
と
な
っ
て
い
る
。
文
化
十
三
年
の
仕
組
の
際
の
問
屋
口
銭
は
一
〇
〇
斤
に
つ
き
五
文
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
仕
組
の
問

屋
口
銭
は
大
き
く
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
山
元
か
ら
の
焚
石
の
買
入
れ
価
格
は
、
第
9
表
の
よ
う
に
一
〇
〇
斤
に
つ
き



第8表　文政9年焚石仕組における焚石会所収支

福岡藩の石炭政策について

金 　 　 額 摘 　 　 　 　 　 　 　 要

貫 　 文

1 2 , 5 7 1 . 0 7 4 御 益 井 山 元 壱 文 除 ・ 所 肩 銭 ・ 洲 口 渡 傭 銭 ・ 神 納 銭 ・ 御 家 中 手 山 益

銭 共 一 切

4 3 7 . 1 3 4 山 元 壱 文 除 村 々 渡 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0 0 斤 二 付 1 文

3 7 1 . 3 8 3 芦 屋 町 所 肩 銭 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0 0 斤 二 付 1 文

8 3 . 7 3 6 同 所 洲 口 渡 備 井 神 納 銭 共 ( 旅 船 1 , 1 6 3 般 ) 　 1 般 二 付 7 2 文

4 . 7 6 4 同 神 納 銭 ( 西 浦 廻 沖 船 3 9 7 腹 ) 　 　 　 　 　 1 般 二 付 1 2 文

2 3 . 1 7 4 西 浦 廻 り こ 掛 ル 分 、 下 三 緒 村 周 助 証 拠 銭 　 1 0 0 斤 二 付 1 文

6 5 3 . 5 2 2 御 家 中 手 山 石 益 銭 山 主 渡 　 　 　 　 　 　 　 1 0 0 斤 二 付 1 8 文

1 0 , 9 9 7 . 3 6 1 御 益 銭

3 7 . 9 6 7

1 0 . 1 4 6

焚 石 仕 組 初 発 直 段 為 取 調 子 、 植 木 村 香 月 五 三 郎 ・ 飯 塚 宿 四 方 平 中

国 筋 塩 浜 江 指 立 侯 付 、 旅 用 相 渡 候 入 切

右 同 断 二 付 両 人 苦 労 渡

2 . 5 3 0 焚 石 仕 組 取 起 二 付 、 芦 屋 町 庄 屋 苦 労 致 し 侯 付 、 心 付 渡

3 . 3 8 5

6 .

5 . 0 4 0

焚 石 旅 売 一 件 二 付 、 問 屋 又 七 中 国 筋 江 指 遺 候 節 、 用 心 銀 相 渡 候 入

切

焚 石 値 段 極 取 組 侯 長 州 三 田 尻 国 本 万 治 、 芦 屋 町 江 参 候 節 、 滞 留 中

賄 料

国 本 万 治 江 為 挨 拶 指 遺 侯 分

7 8 . 焚 石 ・ 石 炭 両 会 所 二 取 用 候 家 借 賃

3 8 . 4 0 2 会 所 附 夜 具 新 規 仕 立 代

1 0 9 . 7 7 6 会 所 取 繕 大 工 作 料 井 諸 晶 買 入 代 紙 墨 代 共

3 4 . 0 8 0 四 部 船 庄 屋 中 井 焚 石 会 所 手 代 両 人 致 出 情 候 付 褒 美 渡

1 1 . 4 5 0 焚 石 丁 場 之 高 札 井 棒 杭 、 其 外 山 元 掘 方 旅 人 提 札 仕 渡 代 共

9 3 . 潤 野 村 焚 石 丁 場 依 頼 石 代 増 救 渡

6 3 . 8 1 7 会 所 井 村 々 二 而 焚 石 役 掛 之 者 止 宿 賄 代

3 3 . 6 0 0 焚 石 井 石 炭 仕 組 二 付 而 、 芦 屋 洲 口 番 事 増 骨 折 侯 二 付 、 為 心 付 相 渡

2 8 . 8 0 0 焚 石 頭 取 、 岡 見 ケ 〆 役 召 達 夫 賃 銭 投 渡 分

9 . 吉 田 村 円 蔵 焚 石 ・ 石 炭 堀 川 通 船 改 苦 労 渡

6 . 3 1 2 焚 石 役 掛 り 之 者 所 々 二 而 召 任 侠 夫 賃 銭

2 8 6 . 9 1 2 焚 石 役 掛 り 之 者 苦 労 渡

1 8 7 . 御 国 内 塩 浜 廻 井 浦 々 漁 焚 石 益 銭 仕 組 、 以 前 遠 賀 ・ 鞍 手 ・ 嘉 麻 ・ 穂

波 郡 代 役 井 御 徳 村 分 ハ 、 同 郡 掛 り 山 方 役 所 仕 組 二 相 成 来 侯 間 、 仕

組 以 前 三 ヶ 年 排 ヲ 以 代 銭 高 引 除 、 三 ヶ 所 役 所 江 引 付 侯 分

9 , 9 5 2 . 1 4 4 焚 石 売 立 全 御 益 銭 之 分 ( 6 0 文 銭 こ シ テ 1 6 5 貫 8 6 9 匁 6 厘 )

