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戦
時
体
制
期
に
お
け
る
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業

相

沢

一

正

一
、

は

じ

め

に

茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
常
磐
炭
田
の

一
画
に
立
地
し
て
い

る
。
従

っ
て
、
常
磐
炭
田
の
石
炭
産
業
と
し
て
論
ず
れ
ば
事
た
り
そ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
茨
城
地
域
を
取
り
出
し
た

い
と
考
え
る
の
は

つ
ぎ
の
理
由

か
ら
で
あ
る
。
常
磐
炭
田
の
石
炭
産
業
は
、
福
島
地
域
と
茨
城
地
域
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
常
磐
炭
田
と
し
て
の
総
括
な

い
し
は
平
均
に
よ

っ
て
は
茨
城
地
域

の
石
炭
産
業
の
像
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
常
磐
炭
田
と
し
て

の
総
括
な

い
し
平
均
化
に
よ

っ
て
、
埋
没
し
て
し
ま

っ
て
い
る
茨
城
地
域

の
特
殊
性

を
す
く

い
出
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
常
磐
炭
田
内
の
地
域
的
相
違
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
常
磐
炭
田
の
特
質
を
よ

り
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
る
。

茨
城
地
域
の
特
殊
性
を
す
く

い
出
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
と

い
う
も

う

一
つ
の
、

主
要
な
理
由
は
地
域
史
の
観
点
か
ら
で
あ

る
。
筆
者
は
、
石
炭
産
業
史
を
石
炭
産
業

と
地
域
社
会
と
の
関
係
史
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
現
代
的
意
義
を
見

い

出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
意

味
か
ら
で
あ
る
。
産
炭
地
と
さ
れ
る
お

お
か
た
の
地
域
で
、
石
炭
産
業
は
開
坑
-
発

展
-
閉
山
の
サ
イ
ク
ル
を
ひ
と
と
お
り

終
え
て
い
る
。
石
炭
資
源
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
も
、
石
炭
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
と
し
て

の
価
値
が
な
く
な

っ
た
わ
け
で
も
な

い
し
、

む
し
ろ
現
状
の
よ
う
な
位
置
に
石
炭
と

石
炭
産
業
を
追

い
込
ん
だ
政
府

・
財
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
に
大
き
な
疑
問
を
持

つ

が
、
実
態
と
し
て
の
産
炭
地
の
多
く
は
そ
の
よ
う
に
総
括
し
て
お
い
て
間
違

い
は
あ

る
ま

い
。
し
か
し
、
国
破
れ
て
山
河
あ
り
の
ひ
そ
み
に
な
ら

っ
て
い
え
ば
、
石
炭
は

「破
れ
」
て
も
地
域
は
残

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
域
が
残

っ
て
い
る
以
上
、
も
し

仮
に
、
石
炭
産
業
自
身
が
近
代
化
し
な
が
ら
、
そ
の
産
出
す
る
石
炭
が
日
本
近
代
産

業
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
、
今
日
そ
の
役
割
の
多
く
を
終
え
た
の
だ
と
し
て
も
、

そ
し
て
資
本
は
投
資
効
果

の
な
く
な

っ
た
こ
の
部
面
か
ら
撤
退
し
、
別
の
高
利
潤
を

生
む
部
面

へ
移
動
し
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
労
働
力
も
そ
の
部
面

へ
移
動
す
る
と
い

う
事
態
が
進
行
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
過
程
の
精
緻
な
分
析

が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
石
炭
産
業
史
分
析
の
す
べ
て
が
終

っ
た
わ
け
で
は

な

い
。
筆
者
に
と

っ
て
肝
腎
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
石
炭
産
業
を
成
立
さ
せ
、
そ
の

隆
盛
と
と
も
に
拡
大
し
た
地
域
社
会
の
問
題
で
あ
る
。
石
炭
資
本
が
来
て
、
居
す
わ

り
、
去

っ
て
い
っ
た
、
そ
の
舞
台
、
受
け
皿
と
し
て
の
地
域
で
あ
る
。

こ
う
し
た

こ

と
は
石
炭
産
業

に
限
ら
ず
、
他
の
分
野
で
も

(た
と
え
ば
金
属
鉱
山
)、
ま
た
、
近
代

産
業
成
立
以
後

の
ど
の
時
代
で
も
、
世
界

の
ど
の
地
域
で
も
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る

し
、
こ
れ
か
ら
も
起
こ
る
問
題
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
を
も
う
少
し

一
般
的
に
言

い

直
せ
ば
、
「開
発
」
と
地
域
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
地
域
に
と

っ
て
、
「開
発
」
と
は
何

か
と

い
っ
て
も
よ
い
。
石
炭
産
業
と
地
域
の
関
係
史
の
追
求
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代

的
課
題
に
も
直
接

つ
な
が

っ
て
い
る
と
考
え
る
。
課
題
だ
け
を
広
げ
す
ぎ
た
き
ら

い

が
あ
る
が
結
論
を
言
え
ば
、
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
の
特
殊
性
を
す
く

い
出
し
て
お



き
た

い
と
い
う
の
は
、
地
域
と
の
関
係
史
を
追
求
す
る
た
め
の
前
提
を
得
て
お
き
た

い
と
い
う
事
に
他
な
ら
な

い
。

つ
ぎ
に
、
戦
時
体
制
期
を
と
り
あ
げ
た

理
由
は
、
こ
の
時
期
の
茨
城
地
域
の
石
炭

産
業
に
つ
い
て
は
、
実
態
的
に
も
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
事
情
に

よ
る
。
石
炭
統
制
会
東
部
支
部
史
料
を
拝
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
折
で
も
あ
り
、

そ
の
史
料
の

一
部
を
紹
介
し
な
が
ら
不
明
な
部
分
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
た

い
と

考
え
る
。

課
題
設
定
の
理
由
は
ほ
ぼ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
従

っ
て
、
茨
城
地
域
の
特
殊

性
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
こ
と
に
注
意
を
傾
け
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
も
、
戦
時
体
制

期
に
至
る
ま
で
の
茨
城
地
域

の
石
炭
産
業

の
態
様
に
つ
い
て
、
先
学
の
業
績
を
前
提

と
し

つ
つ
要
約
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
戦
時
体
制
期
に
つ
い
て

は
労
働
力
問
題
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
労
働
力
問
題
が
戦
時
体

制
期
の
石
炭
産
業
の
最
重
要
問
題
で
あ

っ
た
し
、
同
時

に
最
大
の
弱
点
で
も
あ

っ
て
、

茨
城
地
域

の
特
殊
性
の
ひ
と

つ
も
そ
こ
に
焦
点
を
結
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
問
題
は
す
べ
て
の
地
域
に
共
通
し
て
、

い
わ
ば
戦
時
体
制
期
を
象
徴
す
る
問
題

で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
茨
城
地
域
の
特
殊
性
と
同
時
に
、

ど
の
炭
田
地
帯
に
も
通
じ
る
戦
時
体
制
期

の
特
殊
性
を
問
題
に
し
て
み
た

い
と
思
う
。

戦
時
体
制
期
の
史
料
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
石
炭
統
制
会
東
部
支
部
史
料

を
利
用
す
る
が
、

こ
の
他
に
、
新
聞
記
事

お
よ
び
聞
き
書
き
を
利
用
す
る
。

二
、
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
の
特
質

茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
を
福
島
地
城
の
そ
れ
と
比
較
し
た
ば
あ

い
に
浮
か
び
で
て

く
る
特
質
は
、
先
学
の
業
績
の
筆
者
な
り

の
読
み
方
に
も
と
づ
け
ば

つ
ぎ
の
四
点
に

要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
企
業
の
後
発
性
、
②
生
産
の
零
細
性
、
⑥
市
場
の
制

約
性
、
縫
技
術

の
低
位
性
、
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に

つ
い
て
あ
ら
た
め

て
、
検
討
し
て
お
き
た

い
。

……
企
業
の
後
発
性

石
炭
産
業
に
お
け
る
近
代
的
企
業
の
成
立
と
い
う
点
で
は
、
福
島
地
域
と
の
比
較

に
お

い
て
茨
城
地
域
は
後
発
的
で
あ
る
。
後
発
的
と
い
う
意
味
は
、
企
業

の
成
立
に

お

い
て
、

つ
ま
り
資
本
投
下
と
労
働
力
集
中
に
お
い
て
、

一
歩
の
遅
れ
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
単
純
に
シ
ェ
ー

マ
化
し
て
い
え
ば
、
福
島
地
域

へ
投
下
さ

れ
、
集
中
化
し
た
資
本
と
労
働
力
の

一
部
が
、

一
定
時
間
を
経
て
茨
城
地
域

へ
移
動

す
る
か
、
福
島
地
域
を
経
由
し
な
い
ば
あ

い
で
も
、
資
本
投
下
と
労
務
力
の
集
中
が

時
間
的
に
よ
り
遅
れ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

労
働
力
の
集
中
か
ら
み
よ
う
。
福
島
地
域
で
は
石
炭
産
業
の
勃
興
期
に
は
、
九
州

地
方
の
炭
砿
労
働
者
が
基
幹
的
労
働
力
と
し
て
移
入
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
「日
本
炭
砿
行
脚
」
に
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

當
時
採
掘
す
る
に
は
此
辺
の
百
姓
で
は
到
底
採
掘
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
坑
夫

は
九
州
方
面
か
ら
移
住
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
九
州
地
方
か
ら
の
労
働
力
移
動
が
、
近
代
的
な
石
炭
企
業
成
立
の
以

降
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
同
書
に
よ

っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
正
前
期
の
好
間
炭
砿

で
は
、
「九
州
の
炭
坑
に
永
く
居
た
」
と
い
う
人
物
が
、
「第
二

斜
坑
採
炭
係
長
」
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
、
同
炭
砿
の
坑
夫
を
評
し
て
つ
ぎ
の
よ
う

な
指
摘
も
あ
る
。

殊
に
此
の
会
社
の
坑
夫
と
来
た
ら
素
人
だ
田
舎
の
百
姓
で
出
稼
ぎ
に
来
た
者
が

一

年
位
も
坑
内
の
仕
事
を
す
る
と

一
ぱ
し
の
坑
夫
さ
ん
ら
し

い
顔
を
し
て
い
る
九
州

方
面
で
は
何
う
し
て
も
十
年
も
坑
内
で
働
か
ね
ば

一
人
前
の
坑
夫
さ
ん
に
は
な
れ

な
い
。
其
の
代
り
に
此
方
の
坑
夫
は
使
ひ
よ
い
が
九
州
方
面
の
坑
夫
は
使
ひ
難

い
。

ま
た
、
入
山
採
炭
第
四
坑

(湯
本
)
で
支
柱
夫
で
あ

っ
た
人
の
聞
き
書
き
に
よ
れ

ば
、
自
分
が
支
柱
夫
に
な
る
際
世
話
に
な

っ
た
支
柱
夫
の
人
繰
り
を
し
て
い
た
人
物

は
九
州
出
身
者
で
あ

っ
た
と
い
う
、
そ
し
て
大
正
な
か
ば
、
小
頭

に
抜
擢
さ
れ
た
時
、

「親
方
」
が
全
部
替
わ
り
・
か
つ
そ
の

「親
方
」
は
九
州
か
ら
来
た
と

い
㌃

一一



こ
れ
ら
の
記
述
や
聞
き
書
き
を
総
合
し

て
勘
案
し
て
み
れ
ば
、
福
島
地
域
の
近
代

石
炭
産
業

の
成
立

・
発
展
期
に
は
坑
内
労
働

の
基
幹
的
部
分
を
し
め
る
九
州
出
身
坑

夫
と
、
農
民
出
自
の
東
北
地
方
出
身
坑
夫
と
が
二
層
の
流
れ
と
な

っ
て
、
炭
砿
労
働

力
群
を
構
成
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
茨
城
地
域
に

つ
い
て
は
、
こ
の
九
州
坑
夫
の
存
在
に
つ
い
て
特
質
だ

っ

た
記
録
は
み
ら
れ
な

い
。
「日
本
炭
砿
行
脚
」

に
も
そ
の
記
述
は
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、

九
州
坑
夫
の
移
動
が
常
磐
炭
田
の
う
ち
福
島
地
域

へ
顕
著
に
行
な
わ
れ
た
と

い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
石
炭
産
業
中
の
後
発
地
帯
と
し
て
の
常
磐

炭
田
の
な
か
に
あ

っ
て
、
福
島
地
域
の
先
発
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば

茨
城
地
域
の
後
発
性
を
証
拠
だ
て
て
い
る

一
例
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
資
本
投
下
の
面
を
み
て
み
よ
う
。
常
磐

炭
田
で
の
近
代
石
炭
産
業
成
立

の
た
め
の
最
初

の
資
本
投
下
は
、

一
八
八
三
年

(明
治

一
六
)
に
浅
野
財
閥
に
よ

っ

て
な
さ
れ
た
。
福
島
地
域

に
設
立
さ
れ
た
磐
城
炭
砿
社

(の
ち
に
磐
城
炭
砿
株
式
会

社
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
磐
城
炭
砿
に
比
較
す
れ
ば
、
茨
城
地
域
で
の
資
本
制
的
な
炭

砿
の
設
立
は
八
年
余
も
遅
れ
る
。

そ
こ
で
、
茨
城
地
域
の
い
く

つ
か
の
資
本

制
的
な
炭
砿
に
つ
い
て
、
そ
の
設
立
の

経
緯
を
簡
単

に
追

っ
て
み
た
い
。
そ
こ
に
茨
城
地
域
の
後
発
性
が
は

っ
き
り
浮
か
び

で
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

一
表
は
お
も
な
炭
砿
会
社
の
設
立
と
変
遷
を
図
示
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
か
ら
二
、
三
例
示
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
山
口
炭
砿

の
事

例
で
あ
る
。
砿
主
の
山
口
嘉
三
は
東
京
の
薪
炭
商
人

(埼
玉
県
生
ま
れ
)
で
あ

っ
た

が
、
石
炭
も
取
扱

っ
て
い
た
関
係
で
常
磐
炭

田
の
石
炭
に
多
大
の
関
心
を
よ
せ
、
や

が
て
福
島
地
域

(湯
本
)
の
鉱
区
を
買
収
し
て
炭
砿
会
社
の
経
営
に
乗
り
出
し
た
。

一
八
九
五
年

(明
治
二
八
)
に
設
立
さ
れ
た
山
口
炭
砿
合
資
会
社
が
そ
れ
で
あ
る
。

十
余
年
稼
業
し
た
の
ち
、山
口
は
福
島
地
域
を
撤
退
し
て
茨
城
地
域
に
資
本
を
移
動
し
た
。

そ
し
て
、

一
九
〇
八
年

(明
治
四

一
)
山
口
無
煙
炭
砿
合
資
会
社
を
磯
原
に
設
立
し

た
の
で
あ
る
。
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
以
前
の
会
社
の
坑
夫
を
多
数
ひ
き