〔註〕杉原慶一文書「文政九戌年焚石売立御益井右二掛諸雑用一切諸払惣勘定帳」

(『福岡県史』第2巻下冊、260頁)
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八
〇文で、

「
川船

運賃井

山
元
渡
」は

文化

十
三年の

仕
組のと

きと

まっ

たく

同じ

七七

文と

なっ

ている。

こうし

たこと

から、

こ
の
仕組に

おける

焚石

一〇

〇斤当り

の
販売

価格は、

焚石の

買入れ

代銭

八〇

文に

会
所収

益の

二
七文余と

問
屋口

銭の

三文を

加え

た

二〇

文余であっ

たこと

が
わかる。

文化

十三

年の

仕
組の

際の

芦
屋で

の
販
売
価格

は
九〇

文であっ

たから、

三〇

文はど

価
格が

上昇し

ていること

に
なる。

こ
の
会
所の

収
益から、

山
元
壱
文除

村々

渡、

芦
屋町

所
肩銭

(
一〇

〇斤に

つき

一文

で、

文化十

三
年の

仕
組のと

きと

変わっ

てい

な
い
)、

同
所洲口

渡備井

神
納
銭共等を

引い

た

一万九九

七貫文

余が、

会
所の

諸
経費を

含ん

だ
利
益(御益銭

)と

なり、

焚石

一〇〇斤当り

に
すると

二三

文余と

なる。

こ
れは、

文化

十三

年の

仕
組の

際の「

御役

所納余

銭井

諸
給銭・

諸雑用

共
」に

あたる

が、

文化

十三

年の「

御役

所納余銭井

諸
給

銭・

諸
雑用

共
」は、

大
庄星の

見
積り

によ

れば

七文であっ

たから、

文政九

年の

諸
経費を含んだ利益は三倍以上になっていることがわかる。文政九年の仕組による会所の純利益は、この会所の諸経費を含んだ利益(御益銭)一万九九七貫文余から第8表にある諸給銭・諸雑用の合計一〇四五貫文余を差し引いたものとなり、丁銭で九九五二貫文余、六〇文銭にして一六五貫八六九匁余となった。もっとも文政九年の諸経費のうち二七六貫文は、「御仕組初年二付、臨時御遣り出分、己後ハ出財無之」とあるように、仕組を始めるにあたって必要となった臨時の経費で、次年度からは不要となるものであった。以上の検討からわかるように、文政九年の仕組は、川船運賃井山元渡や所肩銭などの諸経費のように、文化十三年の仕組をそのまま引き継いだ点もみられるが、異なる点のはうが多い。その第一は、文化十三年の仕組が遠賀・鞍手

第9表　文政9年焚石仕組における焚石1㈹

斤当たり買入れ代銭とその内訳

項　　　　　　 目 代　　 銭

極前川船運賃井山元渡共ニ 77文

庄屋紙墨料井村方救会所預 り 1
川船寸志御益二加ル分 2

焚石買入れ代銭 80

〔註〕許斐安太郎文書「御達ヶ条」(『福岡県

史』第2巻下冊、252頁)より作成。

十
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両
部
の
屑
焚
石
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
文
政
九
年
の
仕
組
は
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂
波
の
東
四
郡
の
焚
石
を
対
象
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
文
化
十
三
年
の
仕
組
は
家
中
手
山
の
焚
石
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
文
政
九
年
の
仕
組
は
一
〇
〇
斤
に

つ
き
一
八
文
の
「
御
家
中
手
山
石
益
銭
山
主
渡
」
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
(
第
8
表
)
、
家
中
手
山
が
仕
組
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
問
屋
口
銭
が
一
〇
〇
斤
に
つ
き
五
文
か
ら
三
文
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
会
所
(
郡

役
所
)
の
諸
経
費
を
含
ん
だ
利
益
が
七
文
か
ら
二
三
文
と
三
倍
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
は
、
「
御
達

ヶ
条
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
焚
石
丁
場
の
統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
会
所
の
利
益
を
最
大
限
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
焚
石
丁
場
に
対
す
る
統
制
の
強
化
も
、
そ
れ
ま
で

の
よ
う
に
焚
石
の
採
掘
を
制
限
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
焚
石
を
採
掘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
田
畑
へ
の
被
害
を
で

き
る
だ
け
防
止
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
、
藩
が
焚
石
の
採
掘
お
よ
び
そ
の
領
外
へ
の
販
売
を
積
極
的
に
推
進
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
は
、
文
政
九
年
の
仕
組
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
焚
石
の
採
掘
制
限
政
策
か
ら
積
極

的
採
掘
・
販
売
政
策
へ
と
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
政
九
年
の
仕
組
は
、
「
去
冬
一
統
相
違
侯
通
、
厚
御
詮
議
を
以
、
郡
々
非
常
御
備
御
取
立
こ
付
而
は
、
為
後
年
御
備
増
、

遠
賀
.
撃
.
嘉
麻
.
穂
波
四
郡
こ
而
掘
出
侯
焚
石
、
放
出
を
も
御
免
被
仰
付
鮎
と
あ
る
よ
う
に
、
前
年
に
設
け
ら
れ
た
非
常
備
米
の

備
増
を
目
的
と
し
て
お
り
、
藩
財
政
収
入
の
増
大
そ
の
も
の
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
焚
石
仕
組
が
農
村
基
盤
の
強

化
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
藩
財
政
収
入
そ
の
も
の
の
増
大
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
は
、
天
保
六
年
(
一
八
三
五
)
に
、
「
御
救

方
江
さ
ま
!
＼
御
仕
組
御
引
受
に
相
成
申
侯
。
是
迄
郡
方
御
仕
組
に
而
焼
石
仕
組
・
鶏
卵
仕
組
・
生
娘
仕
組
又
は
柴
藤
増
次
受
持
之
皮
座

仕
組
杯
不
残
御
救
方
江
御
引
受
に
相
艶
と
あ
る
よ
う
に
、
鶉
卵
仕
組
・
生
蟻
仕
組
な
ど
と
と
も
に
御
家
中
井
郡
町
浦
御
救
仕
組
の
一
環

と
し
て
御
救
方
の
受
持
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
文
政
九
年
の
仕
組
は
、
「
郡
益
」
を
目
的
と

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
一
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
二

す
る
郡
方
仕
組
か
ら
藩
財
政
収
入
の
増
大
を
直
接
の
目
的
と
す
る
仕
組
へ
の
過
渡
的
段
階
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
焚
石
を

積
極
的
に
採
掘
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
領
外
へ
販
売
し
よ
う
と
す
る
政
策
は
、
そ
れ
ま
で
の
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
仕
組
に
よ
っ
て
福
岡
藩
の
石
炭
政
策
が
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
日
ソ
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

い
し
す
み

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
は
、
自
給
的
段
階
を
脱
し
て
焚
石
・
石
炭
が
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
十
八
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
単
純
な
生

産
・
販
売
統
制
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
瀬
戸
内
地
方
の
塩
田
で
石
炭
焚
き
が
始
ま
り
、
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂

い
し
す
み

波
の
東
四
郡
の
焚
石
が
大
量
に
瀬
戸
内
地
方
に
積
み
出
さ
れ
て
、
福
岡
・
博
多
両
市
中
の
石
炭
が
不
足
・
高
騰
す
る
と
、
天
明
八
年
(
一

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

七
八
八
)
に
は
石
炭
仕
組
が
実
施
さ
れ
、
石
炭
市
場
の
安
定
を
は
か
る
た
め
に
、
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
を
禁
止
し
、
東
四
郡
の
石
炭

を
福
岡
・
博
多
両
市
中
に
回
漕
し
て
、
公
定
価
格
で
販
売
す
る
政
策
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

い

し

ず

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

し

ず

み

こ
の
石
炭
仕
組
は
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
春
に
中
止
さ
れ
る
が
、
焚
石
・
石
炭
の
領
外
販
売
禁
止
政
策
は
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
た
ま

い
し
ず
み

ま
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
焚
石
・
石
炭
の
生
産
は
拡
大
し
た
た
め
、
領
内
市
場
の
縮
小
と
焚
石
・
蒜
の
増
産
に
よ
る
需
給
の
極
端
な
不

均
衡
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

い
し
ず
み

こ
の
た
め
藩
は
、
焚
石
の
採
掘
を
領
内
需
要
に
あ
わ
せ
て
制
限
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
焚
石
・
石
炭
の
生
産
・
販
売
を

求
め
る
農
民
・
問
屋
層
と
藩
と
の
対
立
が
深
ま
り
、
こ
の
矛
盾
・
対
立
の
な
か
か
ら
文
化
元
年
(
一
八
〇
四
)
に
「
郡
益
」
を
目
的
と
す

る
郡
方
仕
組
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
藩
の
石
炭
政
策
は
あ
く
ま
で
焚
石
の
採
掘
制
限
に
あ
り
、
仕
組

に
よ
る
利
益
も
農
村
基
盤
の
強
化
を
は
か
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
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文
政
期
に
入
る
と
藩
財
政
の
窮
乏
が
激
化
し
、
藩
は
商
品
生
産
・
流
通
の
発
展
に
対
応
し
て
、
領
内
の
特
産
品
を
積
極
的
に
領
外
へ
販

売
し
て
藩
財
政
収
入
の
増
大
を
は
か
る
よ
う
に
な
り
、
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
に
は
」
国
産
仕
組
の
影
響
の
も
と
に
焚
石
を
積
極
的
に

採
掘
・
販
売
す
る
仕
組
が
実
施
さ
れ
、
天
保
六
年
(
一
八
三
五
)
に
は
、
御
家
中
井
部
町
浦
御
救
仕
組
の
一
環
と
し
て
鶏
卵
仕
組
・
生
蝋

仕
組
な
ど
と
と
も
に
財
政
収
入
の
増
大
を
直
接
の
目
的
と
す
る
焚
石
仕
組
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
福
岡
藩
の
焚
石
仕
組
を
、
遠
藤
氏
や
隅
谷
氏
の
よ
う
に
藩
が
焚
石
の
販
売
収
益
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
も

の
と
す
る
の
も
、
松
下
氏
の
よ
う
に
本
百
姓
体
制
の
維
持
乃
至
再
建
を
め
ざ
す
封
建
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
も
、
ど
ち
ら
も

一
面
的
に
す
ぎ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
焚
石
仕
組
に
は
本
百
姓
体
制
の
維
持
乃
至
再
建
を
め
ざ
す
封
建
政
策
の
一
環
と
し
て
の

も
の
と
販
売
収
益
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
仕
組
が
あ
り
、
本
百
姓
体
制
の
維
持
乃
至
再
建
を
め
ざ
す
封
建
政
策
の
一
環

と
し
て
成
立
し
た
焚
石
仕
組
が
、
販
売
収
益
を
独
占
す
る
焚
石
仕
組
へ
発
展
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
焚
石
を
積
極
的
に
採
掘
.
販
売
し
よ
う
と
し
た
文
政
九
年
の
仕
組
は
文
政
十
一
年
に
廃
止
さ
れ
た
あ
毎
郡
方
仕
組
と
し
て

垂
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.
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.
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連

実
施
さ
れ
、
天
保
六
年
の
御
救
方
に
よ
る
仕
組
も
、
天
保
八
年
(
一
八
三
七
)
　
二
月
に
廃
止
さ
れ
た
あ
と
は
郡
方
の
受
持
と
な
り
、
さ
ら

に
天
保
十
一
年
(
一
八
四
〇
)
十
月
に
は
、
三
年
間
の
予
定
で
御
仕
組
方
の
受
持
に
よ
っ
も
「
御
当
用
御
仕
組
」
と
し
て
実
施
さ
れ

(109)

る
な
ど
、
焚
石
仕
組
の
受
持
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
。
焚
石
仕
組
の
受
持
が
郡
方
で
あ
っ
た
か
、
御
救
方
あ
る
い
は
御
仕
組
方

で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
仕
組
が
「
郡
益
」
を
目
的
と
す
る
郡
方
仕
組
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
か
、
御
救
方
あ
る
い
は
御
仕
組
方
と
名
称
は

異
な
る
が
、
藩
財
政
収
入
の
増
大
を
直
接
の
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
か
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
め
ま
ぐ
る
し
い
受
持
の
交
代
は
、