つ
れ
て
き
て
新
会
社
の
基
幹
的
労
働
力
に
据

え
た
と
い
う
。

つ
ま
り
こ
の
事
例
は
、

も

っ
と
も
典
型
的
に
、
福
島
地
域

へ

一
度
投
下
さ
れ
た
資
本
と
集
中
し
た
労
働
力
が
、

一
定
時
間
を
経
た
あ
と
茨
城
地
域

へ
移
動
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
茨
城
無
煙
炭
砿
株
式
会
社
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
会
社
は
土
佐
出
身
の

竹
内
綱
が
、
三
井
の
団
琢
磨

の
す
す
め
に
よ
り
竹
内
鉱
業
株
式
会
社
の

一
事
業
と
し

て
、

一
八
九
六
年

(
明
治
二
九
)
に
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
竹
内
は
そ
れ
以
前

に
、
福
島
地
域

に
白
水
炭
砿
株
式
会
社
を
経
営
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
竹

内
の
子
息
明
太
郎
が

一
九

三

年

(明
治
四
四
)
に
、
茨
城
無
煙
炭
砿
株
式
会
社
と

し
て
独
立
会
社
に
し
た
。

こ
の
事
例
も
、
福
島
地
域
か
ら
茨
城
地
域

へ
と
い
う
移
動

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

一
九
〇

一
年

(明
治
三
四
)
茨
城
採
炭
株
式
会
社
を
創
立
し
た
阿
部
吾
市

に
し
て
も
、

一
九

一
一
年
清
田
炭
砿
株
式
会
社
を
設
立
し
た
清
田
房
次
郎
に
し
て
も
、

浅
野
石
炭
部
の
元
従
業
員
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
浅
野
子
飼
の
人
物
が
茨

城
地
域

に
乗
り
出
し
た
と

い
う
意
昧
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
茨
城
地
域
に
お

い
て
明
治
期
に
設
立
さ
れ
た
お
も
な
炭
砿
は
、
そ

の
痕
跡
を
福
島
地
域
に
、
な

い
し
は
そ
こ
に
投
下
さ
れ
た
資
本

に
残
し
て
い
る
の
で

あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
後
発
性
を
示
す
証
拠
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
資
本
投
下
と
労
働
力
集
中
に
お
い
て
後
発
的
で
あ

っ
た
こ
と
の
集
大
成

と
し
て
、
石
炭
呼
称
名
の
変
化
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
結
論
を
さ
き
に
言
え
ば
、

磐
城
炭
か
ら
常
磐
炭

へ
の
推
移
で
あ
る
。
三
井
物
産
の
石
炭
協
議
会
議
事
録
や
支
店

長
諮
問
会
議
事
録
な
ど
を
み
る
と
、
常
磐
炭
田
の
石
炭
に
対
し
て
、

一
九
〇
八
年
ま

で
は
磐
城
炭
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

一
九

一
一
年
に
な
る
と

常
磐
炭
と
い
う
名
称
が
並
日及
す
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
末
期
に
名
称
の
転
換
が
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
常
磐
炭
田
の
石
炭
は
当
初
、
磐
城
炭
と
し
て
市
場
に
登
場

し
て
い
た
。
磐
城
ー
福
島
地
域
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
福

島
地
域

の
先
発
性
を
象
徴
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
茨
城
地
域
の
石
炭
が

市
場
に
お
い
て
無
視
で
き
な
く
な

っ
て
き
た
時
期
、
す
な
わ
ち
明
治
末
期
に
、
常
磐

↑而



第1表 茨城地域の主要炭砿系統図

手綱砿
M24

明治後期

〈松岡 ・11手 綱〉

千代田砿
M25

高萩砿
M28

秋山砿

〈松岡・上}綱 〉

〈松原・北方〉

M29(M31?〉

〈松 原 ・秋 山〉

炭砿甑 佃 炭砿甑

M43

大正前期

千代田炭砿臨
T.K

関日砿
T5

茨城炭砿猷
TR

磯原炭砿眠

事申永一ゆ モ鱗 炭金広→ 半田金広山 →

芳ノ目砿;茨 城炭砿KK-
M29〈華川・小豆畑〉

r茨城無煙炭砿縦((1動

磯原砿(唐 虫砿)
T1

茨城採炭臥
T8

大H本 炭砿KK
T6

磐城炭砿臥
Tl4

(三井鉱山に譲渡)
T14

大正末昭和初期

櫛形炭砿猷
S12(櫛 形・友部〉

(.上田畏 ・)

S6
,

昭和戦時期

大東炭砿甑
S17〈高萩・島名〉

大倉鉱業甑
S1

康 邦炭砿雌
S17

高萩炭砿照
Sl5

S20

石岡砿(中 郷砿♪
M44〈南中郷・石岡〉

茨城無煙第3砿
T5〈南中郷・日棚〉

磯原砿(柿 ノ沢坑)
Sl1

芳ノ目炭砿KK
S7(川 浪炭砿〉

入山採炭KK
S9

中郷無煙炭砿照 常磐炭砿+
S19

鈴木

重内砿一茨城採炭皿((陶)

M34〈北中郷・大塚1

・最明寺砿
M41

山口無煙炭砿合資会社
〈北中郷 ・大塚〉

嘩炭砿照

磐城炭砿臨
T14

T14

山日炭砿
S4

山日炭砿鰍
Sll

重内鉱業甑
S14

山一炭砿照
S15〈高萩・島名〉

T6〈華川・小津田〉

東光炭砿臨一 →?
T7〈南中郷 ・日棚〉

§麟 紺 誉1欝灘 山下〉

上田炭砿
S5〈南中郷 ・日棚〉(S10?〉

与沢炭砿S16→
荒川炭砿S19→

常磐合同炭砿KK
S15

金令木 炭 砿S18→
南勿来炭砿S14→

松原炭 砿KK-一 一 →・廃 止
T8(9?)〈 高萩 ・島 名〉

帝国炭xeKK-L-一 →?T
9〈華川・ヒ小津田〉 東新炭砿照S

10〈櫛形・友部〉

株式会社 ヒ旧炭砿
S15

三峰炭砿 →→

(川尻)作 山炭砿 十一うS
121

広部鉱 業川尻坑(T4～8)

宇佐箕炭砿→華川無煙炭砿甑(T10、採掘休 止)
T6ぐ華川)

車置炭砿 一一》?

中野炭砿→?

永 昌炭 砿一←TlO、採 掘 休lk
T9

日支炭砿汽船KK

東亜炭 砿KK
SI3〈 華…川・づ・豆 畑 〉

東採炭臨_
S14〈華川・黒前〉

山ノ神砿一磐城炭砿KK
S13<関 本>

1

神ノ山炭砿KK
S16

常磐炭砿
Slg

関 本炭 砿臥 一 一 十>
S14く 関本 ・山'」・屋 ♪,



ー
常
陸
と
磐
城
ー
茨
城
地
域
と
福
島
地
域
の
総
合
を
意
味
す
る
名
称
と
し
て
、
常
磐

炭
が
用

い
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
石
炭
名
称
の
推
移
は
象
徴
的

に
茨
城
地
域
の
位
置
関
係
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、

一
九
〇
八
年
鉄
道
国
有
法
が
公

布
さ
れ
、

一
一
年

に
は
鉄
道
院
が
設
置
さ
れ
る
が
私
鉄
日
本
鉄
道
が
院
線
と
な
り
、

海
岸
線

(水
戸
-
平
間
は
磐
城
線
と
通
称
)
が
常
磐
線
と
改
称
す
る
の
は
や
は
り
こ

の
時
期
に
属
す
る
。
こ
れ
は
、
磐
城
炭
-
磐
城
線
、
常
磐
炭
ー
常
磐
線
の
関
係
を
意

味
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
右
の
関
係
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、
石
炭
と
鉄
道
と
の
関

係
の
強
さ
を
象
徴
す
る
も

の
と

い
え
よ
う
。

②
生
産
の
零
細
性

生
産
の
零
細
性
に
つ
い
て
、
第

一
に
出
炭
量
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
参
考

ま
で
に
全
国
出
炭
量
に
し
め
る
常
磐
炭
田
出

炭
量
の
割
合
を
み
て
お
き
た
い
。
第
二

表
に
よ
れ
ば
、
日
本
鉄
道
海
岸
線
東
京
-
平
間
全
通
時
に
三

・
二
%
に
し
か
す
ぎ
な

か

っ
た
も
の
が
、
以
後
増
加
し
、

一
九

一
二
年

(大
正
元
)
に
は

一
〇
%
に
達
し
て

い
る
。
大
正
期
を
通
じ
て
ほ
ぼ

一
〇
%
台
を
維
持
し
、
と
く
に
第

一
次
大
戦
後
の
好

況
期
に
は

一
一
～
二
%
の
割
合
を
し
め
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
期
に
は
い
る
と
次

第
に
割
合
を
ひ
く
め
、
恐
慌
脱
出
期
に
は
約
七
%
の
水
準

に
落
ち
て
し
ま
う
。
戦
時

体
制
期
に
は
、
絶
対
量
自
体
は
増
加
す
る
が
割
合
は
変
化

せ
ず

に
七
%
弱
を
保

っ
て

い
る
。

そ
れ
で
は
、
常
磐
炭
田
中

に
し
め
る
茨
城
地
域
の
出
炭
量
の
割
合
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
第
三
表
と
第
四
表
に
よ

っ
て
検
討
し
よ
う
。
第
三
表
は
そ
の
割
合

の
み
を
示

し
た
。
第
三
表
の
②
欄
は
福
島
と
茨
城
の
合
計
中
の
茨
城
地
域
の
割
合
で
、
大
正
後

期
に
は
二
五

・
六
%

(実
数
で
約
七
〇
万
t
)
を
し
め
て
い
る
。
昭
和
期
に
は

い
る

と
、
実
数
の
減
少
と
と
も
に
割
合
も
低
下
し
、

一
九
三
七
年

(昭
和

一
二
)
に
は

一

第2表 常磐炭出炭量の推移

全 国(b)日a)/(b)%常 磐(a)

3.2

7.0

8.7

10.0

11.3

12.2

10.2

9.3

8.4

7.3

6.8

6.9

6.6

6.6

6.6

6.6

5.8

6.8

6.9

6.5

7.6

5,207,576

9,798,919

13,939,060

19,639,755

20,490,747

31,271,093

28,948,820

31,426,549

34,257,817

28,053,375

37,762,491

41,802,711

45,257,877

48,683,689

51,110,552

56,313,334

55,602,334

54,178,544

55,538,802

49,335,008

22,334,538

168,320

683,269

1,214,591

1,972,160

2,323,946

3,802,764

2,943,686

2,917,080

2,877,631

2,046,181

2,579,520

2,880,526

2,968,299

3,103,937

3,364,322

3,706,824

3,231,605

3,658,900

3,822,752

3,220,157

1,702,630

1897(明 治30)

1902(35)

1907(40)

1912(大 正1)

1915(4)

1919(8)

1923(12)

1926(日 召禾日1)

(4)

(7)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1929

1932

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1936年 までは 「昭和13年 版 常磐 炭砿概 要」 よ り

1937年 以降は 「常磐 炭田史」よ り
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三
%
で

一
九
二
〇
年
の
半
分
に
な

っ
て
し
ま
う
。
①
欄
の
鉱
山
監
督
局
別
の
比
較
で

も
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
を
し
め
す
。
東
京
鉱
山
監
督
局

(
一
九
四
四
年

一
〇
月
よ
り
東
部

鉱
山
監
督
局
と
改
称
)
は
関
東
、
中
部
地
方
の
諸
県
が
管
轄
区
域
で
あ
る
が
、
出
炭

量
の
上
で
は
茨
城
県
が
③
欄
に
し
め
す
ご
と
く
、
そ
の
う
ち
の
九
五
%
を
超
え
る
割

合
を
し
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
東
京
鉱

山
監
督
局
は
茨
城
県
の
出
炭
量
を
ほ
ぼ

表
わ
し
て
い
る
と
み
て
差
し

つ
か
え
あ
る
ま

い
。
同
様
に
、
仙
台
鉱
山
監
督
局

(東

北
鉱
山
監
督
局
)
は
東
北
地
方
の
諸
県
が
管
轄
区
域
で
あ
る
が
、
出
炭
量
の
ほ
と
ん

ど
は
福
島
県
が
し
め
て
い
る
か
ら
、
仙
台
鉱

山
監
督
局
は
福
島
県
の
出
炭
量
を
表
わ

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
東
京
と
仙
台
の
監
督
区
域
を
合
し
て
東
部

と
通
称
し
て
お
り
、石
炭
統
制
会
が
設
立
さ
れ
る
と
、
石
炭
統
制
会
東
部
支
部
と
な
る
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
東
部
中

の
東
京
鉱

山
監
督
局
の
出
炭
量
の
割
合
と
、
常
磐

炭
田
中

の
茨
城
地
域
の
出
炭
量
の
割
合

と
は
、
厳
密

に
い
え
ば
異
な
る
が
、
右

に
の

べ
た
事
情
か
ら
し
て
近
似
的
に
は
等
し

い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
を
確
認
し
た
う

え
で
、
①
欄
の

一
九
四
二
年
以
降
を
み
る
と
、
東
京
管
内
出
炭
量
の
割
合
は
平
均
二

一
%
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
戦
時
体
制
期
に
は
常
磐
炭
田
総
出
炭
量
の
約
五
分

の

一
を
茨
城
地
域
が
し
め
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
括
し
て
み
れ
ば
、
常
磐
炭
田
の
出
炭
量
に
し
め
る
茨
城
地
域
の

そ
れ
は
、
大
正
後
期
に
は
四
分

の

一
、
戦
時
体
制
期
に
は
五
分
の

一
で
、
昭
和
前
期

に
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
低

い
割
合

に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
全
国
出
炭
量
と
の
対
比
で

い
え
ば
、
大
正
後
期
に
は
お
よ
そ
四
%
、
戦
時
体
制
期
に
は

一
・
四
%
で
あ
る
。
平

均
的
に
み
れ
ば
、
茨
城
地
域
の
出
炭
量
は
全
国
の
約
二
%
程
度
を
し
め
る
に
す
ぎ
な

か

っ
た
。

第
二
に
、
労
働
者
数
に
つ
い
て
、
第
五
表
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
砿
員
と
い
う
の