福
岡
藩
の
焚
石
仕
組
が
こ
の
二
つ
の
仕
組
の
ど
ち
ら
を
基
本
と
す
る
か
と
い
う
点
で
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。し

た
が
っ
て
、
今
後
は
な
ぜ
福
岡
藩
で
は
焚
石
仕
組
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
た
の
か
と
い
う
点
が
問

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
三
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経
営
と
経
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
四

題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
題
は
、
郡
方
仕
組
で
あ
れ
、
御
救
方
あ
る
い
は
御
仕
組
の
仕
組
で
あ
れ
、
そ
の
な
か
に
生
蝋
や

鶏
卵
な
ど
の
仕
組
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
焚
石
仕
組
固
有
の
問
題
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
問
題
を
含

ん
で
お
り
、
福
岡
藩
の
産
物
仕
組
全
体
の
問
題
と
し
て
、
さ
ら
に
は
福
岡
藩
の
財
政
構
造
あ
る
い
は
財
政
政
策
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

註
(
1
)
遠
藤
正
男
「
徳
川
後
期
筑
前
地
方
に
於
け
る
石
炭
鉱
業
の
発
展
-
そ
の
仕
組
法
を
中
心
と
し
て
-
」
(
上
)
(
下
)
(
『
社
会
経
済
史
学
』
三
巻

二
号
二
二
号
、
一
九
三
三
年
、
の
ち
『
九
州
経
済
史
研
究
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
)
に
収
録
)
。

(
2
)
瓜
生
二
成
「
遠
賀
川
流
域
に
於
け
る
石
炭
運
送
の
史
的
展
望
-
第
一
報
遠
賀
川
の
水
運
-
」
(
『
若
松
高
等
学
校
研
究
紀
要
』
五
号
、
一
九
五

三
年
)
。

(
3
)
隅
谷
三
善
男
『
日
本
石
炭
産
業
分
析
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
)
。

(
4
)
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
黒
田
家
文
書
一
八
一
～
一
八
三
。
藤
本
隆
士
轟
『
御
仕
立
炭
山
定
』
(
福
岡
大
学
研
究
所
、
一
九
七
八
年
)
。

(
5
)
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
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
年
)
、
同
「
福
岡
藩
の

石
炭
仕
組
と
農
村
に
つ
い
て
(
上
)
(
下
)
」
(
『
筑
豊
炭
鉱
遺
跡
研
究
会
会
報
』
三
号
・
四
号
、
一
九
七
九
年
二
九
八
〇
年
)
。

(
6
)
永
末
十
四
雄
「
藩
政
中
期
に
お
け
る
石
炭
利
用
と
石
炭
産
業
の
形
成
」
(
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
一
五
、
一
九
九
一
年
)
。

(
7
)
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
一
韓
、
三
九
一
頁
。

(
8
)
『
福
岡
県
史
資
料
』
続
第
四
韓
、
六
六
四
頁
。

(
9
)
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
刊
の
井
原
西
鶴
『
一
目
玉
鉾
』
巻
之
四
に
は
「
○
黒
崎
　
石
を
焼
く
所
也
」
(
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
九
巻
、
二
八
五
頁
)

と
、
遠
賀
郡
黒
崎
で
石
炭
を
焼
い
て
い
た
記
述
が
あ
り
、
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本
誌
』
に
も
、
元
禄
四
年
(
一
六
九
一
)
の
江
戸
参
府
の
際
、
鞍
手
郡
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福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

木
星
瀬
か
ら
黒
崎
へ
向
か
う
途
中
で
数
か
所
の
石
炭
坑
を
み
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
(
『
ケ
ン
プ
ェ
ル
江
戸
参
府
紀
行
』
上
巻
、
二
三
九
頁
)
。

(
1
0
)
宝
永
六
年
(
一
七
〇
九
)
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
和
本
草
』
に
は
、
「
賎
民
こ
れ
を
と
り
て
う
る
」
(
『
益
軒
全
集
』
]
ハ
巻
、
七
三
頁
)
と
、
「
賎
民
」

に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
1
1
)
「
筑
前
炭
坑
史
料
」
(
『
福
岡
県
史
料
叢
書
』
第
七
韓
、
一
九
四
九
年
、
一
七
頁
)
。
遠
藤
正
男
「
徳
川
時
代
の
炭
坑
労
働
者
」
(
『
経
済
学
研
究
』
六

巻
二
号
、
一
九
三
六
年
、
六
四
頁
、
の
ち
『
九
州
経
済
史
研
究
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
)
に
収
録
)
。

(
望
(
誓
井
ノ
ロ
家
文
書
「
勝
浦
村
字
塩
浜
築
立
開
キ
一
切
帳
写
」
(
『
津
屋
崎
町
史
』
資
料
編
上
巻
、
一
九
九
六
年
、
二
一
六
き
。

(
1
4
)
木
村
俊
隆
『
宗
像
の
塩
浜
』
(
一
九
八
三
年
)
八
四
頁
。

(
1
5
)
『
石
城
志
』
一
一
七
頁
。
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
(
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
一
韓
、
三
九
一
頁
)
。

(
1
6
)
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
(
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
一
韓
、
三
九
一
頁
)
。

(
け
)
焼
き
返
し
の
方
法
は
、
時
代
は
下
る
が
、
滝
沢
馬
琴
の
「
兎
園
小
説
余
録
」
に
、
筑
後
稲
荷
山
の
話
と
し
て
、
「
山
間
に
二
三
間
四
方
程
に
、
か
り

に
屋
根
を
拝
、
一
尺
は
ど
生
石
を
敷
並
べ
、
火
を
入
侯
て
其
宜
焼
侯
時
、
灰
を
か
け
侯
へ
ば
、
か
た
ま
り
侯
よ
し
」
(
『
日
本
随
筆
大
成
』
八
第
Ⅱ
期
)