は
、
管
理
部
門
の
職
員
を
除

い
た
労
働
者
を
指
し
て
い
る
。
常
磐
炭
田
中
の
茨
城
地

域

の
砿
員
数
の
割
合
を
み
れ
ば
、
出
炭
量
の
割
合
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
し
め

し
て
い
る
の
が
み
て
と
れ
る
。
大
正
末
期
に
二
六
～
七
%
(実
数
で
約
六
〇
〇
〇
人
)

を
し
め
て
い
た
の
が
次
第

に
減
少
し
、

一
九
三
七
年
に
は

一
三
%
と
、
約
半
分
に
な

っ
て
い
る
。
の
ち
に
検
討
す
る
第

一
三
表
に
よ

っ
て
戦
時
体
制
期
で
も

っ
と
も
人
数

の
多
く
な
る

一
九
四
四
年
を
み
る
と
、
ほ
ぼ
二
〇
%

(実
数
で
約
七
〇
〇
〇
人
)
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
者
数
の
割
合
で
み
て
も
、
幾
分
高
め
で
は
あ
る
が
ほ
ぼ
出
炭

量
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
し
め
し
、
戦
時
体
制
期
に
は
茨
城
地
域
の
労
働
者
数
は
常

磐
炭
田
中
の
五
分

の

一
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
企
業
数
お
よ
び
企
業
規
模
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
茨
城
地
域
の
方
は
企

業
数
で
よ
り
少
な
く
、
規
模
に
お
い
て
概
し
て
零
細
で
あ

っ
た
。

一
九
四
〇
年

(昭

和

一
五
)
を
例
に
と
る
と
、
重
要
炭
山
数
は
仙
台
鉱
山
監
督
局

一
二

(全
部
福
島
)、

東
京
鉱
山
監
督
局
四

(全
部
茨
城
)
で
あ
る
。
重
要
炭
山
と

い
う
の
は
年
産
五
万
t

以
上

(
の
ち
に

一
万

t
以
上
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
)
の
大
手
炭
砿
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
企
業
の
総
数
で
は
仙
台
が
七
二
、
東
京
が
三
五
と
な

っ
て
い
る
。
戦
時
体
制

期
の
、
企
業
数
が
極
大
に
達
す
る

一
九
四
二
年
の
統
計
で
は
、
仙
台
鉱
山
監
督
局
の

総
数
は

一
一
八
砿
、
う
ち
年
産

一
万
t
以
上
が
三

一
砿
、
東
京
鉱
山
監
督
局
の
総
数

は
六
九
砿
、
う
ち
年
産

一
万

t
以
上
が

二

砿
で
あ
る
。
概
略
的
に
い
え
ば
、
東
部

(常
磐
炭
田
)
中
に
し
め
る
東
京
鉱
山
監
督
局

(茨
城
)
の
企
業
数
の
割
合
は
、
大

手
炭
砿
に
つ
い
て
み
れ
ば
二
五
～
六
%
、
総
数
で
は
三
五
%
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
零

細
規
模
炭
砿

の
割
合
は
福
島
よ
り
茨
城
地
域
の
方
が
よ
り
高
か

っ
た
と

い
え
よ
う
。

そ
し
て
さ
き
に
み
た
出
炭
量
の
割
合
と
対
比
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
零
細
性
は

い
っ
そ

う
明
ら
か
に
な
る
。

③
市
場
の
制
約
性

常
磐
炭
は
炭
化
度
が
低
く
、
低
カ

ロ
リ
ー
の
亜
渥
青
炭
な

い
し
褐
炭
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
用
途
上
の
分
類
で
は

一
般
炭
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
こ

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
常
磐
炭
の
な
か
に
あ

っ
て
、
茨
城
地
域
の
石
炭
は

つ
ぎ
の
よ

う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
茨
城
地
域
の
石
炭
は
常
磐
炭
の
な
か
で
も
、
わ
け
て
も
カ

ロ
リ
ー
が
低
く
、
概
し
て
五
〇
〇
〇
カ
ロ
リ
i
以
下
で
あ
り
、
第
六
表
に
み
る
よ
う
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に
高
萩
炭
砿
や
中
郷
無
煙
炭
砿

の
石
炭
で
は
三
八
〇
〇
か
ら
三
九
〇
〇
カ
ロ
リ
ー
で

あ
る
。
ま
た
、
同
表
の
組
成
比
を
み
る
と
水
分
や
灰
分
が
多
く
、
逆
に
固
定
炭
素
や

揮
発
分
が
少
な

い
。
こ
の
結
果
、
煤
煙
が
相
対
的
に
稀
薄
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

茨
城
地
域
の
石
炭
は
低
カ

ロ
リ
ー
で
は
あ
る
が
煤
煙
は
少
な
い
と

い
う
特
徴
を
持

つ
。

こ
の
特
徴
か
ら
、
茨
城
地
域
の
石
炭
を
茨
城
無
煙
炭
と
通
称
し
て

い
る
。

こ
れ
に
対

し
て
、
福
島
地
域
の
石
炭
は

(全
地
域
で
は
な
い
が
)
カ
ロ
リ
ー
は
よ
り
高

い
が
煤

第3表 茨城地域の出炭量(1) (単位:%)

①東部支部中東京
管内の割合

②福島と茨城の合
計中茨城の割合

③東京管内中茨城
の割合

1920

(大正9)

26.3

26.3

98.6

19251929

(大正14)1(昭 和4)

25.5 22.3

25.0 21.8

97.096.5

1933

(昭和8)

1937

昭 和12)

1942

(昭和17)

16.4 21.7

15.8 13.1

95.3

1943

(昭和18)

23.6

1944

(昭租9)

20.5

1945

(昭和20)

19.1

1920～1937ま では 「石 炭時報」 による。1942～1945は 石炭統制会東部 支部 史料によ るもので 、月別出

炭量の割合の平均値 であ る

第4表 茨城地域の出炭量(2) (一単位:1,000ト ン)

1899～1901(明?台32～34)

1902～1906(35～39)

1907～1911 (40～44)

1912～1916(45～ 大 正5)

1917～1921(6～10)

1922～1926(11～15)

1927～1931(昭 和2～6)

1932～1936(7～11)

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

生 産 高

茨城県
(a)

34

108

213

436

783

695

602

357

主要炭砿

(b)

89

157

405

764

(b>/(a)%

681

597

329

335

292

533

82.4

74.0

92.9

97.5

98.0

99.1

92.2

主要炭
砿 数

660

553

737

885

723

427

2

2.6

4.2

8

6

5.8

7.3

4

4

10

12

10

11

12

10

10

主要炭砿は1905,6両 年 の平 均

主要炭砿 は1932,3,4の3年 平均

茨城 県は 「茨城県統計書1に よ る

主要 炭砿 は 「本邦鉱業 ノ趨勢」 による
生産 高は百 トンの位 を四捨 五人 した

距イ



第5表 常磐炭田の砿 員数

(b)/(d)
福 島 県茨 城 県

(b)/(b)十(d>計④女(c)男(a)/(b)女(a)甜b)男年次/

27.5

26.7

27.9

23.7

19.5

18.2

13.8

13.8

25.3

23,6

20.2

16.4

13.6

14.O

l1.8

12.1

16,302

16,464

14,230

13,754

8,870

8,751

14,660

14,673

4,123

3,881

2,877

2,259

1,209

1,223

1,736

1,770

12,179

12,583

11,353

11,495

7,661

7,528

12,924

12,903

21.8

20.5

18.4

16,0

15.2

16.9

19.8

17.4

6,174

5・999
,

5,497

4,263

2,150

1,947

2,338

2,342

1,343

1,228

1,009

684

327

329

464

408

4,831

4,771

4,488

3,579

1,823

1,618

1,874

1.934

1924(大 正13)

1925

1928(昭 和3)

1929

1932(昭 和7)

1933

1936(日召堵…011)

1937

「昭和13年版常磐炭砿概要」 より作成

各年6月 現在数

第6表 主要炭工業分析成積表

炭 質
発熱量

(Cal)

硫黄分
(%)

灰 分
(%)

固定炭素(
%)

揮登分
(%)

水 分
(%)炭種名砿 名

不 粘

〃

〃

〃

3,860

3,9∞

6,090

5,180(3.95)

32.4

30.2

17.6

22.1

26.6

26.3

31.6

27.8

27.9

29.0

45.0

39.9

13.1

14.5

5.8

10.2

切 込

中 塊

特 ・中塊

塊

高 萩

中 郷

入 山

内 郷

石炭統制会東部支部史料より作成

 

煙
を
多
く
出
す
の
で
、
有
煙
炭
と
称
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
炭
質
の

特
徴
か
ら
、
お
の
ず
と
市
場
に
は
制
約
が
あ

っ
た
。

そ
こ
で
、
大
正
中
期
以
降
戦
時
体
制
期
ま

で
の
常
磐
炭

の
仕
向
先
お
よ
び
仕
向
業

種
を
み
て
お
こ
う
。
第
七
表
に
よ

っ
て
み
る
と
、
常
磐
炭
は
外
国
輸
出
と
船
舶
焚
料

に
は
ま

っ
た
く
仕
向
け
ら
れ
て
い
な

い
。
も

っ
ぱ
ら
鉄
道
省

へ
の
納
入
と
国
内
移
送

に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鉄
道
納
炭

は
傾
向
的
に
減
少
し
て
い
る
。

一
九
二

三
年

(大
正

一
二
)
に
は
常
磐
炭
総
仕
向
量

の
三
割
を
し
め
て
い
た
が
、三
七
年
(昭

和

一
二
)
に
は
二
割
ま
で
減
少
す
る
。
例
外
的
に

一
九
三
二
年

(昭
和
七
)
に
は
割

合
を
高
め
て
い
る
が
、
不
況
の
深
刻
化
す
る
こ
の
時
期
、
国
内
移
送
量
が
鉄
道
納
炭

以
上
に
急
減
し
た
た
め
に
他
な
ら
な

い
。

一
方
、
相
対
的
に
は
国
内
移
送
の
割
合
は
高
ま

っ
て
い
る
。
第
七
表
の
②
欄
は
国

内
移
送
を
地
域
別
に
示
し
た
も
の
で
、
ど
の
地
域
に
多
く
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
と
京
浜
と
東
北
で
あ
り
、
瀬
戸
内
、
阪
神
、
中
京
な
ど
の
地
域
に
は
ま

っ
た
く
仕

向
け
ら
れ
て
い
な

い
。
と
こ
ろ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
国
内
移
送
は
全
体
の
六
割

以
上
は
其
他
と
い
う
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
地
域

へ
の
小
口
仕
向
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
其
他
の
地
域
と
し
て
は
、

京
浜
以
外
の
関
東
、
中
部
、
北
陸
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

分
散
し
た
地
域

へ
の
小
口
仕
向
け
が
常
磐
炭
市
場
の
ひ
と
つ
の
特
色
と

い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
が
常
磐
炭
輸
送
に
と

っ
て
の
隆
路
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
の
ち
に

ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
ひ
と
ま
ず
大
口
仕
向
地
た
る
京
浜
と
東
北

に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う
。

大
正
末
期
に
は
、
な
お
国
内
移
送
の
三
四
%
を
京
浜
が
し
め
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
後

一
〇
年
間
に
逐
年
減
少
し
、

一
九
三
二
年
に
は
実
数
で
半
分
以
下
に
、
構
成

比
で

一
九
%
と
、
六
割
以
下
に
減
少
し
た
。

一
九
三
五
、
三
七
年
に
は
や
や
も
ち
直

す
が
、
そ
れ
で
も

一
九
二
九
年
水
準
に
満
た
ず
、

一
九
;

二
年
に
比
較
す
れ
ば

一
〇

%
以
上
低
位
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
昭
和
初
期
の
不
況
期
に
京
浜
市
場
で

の
常
磐
炭
の
割
合
は
低
落
の

一
途
を
た
ど

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
不
況
か
ら
脱
し

た
あ
と
も
、
や
や
も
ち
直
し
た
と
は
い
え
同
じ
停
迷
が
続

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

東
北
市
場
が
ひ
ら
け
、

一
二
%
か
ら

一
八
%
へ
と
あ
る
程
度
の
拡
大
を
し
め
し
た
。

以
上
を
要
約
し
て
端
的
に
い
え
ば
、
大
正
末
期
か
ら
戦
時
体
制
期
に
至
る
ま
で
の

常
磐
炭
仕
向
先
推
移
の
特
徴
は
鉄
道
納
炭
の
減
少
と
京
浜
市
場
の
縮
小
に
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
常
磐
炭
の
う
ち
、
茨
城
地
域
の
そ
れ
は
煤
煙
が
少
な

い
と
い
う
特
質
か
ら

し
て
、
鉄
道
納
炭
お
よ
び
京
浜
市
場
で
の
浴
場
用
家
庭
用
炭
と
し
て
も

っ
と
も
大
き

な
部
分
が
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
右
に
要
約

一74一



τ・t(単位常磐炭の仕向先第7表

,合1,t
地 売
その他

鉄 道
納 炭

1船 舶焚

「料 炭
外 国
輸 出

国 内
移 送①

1923年

11926

1器;

朧1

実

数

計其他東 北京 浜中 京阪 神瀬戸内海

1923
1926
1929
1932
1935i
l937

i1926
119291
1932
P935
1937

割

合

1923

1926

1929

1932

1935

1937

各年次の 「石炭時報」 より整理

(.単{立:千t)第8表 常磐炭消費元業種別調

昭和12
!昭 和10昭 和ll昭和9昭和8

鉄 道 省 納 数量

∴1諜
浴 場 家 庭
其 他 雑 用

1数igi

i比 率
Il

製 糸 工 場 用

整墨1
化 学 工 業 用

t

数量
比率

紡 織 等

工 場 用

数量i

比率!

炭 砿 自 家 用

数量1

比率1
-一;

数量1

鉱山及精錬用

献
比剰

数量1

比率

セメノ ト工場 用

数量
1比率

数量

醸 造 工 場 用

其 他 工 場 用

i上ヒ率1
8

畿

整馴
数墨ま1

比判

官 庁 用

L::['Lj
私 設 鉄 道 用

合 計

「昭和13年 版常磐炭砿概 要
」よ り

実

数

割

合

し
た
常
磐
炭
仕
向
先
推
移
の
特
徴
は
よ
り
厳

し
く
、
茨
城
地
域
の
石
炭
を
撃

っ
た
と

い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
鉄
道
納
炭

の
減
少
と
京
浜
市
場
の
縮
小
は
、
よ
り
直
接
的
に

は
茨
城
地
域
の
石
炭
の
仕
向
先
縮
小
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
前
項
で

検
討
し
た
出
炭
量
や
労
働
者
数
の
推
移
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
初
期
の
不
況
の
さ
な
か

の
鉄
道
納
炭
と
京
浜
市
場
の
減
退
の
理

由

で
あ
る
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第

一
に
、
大
正
後
期
に
海

上
運
賃
が
低
落
し
た

こ
と
や
、
東
京
芝
浦
港

へ
の
石
炭
輸
送
本
船
が
入
港
可
能
に
な

っ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
北
海
道
炭
や
山

口
炭
が
京
浜
市
場

へ
進
出
し
は
じ
め
た

こ
と
、
`
と
く
に
大
震
災
後

の
復
興
需
要
を
テ

コ
に
そ
の
送
炭
量
は
逐
年
増
加
し
て
い

た
こ
と
。
第
二
に
そ
の
反
面
、鉄
道
運
賃
の
高
騰
続
き
は
常
磐
炭
輸
送
に
ブ
レ
ー
キ
を

か
け
て
い
た
こ
蟻

第
三
に
・
そ
う
し
た
趨
勢
の
も
と
で
の
不
況
期
と
の
遭
遇
は
・

 品
質
の
劣
る
石
炭
よ
り
は
よ
り
良
質
の
石
炭

へ
の
需
要
を
生
み
出
し
、
常
磐
炭
市
場

は
さ
ら
に
九
州
炭
等
の
進
出

に
よ

っ
て
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。第

八
表
は
、
よ
り
具
体
的
な
仕
向
先
の
業
種
別
数
量
を
し
め
し
た
も
の
で
あ
る
。

構
成
比
の
う
え
で
は
、
鉄
道
用
、
浴
場
家
庭
用
が
多
く
、
工
場
用
と
し
て
は
製
糸
工

場
用
、
化
学
工
業
用
が
高

い
割
合
を
し
め
て
い
る
。
た
だ
、

一
九
三
三
年
(昭
和
八
)

か
ら
五
年
間
の
傾
向
と
し
て
は
製
糸
工
場
用
が
減
少
し
、
か
わ

っ
て
化
学
工
業
用
が

き
わ
だ

っ
た
増
加
を
し
め
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
も
う

一
度
要
約
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
二
〇
世

紀
に
は

い
っ
て
以
降
、
茨
城
地
域
の
石
炭
開
発
が
進
み
、
資
本
制
的
な
炭
砿
会
社
が

簇
生

し
て
く
る
の
は
、
常
磐
炭
市
場
が
形
成
さ
れ
拡
大
し
て
い
く
こ
と
と
表
裏
の
関

係

に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
九
州
炭
や
北
海
道
炭
に
比
較
し
て
品
質
的
に

劣
る
と
さ
れ
る
常
磐
炭
が
、
そ
の
市
場
を
形
成
し
拡
大
で
き
た
の
は
、
近
代
工
業
、

な
か
ん
ず
く
繊
維
を
中
心
と
す
る
軽
工
業
の
発
展
と

い
う
日
本
資
本
主
義
の
現
実
や
、

一一



都
市
の
発
展
と
い
う
要
因
を
基
本
的
な
背
景

と
し
な
が
ら
も
、
す
で
に
先
学
に
よ

っ

て

一
致
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鉄

道
の
東
京
-
平
間
全
通
と
い
う
輸
送
手

段
の
画
期
的
変
革
に
あ

っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
た
疑
う
余
地
は
な
い
。

山
元
か
ら
鉄
道
に
よ

っ
て
港
湾
に
運
び

、
海
運
を
通
じ
て
消
費
地
に
接
続
す
る
港

湾

に
陸
上
げ
し
、
さ
ら
に
鉄
道
で
目
的
の
消

費
地
に
運
ぶ
と
い
う
九
州
炭
、
北
海
道

炭
の
輸
送
体
系
に
対
し
て
、
山
元
に
接
続
す

る
石
炭
積
出
駅
か
ら
、
直
接

に
鉄
道

一

本
で
消
費
地
に
結
合
す
る
常
磐
炭
の
輸
送
体

系
は
、
明
ら
か
に
経
済
的
優
位
性
を
持

っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、

こ
の
優
位
性
は
運
賃
の
高
騰
や
貨
車
配
車

の
問
題
と

い
う
隆
路
を
同
時
に
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
運
賃
が
引
き
上
げ
ら
れ
れ

ば
常
磐
炭
の
コ
ス
ト
は
上
昇
し
、
他
炭
と
の
競
争
力
は
減
退
す
る
。
ま
た
、
多
方
面

へ
の
小
口
需
要
が
多

い
と
い
う
常
磐
炭
の
市

場
構
造
の
特
徴
は
、
貨
車
の
獲
得
を
困

難

に
し
て
い
た
。
貨
車
の
配
分
を
め
ぐ

っ
て
は

(と
く
に
好
況
期
に
は
)
企
業
間
の

争

い
が
絶
え
ず

つ
い
て
ま
わ
り
、
そ
の
調
整
は
企
業
家
た
ち
に
と

っ
て
大
き
な
問
題

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
常
磐
炭

一
般
の
制
約
条
件
の
他
に
、
茨
城
地
域
の
石
炭
の
場
合

に
は
そ

の
炭
質
の
特
殊
性
に
よ

っ
て
、
消
費
先
業
種

に
制
約
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
不
況
期
に

困
難
を
よ
り
鋭
く
露
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
炭
の
進
出
に
よ

っ
て
そ
れ
は
基
本
的

に
促
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
に
鉄
道
用
炭
に
関

し
て
は
電
車
化
の
進
展
と
い
う
問
題
も

あ
ろ
う
。
大
正
末
期
か
ら
東
京
市
内
や
そ
の
近
郊
の
路
線
の
電
車
化
が
進
み
、
旅
客

総
輸
送
人
員
に
し
め
る
電
車
旅
客
輸
送
人
員

の
割
合
は
確
実
に
大
き
く
な

っ
て
き
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
況
期
と
い
う

全
需
要
量
の
拡
大
が
抑
制
さ
れ
る
時
期

に
は
、
市
場
拡
大
の
制
約
条
件
と
し
て
付

加
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
市
場
問
題
と
の
関
係
で
景
気
動
向
と
企
業

の
盛
衰
を
み
て
お
こ
う
。
さ

き
に
示
し
た
主
要
炭
砿
系
統
図

(第

一
表

)
に
よ
れ
ば
、
茨
城
地
域
で
は
炭
砿
会
社

が
急
増
す
る
時
期
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
出
炭
量
も
ピ
ー
ク
を
な
す
時
期
で
、

石
炭
産
業

の
繁
栄
期
に
他
な
ら
な
い
。
第

一
の
ピ
ー
ク
は
第

一
次
大
戦
期
の
大
正
前

期
で
あ
る
。
明
治
後
期
に
設
立
さ
れ
た
代
表
的
な
炭
砿
会
社
で
あ
る
、
茨
城
無
煙
炭

砿
株
式
会
社

二

九

一
九
年
出
炭
量
二
一二
万
t
)、
茨
城
採
炭
株
式
会
社

(同
二
〇
万

t
)、
山
口
無
煙
炭
砿
合
資
会
社

(同
七
万
t
)、
の
三
社
が
出
炭
量
を
伸
ば
し
て
健
在

で
あ
り
、
さ
ら
に
先
行
の
会
社
を
再
編
し
て
創
立
さ
れ
た
大
日
本

炭
砿

株
式
会
社

(同

一
三
万
t
)
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
大
手
四
社
の
他
に
数
多
く
の
中
小
炭
砿

が
簇
生

し
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
は
第

一
次
大
戦
期
の
好
況
の
波
に
の

っ
て
、
企

業

の
再
編
が
進
ん
で
資
本
の
集
中
が
は
か
ら
れ
る

一
方
、
市
場
が
拡
大
し
掘
れ
ば
売

れ
る
と

い
う
条
件
の
も
と
で
群
小
の
炭
砿
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
が
大
戦
終
結
と
と
も
に

一
転
し
た
。
戦
後
反
動
恐
慌
に
み
ま
わ
れ
、
諸

工
場
の
閉
鎖
縮
小
が
進
み
、
石
炭
需
要
は
激
減
し
た
。
炭
価
は
下
落
し
好
況
の
波
に

の

っ
て
起
業
し
た
中
小
炭
砿
は
経
営
難
に
陥
り
、稼
業
中
止
に
追

い
込
ま
れ
た
。
経
営

の
安
定
し
て
い
た
大
手
炭
砿
も
出
炭
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
石
炭
産
業
の
カ
ル
テ
ル

組
織
で
あ
る
石
炭
聯
合
会
が
設
立
さ
れ
た
の
は
こ
う
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
不
況
期
に
あ

っ
て
、
常
磐
炭
田
の
ば
あ

い
は
加
え
て
関
東
大
震
災
の
影
響
を
強
く

受
け
た
。
京
浜
市
場
の
需
要
が

一
時
的
に
減
退
し
、
輸
送
や
金
融
面
で
も
大
打
撃
を

受
け
た
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
海
上
運
賃
の
低
落
な
ど
に
よ
り
有
利
と
な

っ
た

北
海
道
炭
な
ど
が
、
常
磐
炭
市
場
に
進
出
す
る
と
い
う
事
情
も
重
な
り
不
況
は

一
層

深
刻
化
し
た
。
昭
和
に
は

い
る
と
不
況
は

一
段
と
進
み
、
出
炭
量
や
労
働
者
数
は
激

減
し
た
。
閉
山
す
る
炭
砿
会
社
、
あ
る
い
は
経
営
主
体
を
か
え
て
企
業
合
理
化
を
は

か

っ
て
再
生
す
る
炭
砿
会
社
な
ど
、
こ
の
時
期
企
業
は
大
き
く
動
揺
し
た
。
大
正
末

期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
、
そ
の
変
動
の
お
も
な
も
の
を

ひ
ろ

い
あ
げ

て
み
よ

》つ
。大

正
期
の
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
を
代
表
し
た
茨
城
無
煙
炭
砿
、
茨
城
採
炭
、
山

口
無
煙
炭
砿
の
三
社
は

い
ず
れ
も
そ
の
名
を
消
滅
さ
せ
た
。
茨
城
無
煙
炭
砿
は
、

一

九
二
六
年

(昭
年
元
)
に
大
倉
鉱
業
株
式
会
社
に
買
収
さ
れ
、
茨
城
採
炭
は

一
九
二

五
年

(大
正

一
四
)
に
磐
城
炭
砿
株
式
会
社
の
手
中
に
帰
し
た
。
山
口
無
煙
炭
砿
は

一
九
二
五
年
に
閉
山
と
な

っ
た
。
そ
し
て
数
年

の
休
止
の
後
、

一
九
二
九
年

(昭
和

四
)
に
個
人
経
営
の
山
口
炭
砿
と
し
て
再
生
し
た
。
ま
た
、
大
日
本
炭
砿
も

一
九
二
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五
年
に
鉱
業
権
の

一
部
を
三
井
鉱
山
に
譲
渡
し
た
り
、
三

一
年

(昭
和
六
)
に
は
秋

山
坑
を
上
田
長

一
に
譲
渡
す
る
な
ど
経
営
を
縮
小
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
は
同

時
に
、
技
術
的
な
合
理
化
も
含
ん
で
進
行

し
た
が
、
そ
れ
は
次
項
で
ふ
れ
る
こ
と
に

し
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
長
期
の
不
況
期
を
脱
出
し
て
戦
時
体
制
期
に
入

っ
て
く
る

と
、
再
び
出
炭
量
は
増
加
し
炭
砿
会
社
が
簇
生

し
て
く
る
。
第
二
の
ピ
ー
ク
が
形
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
戦
争
経
済

の
も
と
で
掘
れ
ば
売
れ
る
と
い
う
市
場
状
況
が
現
出

し
た
。
か

つ
て
、
採
算
ベ
ー
ス
に
乗
ら
な
か

っ
た
小
山
や
放
置
さ
れ
て
い
た
残
炭
が

需
要
増
大
の
な
か
で
十
分
に
商
品
価
値
を

持
つ
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

群
小
の
炭
砿
が
増
大
し
た
が
、

一
九
四

一
年

(昭
和

一
六
)
の
茨
城
石
炭
聯
合
会
に

名
を
連
ね
て
い
る
の
は
二
〇
社
を
数
え
る
。
ま
た
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、

翌
四
二
年
の
東
京
鉱
山
監
督
局
管
内
の
炭
砿
会
社
は
六
九
社
に
達
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
炭
砿
会
社
の
盛
衰
を
市
場
の
問
題
に
ひ
き

つ
け
て
い
え
ば
、
好
況

期
に
市
場
が
拡
大
す
る
時
期
に
は
常
磐
炭

の
、
な
か
ん
ず
く
茨
城
地
域
の
石
炭
の
炭

質
に
規
定
さ
れ
る
市
場
の
制
約
性
は
、
よ
り
目
立
た
な
く
な
り
突
破
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
石
炭
産
業
の
推
移
と
鉱
区
面
積
の
関
係
に
つ
い
て