五
、
三
九
頁
)
と
あ
り
、
西
尾
健
次
郎
の
『
日
本
鉱
業
史
要
』
(
一
九
四
三
年
)
は
、
「
其
製
法
は
三
池
に
て
は
数
十
箇
所
に
石
炭
三
四
萬
斤
宛
を
高

さ
二
二
二
尺
の
方
形
に
積
み
上
げ
、
其
上
に
が
ら
一
通
り
を
並
べ
、
其
間
の
石
炭
に
点
火
し
、
十
「
二
日
を
経
て
土
を
除
け
ば
石
炭
は
変
じ
し
て

が
ら
と
な
る
。
歩
当
り
は
原
料
石
炭
の
三
分
一
な
り
」
(
九
〇
頁
)
と
し
て
い
る
。

(
1
8
)
「
福
岡
落
民
政
誌
略
」
(
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
一
韓
、
三
九
一
頁
)
。

(
1
9
)
「
博
多
津
要
録
」
元
文
二
年
三
月
二
十
一
日
条
(
『
博
多
津
要
録
』
第
二
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
六
年
、
一
二
頁
)
。

(
2
0
)
～
　
(
2
2
)
「
筑
前
炭
坑
史
料
」
一
八
頁
。

(
桐
e
～
(
仰
望
『
御
仕
立
炭
山
定
』
四
頁
、
明
和
九
年
八
月
十
四
日
条
。

(
埜
こ
の
と
き
加
瀬
足
利
八
は
、
年
に
三
〇
日
の
運
上
銀
を
上
納
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
が
、
「
運
上
銀
、
只
今
不
及
被
申
付
侯
条
、
追
而
商
売
相

三
十
五
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応
二
可
被
仰
付
候
」
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
五
頁
、
明
和
九
年
八
月
十
四
日
条
)
と
、
運
上
銀
の
上
納
は
免
除
さ
れ
て
い
る
。
明
和
二
年
(
一
七
六
五
)

二
月
の
「
諸
商
売
運
上
段
取
」
に
よ
る
と
、
「
石
炭
売
座
元
」
の
運
上
銀
は
二
五
匁
で
あ
っ
た
か
ら
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
三
七
頁
)
、
藩

い
し
す
み

が
加
瀬
屋
の
運
上
銀
を
免
除
し
た
の
は
、
東
四
郡
の
石
炭
を
で
き
る
だ
け
福
岡
・
博
多
南
市
中
へ
回
漕
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

(
2
7
)
村
上
正
祥
「
塩
業
に
お
け
る
石
炭
焚
き
の
始
ま
り
」
(
『
日
本
塩
業
の
研
究
』
第
一
四
集
、
一
九
七
三
年
)
。

(
竺
河
手
龍
海
『
近
世
日
本
塩
業
の
研
究
』
(
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
)
一
七
〇
～
一
七
九
頁
。

(
空
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
・
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二
月
朔
日

条
。
こ
の
史
料
は
、
直
方
市
史
編
纂
室
が
市
史
編
纂
の
た
め
黒
田
家
文
書
「
御
仕
立
炭
山
定
」
(
一
八
一
～
一
八
三
)
の
な
か
か
ら
樫
炭
・
石
炭
関
係

の
史
料
を
筆
写
し
た
原
稿
用
紙
を
綴
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
引
用
し
た
天
明
八
年
十
二
月
朔
日
条
の
申
十
一
月
付
け
郡
奉
行
富
永
甚
右
衛
門

伺
書
お
よ
び
こ
れ
に
続
く
申
十
二
月
付
け
郡
奉
行
富
永
甚
右
衛
門
伺
書
は
、
現
在
福
岡
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
御
仕
立
炭
山
定
」
に
は

存
在
せ
ず
、
藤
本
隆
士
編
『
御
仕
立
炭
山
定
』
(
福
岡
大
学
研
究
所
、
一
九
七
八
年
)
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定

樫
炭
・
石
炭
史
料
」
は
筆
写
順
序
や
綴
じ
方
な
ど
必
ず
し
も
年
代
順
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
天
明
八
年
十
二
月
朔
日
条
の
申
十
一
月
付
け

伺
書
お
よ
び
申
十
二
月
付
け
伺
書
の
原
稿
用
紙
に
は
二
七
-
三
四
か
ら
二
七
-
四
八
お
よ
び
二
七
-
四
九
か
ら
二
七
-
五
九
の
番
号
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
の
二
七
-
二
三
か
ら
二
七
-
三
三
は
、
『
御
仕
立
炭
山
定
』
三
三
頁
下
段
一
行
目
か
ら
三
六
頁
上
段
七
行
目
ま
で
の
天
明
八

年
十
二
月
朔
日
条
に
あ
た
り
、
原
本
で
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
条
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
丁
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
「
御
仕
立
炭
山
定
」
に

存
在
し
な
い
部
分
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
福
岡
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
御
仕
立
炭
山
定
」
(
自

明
和
二
年
八
月
二
十
八
日
至
寛
政
十
一
年
十
一
月
二
十
八
日
)
は
当
初
一
冊
で
あ
っ
た
も
の
を
三
冊
(
一
八
一
A
～
C
)
に
綴
じ
直
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
直
方
市
史
編
纂
室
が
筆
写
し
た
当
時
は
ま
だ
一
冊
の
状
態
で
あ
り
、
三
冊
に
綴
じ
直
す
際
に
な
ん
ら
か
の
理
由
で
こ
の
部
分
が
欠
落
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
申
十
一
月
付
け
の
伺
書
は
『
直
方
市
史
』
資
料
編
下
巻
に
<
黒
田
家
文
書
二
七
>
と
し

経

営

と

経

済

三
十
六
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て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
(
三
八
七
頁
)
、
後
半
は
省
略
さ
れ
て
お
り
、
申
十
二
月
付
け
伺
書
は
未
収
録
で
あ
る
。

(
型
槍
垣
文
庫
「
〔
記
録
〕
」
(
八
一
-
一
)
天
明
八
年
九
月
条
。
こ
の
史
料
中
の
石
炭
関
係
の
記
事
は
、
桧
垣
元
書
「
九
州
石
炭
史
の
研
究
-
筑
前

仲
原
記
録
-
」
(
『
史
淵
』
五
〇
韓
、
一
九
至
年
、
の
ち
『
近
世
北
部
九
州
諸
藩
史
の
研
究
』
(
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
に
収
録
)
に

ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
の
引
用
は
原
史
料
に
よ
っ
た
。

(
里
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
・
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二
月
朔
日

条
。

い
し
ず
み

(
望
こ
の
時
、
藩
は
石
炭
だ
け
で
な
く
松
割
木
薪
や
樫
炭
に
つ
い
て
も
仕
組
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
の
三
つ
を
合
わ
せ
て
「
松
割
木
薪
・
石
炭
・
樫
炭

三
仕
組
」
と
い
っ
た
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
五
〇
頁
、
寛
政
三
年
十
二
月
二
十
四
日
条
)
。

(
翌
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
・
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二
月
朔
日

条
。

(
3
4
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
四
三
頁
、
寛
政
元
年
八
月
朔
日
条
。

(
芭
槍
垣
文
庫
「
〔
記
録
〕
」
(
八
一
-
一
)
天
明
八
年
十
二
月
条
。

(
竺
(
3
7
)
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
・
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二

月
朔
日
条
。

(
M
望
『
御
仕
立
炭
山
定
』
三
三
頁
、
天
明
八
年
十
二
月
朔
日
条
。

(
3
9
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
四
一
頁
、
寛
政
元
年
三
月
十
八
日
条
。

(
4
0
)
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
・
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二
月
朔
日

条
。
『
直
方
市
史
』
資
料
編
下
巻
三
八
七
頁
。

(
坐
天
明
八
年
五
月
か
ら
秋
末
ま
で
に
、
八
、
九
百
万
斤
の
焚
石
が
芦
屋
ま
で
積
み
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
焚
石
は
冬
ま
で
に
勝
浦
・
津
屋
崎
両
塩

福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
七
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い
し
す
み

(
4
3
)
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
三
田
尻
方
面
の
塩
田
へ
焚
石
・
石
炭
を
販
売
し
て
い
た
若
松
の
問
屋
が
豊
前
の
焚
石
と
偽
っ
て
抜
け
売
り
す
る
な
ど
(
黒
田

家
文
書
「
秘
記
郡
町
浦
御
用
帳
」
寛
政
元
年
三
月
十
七
日
条
)
、
抜
け
売
り
は
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
4
4
)
(
4
5
)
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
二
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二

月
朔
日
条
。
『
直
方
市
史
』
資
料
編
下
巻
三
八
八
⊥
二
八
九
頁
。

(
4
6
)
直
方
市
立
図
書
館
所
蔵
直
方
市
史
編
纂
資
料
「
黒
田
家
文
書
　
御
仕
立
炭
山
定
　
樫
炭
・
石
炭
史
料
」
(
解
読
七
九
-
四
)
天
明
八
年
十
二
月
朔
日

条
。

い
し
す
み

(
4
7
)
寛
政
元
年
の
石
炭
の
川
下
げ
願
高
は
一
六
万
七
〇
五
〇
俵
で
あ
り
、
一
部
滴
々
の
漁
焚
物
と
し
て
販
売
さ
れ
る
以
外
は
、
残
ら
ず
両
市
中
に
廻
送

し
て
販
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

経

営

と

経

済

(48)直方市立図書館所蔵直方市史編纂資料「黒田家文書御仕立炭山定樫炭・石炭史料」(解読七九-四)天明八年十二月朔日条。(49)槍垣文庫「〔記録〕」(八一1一)天明八年十二月条。(50)槍垣文庫「〔記録〕」(八一1一)寛政二年十一月条。(51)槍垣文庫「〔記録〕」(八一-一)寛政二年十二月条。(52)槍垣文庫「〔記録〕」(八一-一)寛政三年正月条。(53)槍垣文庫「〔記録〕」(八一-一)寛政二年十一月条。(54)『御仕立炭山定』四二頁、寛政元年八月朔日条。浜に買い上げさせ、少し残った焚石も釆早春にかけて両塩浜に買い上げさせることになっていた。(42)直方市立図書館所蔵直方市史編纂資料「黒田家文書御仕立炭山定樫炭・石炭史料」(解読七九-四)天明八年十二月朔日条。『直方市史』資料編下巻三八七頁。
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福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

三
十
九

(
5
5
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
四
九
頁
、
寛
政
三
年
十
二
月
二
十
四
日
条
。

(
竺
寛
政
五
年
(
一
七
九
三
)
に
な
っ
た
加
藤
一
純
・
鷹
取
周
成
編
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
は
、
「
燃
石
本
編
に
見
ゆ
。
糟
屋
郡
・
遠
賀
郡
・
鞍
手

郡
・
嘉
麻
郡
・
穂
波
郡
等
よ
り
出
つ
。
こ
れ
を
焼
て
炭
と
し
販
く
。
近
年
は
殊
に
多
く
掘
出
す
。
民
用
に
便
な
り
。
焼
て
炭
と
な
ら
さ
る
有
。
こ
れ

を
賎
民
薪
に
か
へ
用
ゆ
。
嘉
麻
・
穂
波
・
鞍
手
の
諸
村
に
て
焼
た
る
ハ
、
皆
産
屋
に
出
し
船
に
積
み
、
福
岡
・
博
多
に
漕
廻
し
て
版
く
。
こ
れ
を
産

屋
炭
と
云
。
近
年
早
良
郡
鹿
原
村
の
内
に
て
も
こ
れ
を
と
る
」
(
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
下
巻
、
一
二
〇
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
さ
き
に
本
文
で