一
言
し
て
お

こ
う
。
第
九
表
で
、
採
掘
鉱
区
中
の
稼
業

鉱
区
面
積
の
推
移
を
み
る
と
、
大
正
初
期

か
ら
増
加
を
は
じ
め

一
九

一
九
年

(大
正

八
)
に
約

一
〇
〇
〇
万
坪
で
ピ
ー
ク
を
な

し
、
以
後
減
少
す
る
。
昭
和
に
は
い
っ
て
再
び
増
加
傾
向
を
し
め
し
、

一
九
三
六
年

(昭
和

一
一
)
に
さ
き
の
ピ
ー
ク
の
水
準
を
回
復
し
て
い
る
。

一
九
四
〇
年

(昭
和

一
五
)
に
は

一
四
〇
〇
万
坪
に
達
し
た
。

一
方
、
休
業
鉱
区
面
積
は
激
減
傾
向
を
し

め
す
。

一
九
四

一
年
以
後
は
稼
業
休
業
の
区
別
が
な
く
な
る
が
、
そ
の
合
計
た
る
採

掘
鉱
区
面
積
は
増
加
を
続
け
、

一
九
四
三
年

(昭
和

一
八
)
に

一
八
〇
〇
万
坪
で
ピ

ー
ク
に
達
す
る
。
こ
れ
ら
の
推
移
か
ら
判
断
し
て
、
休
業
鉱
区
が
稼
業
鉱
区

へ
転
換

さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
採
掘
稼
業
鉱
区
も

つ
け
加
わ
り
、
稼
業
鉱
区
面
積
が
拡

大
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ま

り
、
う
ち
捨

て
ら
れ
て
い
た
残
炭
、
薄

(単位:万 坪)第9表 石炭鉱区面積の推移

1936年1932年1929年1926年1923年1919年1915年1912年

1,148.61,277.61,967.52,207.32,618。810,464.91,288.6822.0試掘坪数

1・060ρ

604.9

1,665.8

1,008.8

658.7

1,667.5

922,4

650。0

1,572.4

876.4

655.3

1,531.7

799.3

686.6

1,485.9

1,071.4

350.8

1,422.2

691.8

509.0

1,200.8

624.3

676.0

1,300。3

稼業

休業

小計

採
掘
坪
数

2,814.42,895.13,539.93,739.04,104.711,887.12,489.42,122.3合 計

実

数

1401552392693191,273157100試掘坪数

170

89

128

133

162

97

128

136

148

96

121

167

140

97

118

176

128

102

114

193

172

52

109

560

111

75

92

117

100

100

100

100

稼業

休業

小計

採
掘
坪
数

合 計

指

数

1945年1944年1943年1942年1941年1940年1939年

6,447.96,182.45,994.35,702.95,230.54,017.24,064.1試掘坪数

1,815.91,815.91,842,41,736.31,736.3

1,416.7

266.5

1,683.2

1150.2

517.6

1,667。8

稼業

休業

小計

採
掘
坪
数

8,263.47,998.37,836.77,439.26,966.85,700.45,731.9合 計

実

数

784752729694636489494試掘坪数

140140142134134

227

39

129

184

77

128

稼業

休業

小計

採
掘
坪
数

389377369351328269270合 計

指

数

1936年 までは 「茨城県統計書」、 それ以後は 「本邦鉱 業ノ趨勢」 による
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層
の
鉱
区
の
採
掘
が
可
能
な
限
り
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

試
掘
鉱
区
と
採
掘
鉱
区
の
合
計
面
積
-

石
炭
産
業
の
基
盤

で
み
る
と
、

一

九

一
九
年

一
億
二
〇
〇
〇
万
坪
で
ピ
ー
ク
を

な
し
、
以
後
年

々
縮
小
し
、
戦
時
体
制

期
に
は

い
る

一
九
三
九
年
に
増
加
に
転
ず

る
が
、

一
九
年
水
準
を
凌
駕
す
る
こ
と
は

つ
い
に
な

い
。
採
掘
と
い
う
生
産
活
動
の
結
果
と
し
て
、
鉱
区
が
潰
廃
し
て
い
く
と

い
う
石
炭
産
業
の
特
質
か
ら
く
る
当
然
の
結

果
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
要
約
し
て
い
え
ば
、
量
的
な
鉱
区
面
積

の
拡
大
は

一
九

一
九
年
段
階
で
限

界
に
達
し
、
そ
の
う
ち
採
算
可
能
な
部
分

で
の
、

一
方
で
は
坑
道
の
延
長
と
採
掘
切

羽
面

の
拡
大
や
深
化
に
よ

っ
て
、
他
方
で
は
以
前
の
採
炭
過
程
で
放
棄
し
た
残
炭
や

粉
炭

の
回
収
な
ど
に
よ

っ
て
、
採
掘
稼
業
面
積
を
維
持
な
い
し
拡
張
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
後
者
は
主

と
し
て
市
場
条
件
の
好
転
に
よ

っ
て
可
能

に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
前
者
は
採
炭

技
術
の
発
展
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
大
き

か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
茨
城
地
域

で
の
技
術
面
で
の
変
化
を
あ
と
づ
け
て

み
る
必
要
が
で
て
く
る
。

⑥
技
術
の
低
位
性

第

一
〇
表
は
技
術
面
で
の
推
移
を
時
期
的
に
は
四
期
に
、
項
目
的
に
は
採
炭

・
運

搬

・
補
助
施
設

・
選
炭
な
ど
に
わ
け
て
表

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
不
完
全

な
も
の
で
あ
る
が
お
お
よ
そ
の
推
移
は
つ
か
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
大
正
中

期
の
好
況
期
に
到
達
し
て
い
た
技
術
水
準
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

④
採
炭

採
炭
方
法
と
し
て
は
長
壁
法
が

一
般
化
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
「常

磐
炭
砿
誌
」
で
も
そ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
期
の
茨
城
地

域
の
長
壁
法
の
実
態
に

つ
い
て
は
明
ら
か

で
な

い
。
切
羽
の
集
約
と
採
炭
手
段
と
切

羽
運
搬
の
機
械
化
に
よ

っ
て
、
資
本
の
労
働
統
轄
上
画
期
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
採

炭
方
法
と
し
て
の
長
壁
法
と
は
、
少
な
く

と
も
意
義
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
①

の
重
内
砿

に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
切
羽
の
面
長
は

一
〇
～

一
五
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。

一
般
に
長
壁
法
と
し
て
は

一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
前
後
、

大
規
模
な
そ
れ
で
は
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
切
羽
の
集
約
と

い
っ
て
も
限
界
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
手
掘
採
炭
で
あ
り
、

ツ
ル
ハ
シ
と

発
破
を
労
働
手
段
と
す
る
採
炭
で
あ

っ
て
、
機
械
化
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
む
ろ
ん
、

切
羽
運
搬
の
機
械
化
も
な

い
。
さ
ら
に
、
か
り
に
長
壁
法
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も

限
ら
れ
た
部
署
で
の
み
で
あ
り
、
全
山
の
す
べ
て
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は

な

い
か
ら
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
期
の
長
壁
法
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
過
大
な
評
価
を
す
る

こ
と
は
禁
物
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
新
聞
記
事
は
そ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
も
の
と

考
え
る
。

:
:
:
櫛
形
炭
砿
は
現
所
長
吉
田
勇
氏
着
任
以
来
常
磐
炭
の
採
炭
法
に
異
彩
を
放

つ

「長
壁
式
採
炭
法
」
を
実
施
し
来
り
し
か
も
結
果
が
予
想
以
上
の
好
成
績
を
収
め

東
京
鉱
山
監
督
局
よ
り
非
常
に
推
賞
さ
る

・
に
至

っ
た
こ
と
で
あ
る
従
来
常
磐
の

採
炭
法
は

「残
柱
式
採
炭
」
と
称
し
採
掘
せ
る
坑
道
に
は
慮

々
に
支
柱
を
残
し
掘

進
し
て
行
く
方
法
の
み
で
あ

っ
た
が
資
材
難
の
折
柄
杭
木
が
無
駄
に
な
る
の
み
か

支
柱
を
残
し
た
の
で
は
附
近
の
石
炭
を
全
部
採
掘
す
る
事
は
不
可
能
な
の
で

一
塊

を
残
さ
ず
採
炭
す
る
方
法
と
し
て
こ
の
採
炭
法
を
実
施
す
る
こ
と

・
し
た
も
の
、

長
壁
式
採
炭
は
廃
坑
箇
所
に
採
炭
に
伴

っ
て
掘
り
出
さ
れ
る
岩
石
ボ
タ
砕
を
積
み

重
ね
て
支
柱
を
取
外
し
落
磐
の
危
険
を
防
ぐ
も
の
で
あ
り
石
炭
は
全
部
採
取
出
来

且
杭
木
も
再
び
他
に
使
用
出
来

る
か
ら
残
柱
式
に
比
し
三
分
の

一
位
で
足
り
る
訳

で
頗
る
有
利
で
あ
り
集
約
採
炭
法
と

い
ふ
べ
く
断
然
櫛
形
坑
が
他
に
誇
る
所
以
…

こ
れ
は
、
「長
壁
式
採
掘
法
」
と
見
出
し
の
つ
い
た
記
事
で
、

一
九
四
四
年
二
月
の

も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
第

一
表
に
み
る
と
お
り
、
櫛
形
坑
は

一
九
三
七
年

(昭
和

↓

二
)
に
櫛
形
炭
砿
株
式
会
社
が
開
坑
し
た
も
の
で
、

一
九
四
二
年
よ
り
東
邦
炭
砿
株

式
会
社
の
所
有
と
な

っ
て
い
た
。

こ
の
櫛
形
坑
で
大
戦
末
期
に
長
壁
法
を
採
用
し
て

好
成
績
を
あ
げ

て
い
る
と
い
う
の
が
記
事
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
注
目
し

て
お
き
た

い
こ
と
は
、
従
来
の

「常
磐

の
採
炭
法
」
が
残
柱
式
で
あ

っ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
地
域
で
は
長
壁
法
は

「異
彩
」
を
放

つ
存



在
で
あ
り
、

一
般
的
に
は
残
柱
式
が
普
及
し

て
い
た
と
い
う
意
昧
に
他
な
ら
な

い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
末
期
は
も
ち
ろ
ん
大
正
中
期
に
長
壁
式
が
茨
城
地
域
で

一
般

化
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
壁
法
・の
意
義
を
石
炭
の
全
部

採
掘
と
支
柱
の
節
約
、
と
く
に
後
者
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し

て
お
き
た

い
。
も

っ
ぱ
ら
増
産
と
資
材
の
節
約
に
寄
与
す
る
長
壁
法
で
あ

っ
て
、
資

本
の
労
働
統
轄

に
重
要
な
変
化
を
も
た
ら
す
長
壁
法
と
し
て
は
意
義
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
こ
か
ら
も
、
長
壁
法
と
い
う
用
語

の
み
で
過
大
評
価
は
で
き
な

い
こ
と
を

知
る
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
敗
戦
後
の
長
壁
法
か
ら
の
類
推
に
よ

っ
て
、
こ
の

時
期
の
長
壁
法
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

◎
運
搬

明
治
末
期
か
ら
こ
の
時
期
に
か
け
て
、
生
産
力
上
昇
の
原
動
力
は
坑
内

運
搬
過
程
の
動
力
化
で
あ

っ
た
。
動
力
捲
揚
機
の
設
置
で
あ
る
。
そ
の
動
力
は
当
初

は
蒸
気
力
で
あ
り
、
や
が

て
電
力

へ
と
発
展
す
る
。
そ
し
て
、
捲
揚
機
の
馬
力
数
の

変
化
も
生
産
力
を
規
定
す
る
要
因
で
あ

っ
た
。
小
炭
砿
で
は
こ
の
時
期
、
な
お
足
踏

み
に
よ
る
捲
揚
、
す
な
わ
ち
人
力
に
よ
る
捲

揚
げ
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
⑩

の
村
中

炭
砿
に
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。

坑
外
運
搬
で
は
ト

ロ
馬
車
が

一
般
化
し
て

い
た
。

一
部
に
エ
ン
ド
レ
ス
ロ
ー
プ
が

使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
を
特
徴
づ

け
て
い
る
の
は
ト
ロ
馬
車
で
あ
る
と

い

っ
て
よ
い
。
小
炭
砿
で
は
、
た
と
え
ば
⑨
の
広
部
鉱
業
川
尻
坑
の
例
で
は
馬
車
運
搬

が
残

っ
て
い
た
。
ト

ロ
馬
車
と
い
う
の
は
、
軌
道
を
敷

い
て
そ
の
上
の
ト
ロ
ッ
コ
を

馬
匹
が
引
く
と
い
う
も
の
で
、
馬
車
運
搬
よ
り
は
輸
送
能
力
が
高
か

っ
た
の
は

い
う

ま
で
も
な

い
。

⑳
排
水
と
通
気

石
炭
生
産
に
と
っ
て
は
補
助
的
手
段
に
す
ぎ
な

い
が
、
労
働
の

現
場
を
維
持
し
坑
内
生
産
活
動
が
営
ま
れ
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
排

水
で
は
動
力
ポ
ン
プ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
動
力
自
体
は
捲
揚
機
同
様
、
蒸
気
力
か

ら
電
力

へ
発
展
す
る
。
⑩

の
村
中
炭
砿
の
事
例
で
は
こ
の
時
期
に
も
手
押
ポ
ン
プ
が

使
用
さ
れ
て
い
た
。
通
気

に
つ
い
は
煽
風
機
が
設
置
さ
れ
た
が
、

一
部

に
は
通
気
坑

道
を
設
け
る
の
み
で
自
然
通
気
に
頼

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
。

e
選
炭

お
お
む
ね
手
選
で
あ
る
が
、

一
部
に
選
炭
機
、
水
洗
讐

ど
が
導
入
さ

れ
始
め
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
正
中
期
に
い
た
る
ま
で
の
技
術
史
的
な
変
遷
を
シ

ェ
ー
マ

化
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う

に
な
ろ
う
。
手
押
ポ
ン
プ
に
よ
る
排
水
と
自
然
通
気
に

よ

っ
て
坑
内
労
働
現
場
が
確
保
さ
れ
、
手
掘
に
よ
る
採
炭
、
そ
し
て
足
踏
み
捲
揚
げ

に
よ

っ
て
石
炭
を
地
上
に
運
搬
し
て
い
た
石
炭
生
産
の
態
様
は
、
や
が
て
坑
道
の
延

長
、
深
化
に
よ

っ
て
困
難
に
つ
き
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
困
難
を
突
破
で
き
た

の
は
動
力
捲
揚
機
の
出
現
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
坑
内
運
搬
は
飛
躍
的
に
能
力

を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
同
時
に
よ
り
深

い
炭
層
の
採
炭
を
も
可
能
に
し
た
。

そ
れ
を
側
面
か
ら
支
え
た
の
が
、
動
力
ポ
ン
プ
や
煽
風
機

の
設
置
で
あ

っ
た
。
坑
内

運
搬
能
力
の
増
大
は
坑
外
運
搬
能
力
の
増
大
に
刺
激
を
あ
た
え
、
そ
の
結
果
馬
車
輸

送
に
替

っ
て
、
ト

ロ
馬
車
が

一
般
化
し
た
。

こ
の
よ
う
な
運
搬
部
門
の
能
力
の
増
大
は
採
炭
部
門
、
お
よ
び
選
炭
部
門
の
能
力

の
増
大
を
案

す
る
こ
と
と
な
る
.
し
か
し
、
採
炭
部
門
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
.

+

手
掘
採
炭
、
そ
し
て
切
羽
運
搬
は
箱
権

(
ス
ラ
)
や
負
籠

(
パ
イ
ス
ケ
、
タ
ン
ガ
ラ
)

を
道
具
と
す
る
人
力
運
搬
、
捲
立
て
ま
で
の
片
盤
坑
道
運
搬
も
ト
ロ
を
人
力
で
押
す

と
い
う
人
力
運
搬
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
斜
坑
運
搬
の
能
力
増
大

に
採
炭
部
門
を
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
坑
内
労
働
者
の
増
員
以
外

に
は
な
い
。

そ
し
て
ま
た
そ
の
労
働
を
強
化
す
る
以
外
に
な

い
。
労
働
者
募
集
の
強
化
と
労
務
管

理
の
強
化
が
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
飯
場
制
度
の
最
盛
期
で
あ
る
。

ま
た
、
朝
鮮
人
募
集
も
福
島
地
域
で
は
こ
の
時
期
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
選
炭
部
門

に

つ
い
て
も
、

一
部
に
機
械
選
炭
が
は

い
る
け
れ
ど
も

一
般
的
に
は
手
選
で
あ

っ
て
、

選
炭
能
力
の
増
大
は
選
炭
夫
の
増
大
と
そ
の
労
働
強
化
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
う
し
て
、

こ
の
時
期
の
出
炭
量
の
増
大
は
運
搬
能
力
の
増
大
と

い
う
技
術
的
変
革

を
基
底
と
し
て
、
労
働
者
数
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
の
不
況
期
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が



第10表 炭砿技術の推移概要表

大正中期

大.iE末 一・

昭 和 初

単」～日寺f本制
直 前

戦時体制
期

採 炭

坑内運搬
航9地F)

坑外運般

(山元.一蜘
排 水

通 気
選 炭

採 炭

坑内運搬

排 水

通 気

採 炭

坑外運搬

選 炭

採 炭

坑外運搬

選 炭

①
東
内
砿

長壁式(面 長10m

l・掘 ～15m>
(ツル、発破)

捲揚機〈馬力〉
汽 力150、 電動30
トロ馬卓

ポンプ4台(電 気)

煽風機

単独→共同採炭
常 ・番制→交替制

(S4)

捲揚機
電動80馬 力

ガソリン軌道

②
秀
ノ
目
砿

③
甲
郷
砿

長壁式
丁・ 掘 f

1

「

1
!

(柱房式)
手 掘

捲揚機(電 動45)捲 揚機(汽 力150)

120kVA水 力発電所
エ ン ドレス

ポンプ15台 ポ ンプ12台(う ち
11電気)

煽風機(45馬 力)煽 風機

選炭機、粉炭製造用砕炭機、洗炭機

S2.長 壁 式(片 盤佛)

共1耐采炭 、ピック(5

台}
[}三気 機1台(S8

18.6kw日1柱 に 鉄

枠。
片盤 坑 道運 搬 用捲

揚機
S3捲 揚 機 ・電 動(15

40)
S4捲 揚 機 ・汽 力350

ス クレーパーコ ンベ

アー.タ ービンポ ンプ
3台75

S2.30俵V!変 電所

500V→3,300V

(面 長20間='・36m)ヒ刀ヨヨ
」璽搬櫨 箱

エ ン ドレ ス捲

40～60馬 力
300kVA

水発(大r』ヒ,jD
l20kVA

水 発(花 園)
チ ップ ラー →セ ー

キ ン グス クリ ー ン
→塊 ビ ッキ ンク

ベ ル トで 頁先

粉 シ ノガ ー1こよ
る水洗

④
山
口
炭
砿

長壁式
罫 掘

〔捲揚機(汽 力)〕

トロ馬劇

ポ ンプ(汽 力)

煽風機(汽 力)

手 選

〔S8ピ汐 用圧気機)

〔T末・捲揚(電動)〕

〔S12ガ ソリン軌道 〕

〔f・ 掘 〕〔
掘進用にピ ッ ク5～

6台 〕

⑤
丁代
田
砿

残柱 ・長壁
手 掘

捲揚機

軽便軌道
(機関車3台 、炭 車60台)
ポンプ3台

手 選

T13捲 揚 電動80

第3坑 〃50→80(T14)

第4坑tt100坑
外 一部エ ン ドレ ス

T14第3坑 タービンポンプ2台

200

第4坑 〃2台25
〃 排 水 用 竪井

長壁式

貨物自動車

緩

霊
長壁式

トロ馬車

自然通気

S1,下 層

柱房式

S1煽風機

残柱式
手 掘

ガソリン
軌 道

手選、比
重 洗 機

⑦
嵩

萩
砿

(残柱式)

(トロ馬車)

(電気ポンプ50)

試験的に土砂充填法

S8ピ ック用圧気機

T13電 動捲揚機30
S4第4ク100
柳沢 〃10第

5〃30
S5坑 外ガソリン軌

道T
14蒸 気 ポ ンプ1

台

Tl3煽 風機1台

残柱式
手 掘

手選、比重水洗機

⑧
秋
山
砿

S6電動捲
揚機

S6坑 外駅

前ポケッ
トよりベ

ル トコン
ベアー

S6煽 風機

残柱式
手 掘
ガソリン
軌 道

罫選、比
重水洗機

専用鉄道敷設
計画

川

尻
坑

広
部
鉱
業

長壁式

捲揚機

馬車19台

ポンプ3台

自然通気

⑩
村
中
炭
砿

足踏人力
捲揚

手押ポンプ

⑪
櫛
形
炭
砿

長壁式

専用鉄道敷設
予定

手 選

⑫
東
新
炭
砿

手 掘
貨物臼動

車

手 選

⑬
華
川
炭
砿

残柱式
弄 掘

ガソリン
軌 道

手 選

最
谷
川
炭

砿

残柱式
手 掘
貨物自動

卓

手 選

⑮
目
棚
炭
砿

手 掘
貨物r]動

車

予 選

史料 大正 中期 「日本炭砿行脚」、大正末～昭和初 「本邦鉱 業 ノ趨勢」、戦時体制直前 「昭和13年 版

戦時体 制 その他 〔聞 きとり〕新聞記事

常磐炭砿の概要」



み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
は
採
炭

部
門
の
変
革
が
目
立

っ
て
い
る
。
長
壁

式
が
本
来
の
集
約
採
炭
と
し
て
の
内
実
を
持

つ
に
至
る
。

つ
ま
り
圧
気
機
が
据
え
付

け
ら
れ
ピ

ッ
ク
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

一
方
、
単
独
採
炭
が
共
同
採
炭
に
、
常

一
番
制
か
ら
交
替
制
へ
と
労
働
の
組
織
化
が

す
す
む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
切
羽
運
搬

に
は
ス
ク
レ
ー
パ
ー

コ
ン
ベ
ア
ー
が
設
置

さ
れ
た
り
、
片
盤
坑
道
運
搬
に
は
、
そ
れ

専
用
の
捲
揚
機
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
採
炭
過
程

へ
の
機
械
の
導
入
と
労
働

組
織

の
変
革
、
切
羽
運
搬
、
片
盤
運
搬
の
動
力
化
に
よ

っ
て
採
炭
部
門
の
能
力
増
大

が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
変
革
が
飯
場
制
度
の
解
体
を
導

く
動
因
と
な

っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
。

採
炭
部
門
の
能
力
増
大
は
再
び
運
搬
能
力

の
増
大
を
促
し
、
捲
揚
機
の
馬
力
増
大
、

お
よ
び
坑
外
運
搬
で
は

エ
ン
ド
レ
ス
ロ
ー

プ
や

一
部
に
ガ
ソ
リ
ン
軌
道
の
設
置
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
合
理

化
の
過
程
を
典
型
的
に
し
め
す
の
が
、
茨
城
地
域

の
有
力
炭
砿
で
あ
る
中
郷
砿

(大

倉
鉱
業
株
式
会
社

)
で
あ
る
。
し
か
し
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
中
郷
砿

を
も

っ
て
こ
の
時
期
の
茨
城
地
域
の
標
準

的
な
姿
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
中
郷

砿
は
あ
く
ま
で
頂
点
な
の
で
あ
る
。
大
部
分

の
炭
砿
は
大
正
期
以
来
の
採
炭
方
法
に

依
存
し
、
手
掘
を
継
続
し
て
い
た
。

つ
い
で
不
況
を
脱
出
し
て
好
況
局
面
に
は
い
る
と
、
二
つ
の
傾
向
が
は

っ
き
り
認

め
ら
れ
る
。
不
況
期
を
生
き
残
り
合
理
化
を
す
す
め
た
炭
砿
で
は
、
選
炭
部
門
の
機

械
化
と
体
系
化
を
す
す
め
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
高
ま

っ
た
選
炭
能
力
は
坑
外
運
搬
の

能
力
増
大
を
促
し
、
ガ

ソ
リ
ン
軌
道
の
敷

設
を

一
般
化
す
る
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ

の
炭
砿
群
は
軍
需
景
気
に
よ
る
市
場
拡
大

の
波

に
乗

っ
て
簇
生

し
て
く
る
も
の
で
、

斤
先
掘
り
が
多

い
。
残
柱
式
に
よ
る
手
掘
採
炭
を
根
幹
に
し
、
選
炭
も
手
選
と
、
も

っ
ぱ
ら
手
労
働
に
頼

っ
て
い
る
。
坑
外
運
搬
は
貨
物
自
動
車
に
よ
る
も
の
が
多

い
。

こ
の
よ
う
な
炭
砿
に
お

い
て
は
、
出
炭
量

増
大

の
基
本
要
因
は

い
つ
に
か
か

っ
て
労

働
者
数
の
増
大
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

有
力
炭
砿
に
つ
い
て
も
、
選
炭
、
運
搬

の
能
力
増
大
が
採
炭
部
門
に
刺
激
を
あ
た

え
る
が
、
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
切
羽
運
搬
な
ど
は
も
と
の

手
労
働
に
後
退
し
て
さ
え

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
も
選
炭
、
運
搬
の
能
力
増

大
に
対
し
て
は
採
炭
労
働
者
の
増
大
に
よ

っ
て
し
か
対
応
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
は
大
き
な
技
術
的
変
革
は
な
く
、

基
本
的
に
は
労
働
力
に
依
存
す
る
他
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
戦
時
体
制

期
に
は

い
っ
て
も
変
ら
な
い
。
し
か
も
資
材
不
足
や
相

つ
ぐ
増
産
要
求
は
、
坑
内
設

備
の
改
善
や
機
械
化
の
推
進
な
ど
を
な
す
余
裕
を
企
業
に
与
え
な
か

っ
た
か
ら
、
手

労
働
が
ま
す
ま
す
主
力
と
な
り
技
術
的
に
は
む
し
ろ
後
退
し
た
と
さ
え

い
え
る
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
運
搬
部
門
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
能
力
を
高
め
る
た
め
の
専
用
鉄
道

線
の
敷
設
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
新
聞
記
事
に
そ
の
動
き
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
技
術
的
変
遷
は
茨
城
地
域
の
み
に
視
野
を
限
定
し
た
の
で
、
福
島
地
域

と

の
対
比
は
明
ら
か
に
し
え
て
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
、
福
島
地
域
と
対
比

し
て
の
技
術
的
低
位
性
を
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し

た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
技
術
の
低
位
性
は
男
女
別
の
労
働
力
構
成
に
そ
の

一
面
が

反
映
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
点
だ
け
は
次
節
の
な
か
で
、
少
し
は
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
戦
時
体
制
期
の
石
炭
産
業

前
節
で
は
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
の
特
質
を
四
点
に
わ
け
て
検
討
し
た
。
そ
う
し

た
特
質
が
戦
時
体
制
下
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
か
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、

さ
ら
に
自
己
を
貫
徹
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
本
節
で
は
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
は
じ
め
に
戦
時
体
制
下
で
、
石
炭
産
業

一
般
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
お
か
れ

る
の
か
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

ω
石
炭
統
制
の
内
容

石
炭
統
制
は
ま
ず
販
売
統
制
か
ら
出
発
す
る
。

一
九
四
〇
年

(昭
和

一
五
)
四
月

トヨ



石
炭
配
給
統
制
法
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
五
月
に
は
、

一
元
的
な
販
売

統
制
会
社
と
し
て
日
本
石
炭
株
式
会
社

(日
炭
)
が
設
立
さ
れ
た
。
日
炭
は
石
炭

の

規
格
を
定
め
て
規
格
ご
と
の
炭
価
を
定
め
た
。
自
ら
は
販
売
機
関
を
も
た
ず
既
存
の

業
者
を
利
用
し
て
販
売
さ
せ
た
。
売
戻
制
に
よ

っ
て
現
物
は
山
元
か
ら
指
定
業
者
に

移
動
し
、
日
炭
は
業
者
に
配
炭

の
た
め
の

「指
図
書
」
を
渡
し
て
そ
れ
に
も
と
つ

い

て
販
売
さ
せ
た
。
制
度
上
の
も

っ
と
も
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
は
生
産
者
か
ら
の
買
入
価

格
と
販
売
価
格
の
二
重
価
格
制
を
と

っ
た
こ
と
で
、
端
的
に
い
え
ば
生
産
者
か
ら
高

く
買

い
、
消
費
者

(軍
需
工
場
等
の
)
に
は
安
く
販
売
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
差
額
は
国
庫
負
担
と
す
る
と
い
う
補
償
金
制
度
を
併
用
し
た
の
で
あ
る
。

石
炭
産
業
と
軍
需
産
業
を
二
つ
な
が
ら
国
庫

の
負
担

に
お

い
て
優
遇
す
る
と
い
う
制

度
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
増
産
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
生
産
性
が
低
く

コ
ス
ト
高
の
石
炭
を

も
す
く

い
あ
げ

て
い
く
必
要
か
ら
、
生
産
性
が
高
く

コ
ス
ト
の
低

い
石
炭
を
産
出
す

る
企
業
に
負
担
を
し
い
て
、
利
潤
を
平
準
化
す
る
と
い
う
プ
ー
ル
制
度
も
採
用
し
た

の
で
あ
る
。

一
定
ヵ
ロ
リ
ー
以
上
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
掘
れ
ば
必
ず
商
品
化
で
き
る