引
用
し
た
元
禄
期
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
比
べ
て
、
焚
石
・
蒜
の
生
産
・
販
売
が
大
き
く
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
皆
産
屋
に
出
し

い
し
ず
ゑ

船
に
積
み
、
福
岡
・
博
多
に
漕
廻
し
て
販
く
」
と
あ
る
の
は
、
石
炭
仕
組
の
状
況
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
5
7
)
「
御
仕
立
炭
山
定
」
六
一
頁
、
寛
政
五
年
二
月
二
十
一
日
条
。

(
5
8
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
六
五
頁
、
寛
政
六
年
五
月
四
日
条
。

(
5
9
)
　
(
6
0
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
八
三
頁
、
寛
政
十
年
二
月
十
四
日
条
。

(
6
1
)
槍
垣
元
書
「
唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究
」
(
『
史
淵
』
八
二
韓
、
一
九
六
〇
年
、
の
ち
『
近
世
北
部
九
州
諸
藩
史
の
研
究
』
(
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九

九
一
年
)
　
に
収
録
)
。

(
6
2
)
「
御
仕
立
炭
山
定
」
六
一
頁
、
寛
政
五
年
二
月
二
十
一
日
条
。

(
6
3
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
六
二
頁
、
寛
政
五
年
二
月
二
十
一
日
条
。

(
6
4
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
八
三
頁
、
寛
政
十
年
二
月
十
四
日
条
。

(
6
5
)
　
『
御
仕
立
炭
山
定
』
六
六
頁
、
寛
政
六
年
五
月
五
日
条
。

(
6
6
)
～
(
6
8
)
黒
田
家
文
書
「
町
郡
浦
御
用
帳
　
雑
之
部
」
寛
政
十
一
年
四
月
二
十
八
日
条
。

(
6
9
)
津
田
家
文
書
「
町
郡
滞
御
用
帳
　
願
之
部
」
寛
政
十
一
年
五
月
三
日
条
。

(
7
0
)
黒
田
家
文
書
「
町
郡
浦
御
用
帳
　
雑
之
部
」
寛
政
十
二
年
三
月
三
日
条
。
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(
7
1
)
～
(
7
3
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
九
五
頁
、
享
和
四
年
二
月
十
日
条
。

(
望
同
時
に
「
石
炭
は
近
年
両
市
中
廻
り
売
捌
不
宜
甚
及
困
窮
居
中
侯
」
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
九
七
頁
、
享
和
四
年
二
月
十
日
条
)
と
、
毎
年
武
野
一

万
俵
を
領
外
へ
販
売
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。

(
7
5
)
九
州
大
学
法
学
部
所
蔵
文
書
「
福
岡
藩
御
免
帳
之
事
」
(
仮
題
)
　
(
垣
一
八
-
F
-
二
三
)
。

(
7
6
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
九
六
頁
、
享
和
四
年
二
月
十
日
条
。

(
7
7
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
〇
八
頁
、
文
化
五
年
五
月
十
五
日
条
。

(
7
8
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
九
九
頁
、
文
化
元
年
七
月
二
十
三
日
条
。

い
し
す
み

(
空
文
化
五
年
三
月
に
仕
組
の
出
残
分
の
屑
焚
石
・
石
炭
の
放
出
額
が
出
さ
れ
て
い
る
は
か
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
〇
六
頁
、
文
化
五
年
三
月
晦
日
条
)
、

山
鹿
魚
町
税
戯
問
屋
兵
七
郎
か
ら
札
殿
の
領
外
販
売
願
(
同
一
〇
六
耳
文
化
四
年
四
月
二
十
一
日
条
)
、
穂
波
郡
幸
袋
村
蒜
問
屋
正
七
か
ら
同
郡

相
田
村
で
焼
い
た
屑
札
厳
の
領
外
販
売
額
(
同
一
〇
六
頁
、
文
化
五
年
三
月
二
十
四
日
粂
)
、
槙
玄
著
の
家
来
で
遠
賀
郡
中
間
村
居
住
岩
津
九
六
か
ら

屑
焚
石
の
領
外
販
売
願
が
　
(
同
一
〇
八
頁
、
文
化
五
年
五
月
七
日
条
)
出
さ
れ
て
い
る
。

(
8
0
)
槍
垣
元
書
「
福
岡
藩
」
(
『
物
語
落
史
』
第
八
巻
、
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
)
三
四
四
頁
。

(
8
1
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
一
六
頁
、
文
化
十
年
正
月
十
日
条
。

(
8
2
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
二
七
頁
、
文
化
十
二
年
九
月
二
十
一
日
条
。

(
8
3
)
　
(
8
4
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
三
〇
頁
、
文
化
十
三
年
正
月
晦
日
条
。

(
8
5
)
　
(
8
6
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
三
六
頁
、
文
化
十
三
年
七
月
十
三
日
条
。

(
8
7
)
文
化
十
三
年
の
仕
組
は
文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
十
一
月
、
四
年
の
期
限
が
終
了
し
な
い
う
ち
に
中
止
さ
れ
た
。
仕
組
が
中
止
さ
れ
た
理
由
は
明

か
で
は
な
い
が
、
「
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂
波
四
郡
才
掘
出
侯
焚
石
屑
石
共
、
放
出
被
相
留
」
と
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
だ
け
で
な
く
嘉
麻
・
穂
波
両

郡
の
販
売
も
中
止
さ
れ
て
お
り
、
「
御
家
中
願
済
候
面
々
」
も
同
時
に
販
売
が
制
限
さ
れ
て
い
る
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
四
七
頁
、
文
政
元
年
寅
十

一
月
二
日
条
)
。

経

営

と

経

済
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福
岡
藩
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て

(
8
8
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
三
一
頁
、
文
化
十
三
年
正
月
晦
日
条
。

(
8
9
)
文
化
元
年
に
嘉
麻
・
穂
波
両
部
が
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
と
は
別
に
独
自
に
屑
焚
石
の
領
外
へ
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
本
文
で
述
べ
た