と
い
う
体
制
を
、
こ
の
価
格
補
償
に
よ

っ
て
打
ち
立
て
た
と
い
え
よ
う
。

つ
い
で
生
産
統
制
に
は
い
る
。
四

一
年

三

月
、
重
要
産
業
団
体
令
に
も
と
つ

い

て
石
炭
統
制
会
が
設
立
さ
れ
た
。
石
炭
統
制
会
は
年
産
三
〇
万
t
以
上
の
出
炭
量
を

も

つ
大
炭
砿
と
、
各
鉱
山
監
督
局
別
に
所
在
炭
砿
を
ま
と
め
て
組
織
さ
れ
た
地
方
統

制
組
合
、
そ
し
て
日
炭
が
会
員
と
な

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
業
務
の
概
要
は

生
産
計
画
を
立

て
、
個
々
の
生
産
者
に
生
産
量
を
割
り
当
て
、
そ
の
割
当
を
達
成
す

る
た
め
に
裏
付
と
な
る
資
材
、
労
務
を
割
当

て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
炭
も
統

制
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
炭
価
の
設
定
や
配
炭
の
計
画
も
統
制

会
と
し
て
立

て
る
よ
う
に
な

っ
た
。
地
方
統
制
組
合
を
通
じ
て
販
売
業
者
を
き

っ
ち

り
統
制
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ト
ン
ネ
ル
会
社
の
性
格
上
も

っ
て
い
た
矛
盾
も
解
消

さ
れ
て
い
っ
た

二

九
四
四
年
よ
り
)。
生
産
統
制
の
最
大
の
仕
事
は
増
産
運
動
で
あ

っ
た
。
い
か
に
増
産
す
る
か
、
そ
れ
が
統
制

の
全
内
容
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な

い
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
、
相

つ
ぐ
増
産
運
動
が
企
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
四
〇

・
一
〇

石
炭
増
産
対
策
要
綱
決
定

一
九
四

一
・
一
二

戦
時
非
常
石
炭
増
産
期
間
設
定

(～
四
二

・
三
)

一
九
四
二

・
四

常
磐
炭
増
産
重
点
運
動

(～
四
二

・
五
、
四
二

・
八
～
九
)

一
九
四
二

・
六

選
炭
強
化
期
間

(～
四
二

・
七
)

一
九
四
二

・
一
〇

挙
国
石
炭
確
保
運
動

(～
四
三

・
三
)

一
九
四
三

・
六

昭
和

一
八
年
度
挙
国
石
炭
確
保
運
動

(～
四
三

・
九
、
四
三

・

↓
○
～
四
四

・
三
)

一
九
四
四

・
一

挙
国
石
炭
確
保
激
励
期
間

(～
四
四

・
三
)

一
九
四
四

・
一
〇

決
戦
必
勝
石
炭
増
産
運
動

(～
四
四

・
一
二
)

最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た

い
の
は
、
価
格
補
償
の
た
め
の
国
庫
支
出
金
の
他
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
優
遇
措
置
が
炭
砿
業
者

に
は
与
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
四

〇
年

(昭
和

一
五
)
五
月
に
は
石
炭
増
産
奨
励
金
交
付
規
則
や
石
炭
新
坑
開
発
助
成

金
交
付
規
則
を
公
布
し
て

い
る
。

こ
の
他
に
も
石
炭
積
揚
促
進
費
、
石
炭
品
位
取
締

費
、
石
炭
行
政
整
備
充
実
費
、
鉱
山
災
害
防
止
費
、
石
炭
砿
業
現
地
係
員
養
成
費
、

な
ど
が
あ
る
。
戦
争
遂
行
の
基
礎
資
源
と
し
て
、
石
炭
が
い
か
に
国
家

に
よ

っ
て
保

護
さ
れ
た
か
よ
く
わ
か
る
が
、
石
炭
統
制
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
保
護
行
政
を
特

徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
石
炭
統
制
の
も
と
で
、
茨
城
地
域

の
石
炭
産
業
の
実
態
は

い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
概
観
を
試
み
よ
う
。

②
石
炭
産
業
の
実
態

最
初
に
出
炭
量
に
つ
い
て
み
よ
う
。
さ
き
に
掲
出
し
た
第
四
表
で
は
主
要
炭
砿
の

合
計
出
炭
量
し
か

つ
か
め
な
い
が
、
趨
勢
に
つ
い
て
は
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
不

況
を
脱
出
し
た

一
九
三
七
年
が
ほ
ぼ
三
三
万
t
。
戦
時
体
制
期
に
は

い
っ
て
増
産
が

め
ざ
ま
し
く
、
ピ
ー
ク
は
四
三
年
の
八
九
万
t
で
あ
る
。
以
後
は
減
少
す
る
。
日
本

全
国

の
出
炭
量
は

一
九
四
〇
年

に
五
六
〇
〇
万
t
を
記
録
し
て
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い

一一



る
こ
と
に
比
較
し
て
、
茨
城
地
域
で
は
三
年

ピ
ー
ク
が
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

戦
時
体
制
下
の
増
産
運
動
は
す
さ
ま
じ
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
第

一
一
表
は
主
要
炭

砿

一
二
社

の
年
別

一
ヵ
月
平
均
出
炭
量
で
あ

る
。
趨
勢
と
し
て
は
ほ
ぼ
ど
の
炭
砿
も

四
三
年
が
ピ
ー
ク
と
な

っ
て
い
る

(櫛
形
だ

け
は
異
な
る
)。
月
産

一
万
t
以
上
を
あ

げ
て
い
る
の
は
高
萩
炭
砿
と
重
内
炭
砿
で
あ

る
が
、
と
く
に
高
萩
の
出
炭
量
は
茨
城

地
域
の
な
か
で
は
群
を
ぬ

い
て
い
た
。
ピ
ー
ク
時
に
は
二
万
五
〇
〇
〇

t
に
達
し
て

い
る

(四
二
年
の
年
産
は
二
七
万
t
で
常
磐
炭
田
全
炭
砿
中
第
四
位
の
出
炭
量
で
あ

っ
た
)。
高
萩
、
重
内

に
つ
い
で
は
中
郷
、
山
口
、
櫛
形
な
ど
が
出
炭
量
の
多

い
炭
砿

第11表 主要炭砿別一か月平均出炭1及 能率

鉱夫一・人当一 か月平 均出炭量(t)一 か月平 均出炭量(百t)

1943年1944年11945年1945年i1942年1944年1943年1942年

10.3

6.4

5.7

6.4

7.7

9.1

4.8

7.2

2.8

2.5

8.4

12.6

10.9

11.1

9.6

6.4

13.2

8.8

7.5

6.3

7.6

10.1

21●5i

17.31

20.61

13.41

9.21

120・611

14.51

11

日5.Ol
I

9.8

日0.O

I11.1
:

14.61
1

16.8

17.5

17,2

11.4

9.4

18.2

11,9

17.9

10.4

14.9

11.4

160

60

35

59

43

17

19

16

6

21

181

95

63

88

36

24

29

16

13

23

256

123

80

97

40

43

32

24

12

10

196

119

62

65

32

35

27

23

局 萩

重 内

山 口

中 郷

櫛 形

上 田

13

8

常磐合 同

関 本

東 亜

芳 ノ 目1

神 ノ 山

山 一

6.6

6.5

6.6

8.7

8.3

8.4

13.9

9.7

10.4

12.1

9,5

10.0

464603799668東京平均

仙台平均

東部平均

1月 ～7月

の7か 月

1月 ～12月

の12か 月

但 し芳 ノ目
は1月 ～10

月の10か 月

1月 ～12月
の12か 月

f旦しIJ」一;よ
4月 ～12月

の9か 月

4月 ～12月
の9か 月

IH～2月 、
4月 ～7月

の6か 月

1月、4月 ～
12月 の10か

月

1月 ～12月
の12か 月

但 し芳ノ目

は9か 月

4月 ～12月
の9か 月

石炭統制会東部支部史料より作成

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
砿
員
数
に
つ
い
て
第

一
二
表
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
は

一
応
全
体
を
み
る
だ

け
に
す
る
。
砿
員
数
の
ピ
ー
ク
は
四
三
年
で
は
な
く
四
四
年
に
ず
れ
こ
ん
で

い
る
。

約
八
〇
〇
〇
人
と

い
う
の
が
東
京

(東
部
)
管
内
に
お
い
て
も

っ
と
も
増
加
し
た
際

の
員
数
で
あ
る
。
そ
の
ず
れ
の
意
味
は
出
炭
能
率
低
下
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
再

び
第

一
一
表
に
も
ど
れ
ば
出
炭
能
率
の
低
下
は
明
瞭
で
あ
る
。
高
萩
、
山
口
、
中
郷
、

上
田
、
常
磐
合
同
の
各
砿
は
四
三
年
を
ピ
ー
ク
に
以
下
急
減
し
て
い
る
。
重
内
、
櫛

形
、
関
本
、
東
亜
、
神

ノ
山
の
各
砿
は
四
三
年
を
ま
た
ず
、
四
二
年
か
ら
低
落
傾
向

に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
時
体
制
期
に
お
い
て
は
、
と
く
に
そ
の
末
期
に
お
い

て
は
出
炭
能
率
の
低
下
は
お
お
う
べ
く
も
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
労
働
者
数
を
増
大
さ

せ
て
、
出
炭
量
の
増
加
を
は
か

っ
て
き
た
が
、
四
三
年
を
ピ
ー
ク
に
そ
れ
も
限
界
点

に
達
し
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
櫛
形
炭

砿
だ
け
は
異
な

っ
た
動
き
を
し
め
す
。

つ
ま
り
四
五
年

に
出
炭
量
、
出
炭
能
率
と
も

に
前
年
を
う
わ
ま
わ

っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
石
炭
会
社
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
こ
う
。

一
九
四
五
年
の
主
要
炭
砿
は
第

四
表
に
よ
れ
ば

一
〇
を
数
え
る
。
後
出
の
、
統
制
会
東
部
支
部
史
料
を
整
理
し
た
第

一
四
表
、
第

一
六
表
で
は

一
一
の
炭
砿
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
石
炭

統
制
会
の
会
員
炭
砿
は
中
郷
砿
.
神
ノ
山
砿
、
磯
原
砿
の
三
砿
で
あ
る
。
中
郷
砿
は

戦
時
体
制
下
で
は
中
郷
無
煙
炭
砿
株
式
会
社

(入
山
採
炭
の
子
会
社
)
と
し
て
存
在

し
、
石
炭
統
制
会
設
立
時
点
で
は
会
員
炭
砿
で
は
な
か

っ
た
。

一
九
四
四
年

(昭
和

一
九
)、磐
城
炭
砿
と
入
山
採
炭
の
合
併
に
よ

っ
て
、
常
磐
炭
砿
株
式
会
社
が
創
立
さ

れ
る
と
中
郷
無
煙
も
そ
こ
に
吸
収
さ
れ
、
常
磐
炭
砿
中
郷
砿
と
な
り
、
四
五
年
五
月

に
は
常
磐
炭
砿
茨
城
砿
業
所
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
郷
砿
は
常
磐

炭
砿
と
し
て
会
員
炭
砿
に
名
を
連
ね
た
の
で
あ
る
。

神
ノ
山
砿
は

一
九
四

一
年

(昭
和

一
六
)
神
ノ
山
炭
砿
株
式
会
社

(磐
城
炭
砿
の

子
会
社
)
と
し
て
出
発
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
当
初
は
会
員
炭
砿
で
は
な
か

っ
た
の

で
あ
る
が
、
常
磐
炭
砿
の
創
立
と
と
も
に
さ
き
の
中
郷
無
煙
と
同
じ
理
由
で
会
員
炭

O「



第12表 東京(東 部)管 内鉱員構成

構 成 比数実

計計 日本人 短 期 朝鮮人日本人 短 期1朝 鮮人

1001。598,505,2657801942.65,187

1002.692.94.51485,79826312「5,387

1005.792.61。810013225・6765,2541943.6

1007.57.685.05076,7925135,77212

1009.15.086.06367,0083486,0241944.6

1009,26,484.48,0765177436,81612

1007.04.089.07,4545222966,6361945.6

1009.7090.34,36042203,938(茨城)10

石炭統制会東部支部史料より作成

 

砿
と
な

っ
た
。
磯
原
砿
は
大
日
本
炭
砿
磯
原
砿
と
し
て
継
続
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

高
萩
、
櫛
形
、
重
内
、
山
口
、
山

一
、
上
田
、
常
磐
合
同
、
関
本

の
各
炭
砿
は
東
京

統
制
組
合
に
所
属
す
る
炭
砿
で
あ
る
。

高
萩
炭
砿
は
い
く

つ
か
の
旧
砿
を
集
中
し
て
菊
池
寛
実
が

一
九
四
〇
年

(昭
和

一

五
)
に
創
立
し
た
。
こ
の
時
期
、
茨
城
地
域
で
最
大
の
出
炭
量
を
ほ
こ
る
炭
砿
で
あ

っ
た
。

櫛
形
砿
は

一
九
三
七
年
に
櫛
形
炭
砿
株
式
会
社
と
し
て
出
発
し
た
。
四
二
年
に
は

東
邦
炭
砿
株
式
会
社
に
吸
収
さ
れ
会
員
炭
砿
と
な

っ
た
。
四
五
年
に
は
、
こ
の
東
邦

炭
砿
櫛
形
砿
は
高
萩
炭
砿
に
買
収
さ
れ
、
高
萩
炭
砿
櫛
形
砿
と
し
て
組
合
炭
砿
に
戻

っ
た
の
で
あ
る
。

重
内
砿
は

一
九
三
九
年
、
磐
城
炭
砿
の
手
を
離
れ
て
戸
部
光
衛
の
経
営
と
な
り
、

重
内
鉱
業
株
式
会
社
と
し
て
再
出
発
し
た
。
山
口
炭
砿
は

一
九
三
六
年
に
株
式
会
社

と
な
り
継
続
し
て
い
る
。
山

一
炭
砿
は

一
九
四
〇
年

に
開
坑
し
た
新
炭
砿
で
あ
る
。

上
田
炭
砿
も
山

一
と
同
じ
上
田
長

一
の
経
営
す
る
炭
砿
で
あ
る
が
、
や
は
り
四
〇
年

に
株
式
会
社
と
な

っ
た
。
常
磐
合
同
炭
砿
株
式
会
社
は

一
九
四
〇
年
に
創
立
さ
れ
た
。

ま
た
、
関
本
炭
砿
株
式
会
社
は

一
九
三
九
年

に
創
立
さ
れ
た
。

以
上
み
た
よ
う

に
、
主
要
炭
砿

一
一
社
は
い
ず
れ
も
昭
和

一
〇
年
代
、
な
か
ん
ず

く
戦
時
体
制
期
に
創
立
さ
れ
、
さ
ら
に
は
再
編
成
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