が
、
文
化
十
三
年
の
場
合
も
、
「
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
内
虐
堀
出
侯
焚
石
屑
、
田
島
之
妨
二
相
成
侯
付
、
旅
売
御
免
之
儀
相
伺
候
趣
、
委
細
郡
町
浦
之
部

二
譲
之
」
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
三
九
頁
、
文
化
十
四
年
三
月
二
十
四
日
条
)
、
あ
る
い
は
「
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
才
掘
出
侯
屑
石
放
出
之
儀
、
去
丑
年

伺
こ
よ
っ
て
御
免
被
仰
付
置
候
処
、
右
之
分
こ
相
増
放
出
之
儀
相
伺
候
趣
、
郡
町
浦
之
部
委
し
」
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
四
六
頁
、
文
政
元
年
四
月

二
十
五
日
条
)
と
あ
っ
て
、
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
と
は
別
に
独
自
に
領
外
へ
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
嘉
麻
・
穂
波
両
郡
の

領
外
へ
の
販
売
が
遠
賀
・
鞍
手
両
郡
と
同
じ
よ
う
な
仕
組
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
9
0
)
文
政
九
年
の
国
産
仕
組
に
つ
い
て
は
、
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
に
、
「
文
政
九
年
国
産
仕
組
受
持
と
い
ふ
職
を
置
き
、
櫨
蝋
鶏
卵
を
専
ら
と
し
、
他

の
産
物
を
併
せ
て
、
売
買
せ
し
め
ら
れ
し
か
ど
も
、
利
な
く
し
て
、
同
十
一
年
廃
せ
ら
れ
ぬ
」
(
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
一
韓
、
三
八
九
頁
)
と
あ
る

の
み
で
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
上
野
勝
従
は
、
弘
化
二
年
(
一
八
四
五
)
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
存
寄
書
に
お
い
て
、
福
岡
藩
の
収
入

を
、
収
穫
米
及
雑
穀
代
八
〇
万
九
四
九
四
両
、
生
轍
売
上
代
二
万
両
、
鶏
卵
売
上
代
八
八
二
三
両
、
焚
石
売
上
代
一
〇
〇
〇
両
と
推
定
し
て
い
る
(
遠

藤
正
男
「
福
岡
藩
財
政
改
革
論
の
一
例
」
『
九
州
文
化
』
一
巻
三
号
、
一
九
三
四
年
、
八
頁
)
。

(
9
1
)
許
斐
安
太
郎
文
書
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
〇
頁
)
。

(
聖
遠
藤
正
男
「
徳
川
後
期
筑
前
地
方
に
於
け
る
石
炭
鉱
業
の
発
展
」
(
上
)
(
下
)
(
『
社
会
経
済
史
学
』
三
巻
二
号
・
三
号
、
一
九
三
三
年
、
の
ち
『
九

州
経
済
史
研
究
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
)
に
収
録
)
。

(
9
3
)
「
御
仕
立
炭
山
定
」
一
六
四
頁
、
文
政
十
年
十
一
月
二
十
八
日
条
。

(
9
4
)
杉
原
慶
一
文
書
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
六
〇
頁
)
。

(
璽
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
四
～
二
五
六
頁
。
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(
9
6
)
一
苑
文
書
戌
正
月
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
四
頁
)
。

(
9
7
)
一
感
文
書
八
月
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
五
百
)
。

(
9
8
)
一
苑
文
書
戌
正
月
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
四
頁
)
。

(
9
9
)
(
塑
青
柳
文
書
「
御
触
状
写
」
文
政
八
年
(
五
〇
七
二
)
。

(
1
0

1
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
六
四
頁
、
文
政
十
年
十
一
月
二
十
八
日
条
。

(
1
0
2
)
文
政
九
年
の
仕
組
は
、
最
初
は
焚
石
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
同
七
月
か
ら
は
蒜
も
仕
組
に
加
え
ら
れ
た
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
五
八
頁
、

文
政
九
年
七
月
二
十
日
条
)
。

(
1
0
3
)
一
癖
文
書
「
申
渡
覚
」
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
五
頁
)
。

(
1
0
4
)
「
加
瀬
家
記
ぎ
(
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
』
三
城
下
町
篇
I
)
一
六
九
頁
。

(
1
0
5
)
文
政
十
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
が
、
文
政
九
年
に
開
始
さ
れ
た
国
産
仕
組
は
文
政
十
二
年
十
二
月
に
廃
止
さ

れ
て
お
り
(
「
綜
合
福
岡
藩
年
表
」
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
二
韓
、
二
三
五
頁
)
、
文
政
十
二
年
三
月
に
は
焚
石
の
領
外
販
売
額
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
(
『
御
仕
立
炭
山
定
』
一
六
八
頁
、
文
政
十
二
年
三
月
二
十
六
日
条
)
、
焚
石
仕
組
も
文
政
十
一
年
の
国
産
仕
組
の
廃
止
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
1
0
6
)
加
藤
大
庄
屋
文
書
「
遠
鞍
両
部
焚
石
益
銭
御
備
板
帳
」
天
保
四
年
(
二
〇
一
四
)
。
『
直
方
市
史
』
資
料
編
下
巻
、
三
九
五
頁
。

(
1
0
7
)
許
山
不
二
雄
氏
所
蔵
「
若
松
村
勝
次
郎
日
記
」
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
四
八
頁
。

遠
藤
正
男
氏
が
検
討
さ
れ
た
天
保
八
年
の
「
焚
石
会
所
作
法
書
」
は
、
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
郡
方
仕
組
と
し
て
の
焚
石
仕
組
に

つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
0
8
)
『
御
仕
立
炭
山
定
』
二
三
一
頁
、
天
保
十
一
年
十
月
三
日
条
。

(
1
0
9
)
一
葡
文
書
丑
二
月
(
『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
、
二
五
八
頁
)
。