戦
時
体
制
期
の
会
社
群
な
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
こ
の
地
域
を
も

っ
と
も
代
表
す

る
炭
砿
は
高
萩
炭
砿
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
、
群
小
の
炭
砿
会
社
が
簇
生

し
た
こ
と
は
ま
え
に
ふ
れ
た
と

お
り
で
あ
り
、
そ
の

一
端
は
第

一
表
に
し
め
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

③
戦
時
体
制
下
の
労
働
力
調
達

前
項
で
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
出
炭
量
と
労
働
者
数
の
推
移
及
び
能
率
の
推
移
を

み
た
。
そ
こ
で
の
結
論
的
な
こ
と
は
、
戦
時
体
制
下
の
石
炭
生
産
を
支
え
た
の
は

一

に
も
二
に
も
労
働
力
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
う

一
度
砿
員
数
の
推
移
を
第

一
三
表
で
み
る
と
、
東
京
管
内
は

一
九

三
九
年

(昭
和

一
四
)
の
総
数
が
約
四
六
〇
〇
人

(
こ
の
う
ち
茨
城
地
域
は
約
三
〇

〇
〇
人
で
七

一
・
九
%
を
し
め
る
)
で
、
こ
れ
は
東
部
支
部
全
体

の

}
五

・
四
%
に

相
当
す
る
。
太
平
洋
戦
争
開
始
の
四

一
年
は
実
数
に
お
い
て
も
割
合

に
お
い
て
も
減

少
し
て
い
る
。
応
召
者
が
在
籍
者
に
含
ま
れ
な

い
の
で
、
応
召
者
に
よ
る
減
少
か
、

統
計
を
と

っ
た
月
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
減
少
か
、
そ
れ
ら
が
原
因

で
あ
る
と
す

れ
ば
同
じ
条
件
下
の
仙
台
管
内

の
増
加
が
説

明

つ
か
な
く
な
る
な

ど
、

こ
の
減

少
の
理
由
は
は

っ
き
り
し
な

い
。
し
か
し
そ
れ
以
後
は
急
増
し
た
。
三
九
年
を
基
準

唱「



(単 位:人 、%)

1939.6基 準 とす る指 数

う ち 女

1'うち女
在籍鉱員数

在籍鉱
員 数

1939.6基 準 と す る指 数

う ち 女総 数

第13表 従業員数の推移

うち女1総 数
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100

100

100

3,475

652

115.8%

22,627
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15.8%

100

100

100

100
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675

15.0%
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4,644

15.4%
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庫 京
1
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21.4

22,744

i5,278

i18.8
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仙 台

東 京
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1!7
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797
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12.2

114
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29・904i4,379

4,105[833

12.116.0

仙 台

東 京

東京/東 部

1941.12
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185

3,748[112

1,2041130
124.31

1

25,287

5,555

18。0

110

187

110
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4,217

1,259

23.0

27,984

6,007

17.7

仙 台

東 京

東京/東 部

1942.12

210

237

124

147

7,294

1,545

17.5

28,009

6,266

18.3

210

243

124

156

8,053

1,638

16.9

31,703

7,266

18.6

仙 台

東 京

東京/東 部

1943.12

112

244

128

165

3,890

1,593

29.1

29,051

7,041

19.5

124

277

138

187

4,759

1,867

28.2

35,241

8,672

19。7

仙 台

東 京

東京/東 部

1944.12

107

248

89

154

3,714

1,618

1,。.3

20,206

6,555

24.5

113

261

101

159

4,325

1,762

28.9

25,741

7,378

22.3

仙 台

東 京

東京/東 部

1945.12

「本邦鉱 業 ノ趨 勢」 より作成

総 数は、在籍鉱 員、在籍職 員、その他(臨 時 夫 として使用 した者 で徴 用、報国隊員 を含 む)の 合計

と
す
る
指
数
を
と
る
と
、
四
四
年
は

一
八
七
と
な
り
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
太
平
洋
戦

争
下

に
お
い
て
炭
砿
労
働
者
は
急
増
し
、
八
六
〇
〇
人
を
超
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
比
較
し
て
仙
台
管
内
の
増
加
傾
向
は
や
や
緩
慢

で
、
同
時
期
の
指
数
を
と

っ
て
み

る
と

一
三
八
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
東
部
支
部
中
に
し
め
る
東
京
管
内
の
割
合
は

次
第

に
高
ま
り
、
大
戦
末
期
に
な

っ
て
二
〇
%
に
達
し
た
。
そ
し
て
、
東
京
管
内
で

男
女
別
に
み
る
と
、
増
加
の
顕
著
な
の
は
女
性
従
業
員
で
あ
る
。
同
時
期
の
指
数
は

二
七
七
と
な
り
、
四
四
年
に
は
三
九
年
の
実
数
の
ほ
ぼ
三
倍
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
女
性
従
業
員
の
増
加
と
い
う
点
で
も
仙
台
管
内
の
方
は
よ
り
緩
慢
で
あ

っ
た
。

ま
た
、在
籍
砿
員
数
お
よ
び
女
性
砿
員
数
の
動
き
も
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
を
し
め
し
て
い
る
。

戦
時
下
の
東
京
管
内
炭
砿
従
業
員
お
よ
び
砿
員
数
の
動
向
を
要
約
す
れ
ば
仙
台
管

内
と
の
比
較
に
お
い
て
、
相
対
的
に
人
員
の
増
加
は
著
し
か

っ
た
が
、
わ
け
て
も
女

性
従
業
員
お
よ
び
砿
員
の
増
加
が
顕
著
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
女

性
従
業
員
、
な
か
ん
ず
く
女
性
砿
員
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

7

①
女
性
砿
員

ま
ず
、
第

一
四
表
に
よ

っ
て
大
戦
末
期
の

一
九
四
五
年
五
月
と
七

一

月
の
男
女
別
比
率
を
、
東
部
と
東
北
の
比
較
に
よ

っ
て
み
よ
う
。
女
性
の
比
率
は

い

ず
れ
も
東
部
が
三
～
四
%
ほ
ど
高

い
。
坑
内
労
働
に
限

っ
て
み
る
と
そ
の
差
は
よ
り

は

っ
き
り
す
る
。
七
%
前
後
の
差
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
東
部
管
内
の
数
字
を
大

正
末
期
あ
た
り
か
ら
の
趨
勢
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
よ
う
。
前
掲
の
第
五
表
は
茨

城
県
と
福
島
県
の
男
女
別
砿
員
数
の
推
移
を
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
二

つ
の
こ
と
が

い
え
る
。
第

一
に
大
正
末
-
昭
和
初
年
ま
で
は
福
島
県
の
方
が
女
性
砿

員
の
比
率
は
む
し
ろ
高
か

っ
た
と

い
う
こ
と
、
そ
の
位
置
が
逆
転
す
る
の
は
昭
和
の

不
況
期
を
脱
し
始
め
る
時
期
で
あ
る
。
第
二
に
茨
城
の
場
合

(福
島
も
傾
向
は
同
じ

だ
が
)
大
正
末
期
に
ほ
ぼ
二
〇
%
を
し
め
て
い
た
の
が
昭
和
を
通
じ
て
傾
向
的
に
減

少
し
、

一
九
三
二
年

に
は

一
五
%
程
度
と
な
る
。
不
況
に
よ
る
砿
員
の
縮
小
が
女
性

に
強
く
表
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、

一
九
二
八
年

(昭
和
三
)、
鉱
夫
労
役
扶
助
規
則
の
改
正
が
な
さ
れ
、
女
性

の
抗
内
労
働
禁
止
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
規
則
改
正

の
実
施
は
三
三
年
九
月



か
ら
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
改
正
自
体

に
も
緩
和
規
程
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

つ
ま
り

「残
炭
、
薄
層
」
の
炭
砿
は
鉱
山
監
督
局
の
許
可
を
え
て
女
性
の
入
坑
を
例

(単位 人、%)男女別砿員数第14表

坑 内 砿 員

割 合実 数

全 砿 員

割 合実 数

計

100

100

女

15.8

9,1

男

84.2

90.9

計女

3,752

15,972

594

1,452

男

3,158

14,520

計

100

100

女男

24.6

20.7

75.4

79.3

計

7,476

28,963

女男

5・63611・840

229626,001

東 部

東 北

1945

5

100

100

17.7

10.1

82.3

89.9

3,449

14,711

609

1,486

2,840

13,225

100

100

26.1

22.7

73.9

77.3

7,257

27,081

1,893

6,142

5,364

20,939

東 部

東 北

1945

7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.9

7.9

23.9

0.3

20。7

20,3

28.6

11.5

9.6

31.0

13.1

89.1

92.1

76.1

99.7

79.3

79.7

71.4

88.5

90.4

69.0

86,9

404

177

71

322

802

448

346

148

94

232

107

44

14

17

1

166

91

99

17

9

72

14

360

163

54

321

636

357

247

131

85

160

93

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22.2

18.9

31.1

3.9

28.6

129・7

30.8

15.1

16.7

38.0

28。2

77.8

81.1

68,9

96.1

71.4

70.3

69.2

84.9

83.3

62.0

71.8

1,065

265

103

518

1,707

976

616

245

209

421

202

236

50

32

20

489

290

190

37

35

160

57

829

215

71

498

218

686

426

208

174

261

145

1

中 郷

神 ノ 山

I
i磯 原

櫛 形

高 萩

重 内

山 口

山 一

上 田

常磐合同

楠 本

1945

5

主

要

炭

砿

別

石炭統制会東部支部史料より作成

外
的
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
直
接
的
な
影
響
は
緩

和
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
不
況
の
影
響
と
あ
い
ま

っ
て
、
女
性
砿
員
数
を
減
少
さ

せ
、
そ
の
構
成
比
も
縮
小
さ
せ
る
の
に

一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
九
三
三
年

(昭
和
八
)
以
後
、
再
び
増
加
に
転
じ
る
が
福
島
に
く
ら
べ
て
茨
城

の
比
率
が
高
ま

っ
て
く
る
。
さ
き
の
女
性
入
坑
禁
止
措
置
に
対
す
る
対
応
の
違

い
も

見
逃
が
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
大
戦
末
期
に
は
女
性

砿
員
は
四
分
の

一
を
し
め
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
第

一
四
表

に
よ

っ
て
、
こ

れ
を
さ
ら
に
詳
細
に
み
よ
う
。

一
一
の
主
要
炭
砿
の
う
ち
、
女
性
砿
員
が
全
砿
員
の

四
分
の

一
を
上
回

っ
て
い
る
の
は
、
磯
原
、
高
萩
、
重
内
、
山
口
、
常
磐
合
同
、
関

本
の
六
炭
砿
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
関
本
を
例
外
と
し
て
、
坑
内
労
働
の
み
を
と

っ

た
場
合
に
も
女
性
の
比
率
は
五
分
の

一
に
達
し
て
い
る
。
第

一
五
表
は
高
萩
炭
砿
の

一
九
四
三
年

(昭
和

一
八
)
六
月
現
在
の
職
種
別
人
数
表
で
あ
る
。
女
性
砿
員
の
場

合
、
坑
内
労
働
で
は
採
炭
夫
、
坑
外
労
働
で
は
選
炭
夫
に
は

っ
き
り
二
分
さ
れ
て
お

り
、
採
炭
夫
中
の
女
性
砿
員
の
比
率
は
;

二
・
五
%
に
達
し
て
い
る
。

一
方
、
坑
外

の
選
炭
で
は
女
性
砿
員
に

一
〇
〇
%
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
石
和

リ
ツ
氏
の
聞

き
書
き
に
よ
れ
ば
、
石
和
氏
は

一
七
歳

(満
で

一
六
歳
)
で
坑
内
に
入
り
後
山
の
仕

事
を
始
め
た
と

い
う
。

一
九

一
二
年
生
ま
れ
だ
か
ら
、

一
九
二
八
年

(昭
和
三
年
)

の
こ
と
に
な
る
。
石
和
氏
の
入
坑
し
た
秋
山
坑
は
当
時
大
日
本
炭
砿
所
属
で
あ
り
、

や
が
て
上
田
炭
砿
と
な
り
、
さ
ら
に
高
萩
炭
砿
の
所
属
と
な

っ
て
い
っ
た
。

一
九
三

三
年

(昭
和
八
)
の
時
点
で
は
上
田
炭
砿
と
な

っ
て
お
り
、
鉱
山
監
督
局
の
許
可
を

得
て
女
子
入
坑
の
例
外
を
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
後
山
の
仕
事
は
、
崩
落

し
た
石
炭
を
タ
ガ
ラ

(背
負
籠
)
に
入
れ
て
、
坑
道
ま
で
か

つ
ぎ
あ
げ

ト
ロ
ッ
コ
に

積
み
、
あ
る

い
は
捲
立
て
ま
で
ト
ロ
を
押
す
と
い
う
よ
う
な
仕
事
で
あ

っ
た
。
坑
内

で
の
仕
事
は
や
が
て
後
山
の
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
な

っ
た
。
戦
時
体
制
下
の
男
性

砿
員
不
足
は
、
や
が
て
女
性
先
山
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
石
和
氏
は
、

「空
襲
の
当
時
は
、
男
の
人
が

い
な
く
な

っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
女
先
山
で
や

っ
た
人
も

↑ヨ



あ
る
の
。
若
い
娘
が
ね
、
男
と
同
じ
で
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
も

っ
て
、L
と
語

っ
て
い
る
。

「坑
内
に
響
く
鶴
嗜
の
快
調

見
よ
女
坑

夫
達
の
姿
」
「汗
と
炭
塵
に
塗
れ
て
切
羽
に

挑
む
女
先
山
」
な
ど
と
い
う
見
出
し
の
新

聞
記
事
の
存
在
も
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を

伝
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

女
性
入
坑
禁
止
の
措
置
が
撤
廃
さ
れ
る

の
は
、

一
九
三
九
年

(昭
和

一
四
)
八
月

の
こ
と
で
あ
る
。
禁
止
規
則

の
特
例
措
置

と
し
て
二
五
歳
以
上
の
女
性
坑
内
就
業
を

許
可
し
た
。
四
二
年
三
月
に
は
、
三
年
間

の
年
限
を
き
ら
れ
て
い
た
も
の
が
さ
ら
に

五
年
延
長
の
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
法
律

の
上
で
も
女
性
の
坑
内

労
働
が
み
と
め
ら
れ
、
女
性
は
戦
時
体
制
下
に
お
い
て
、
採
炭
部
門
で
も
重
要
な
位

置
を
し
め
た
。
と
く
に
、
高
萩
炭
砿
は
女
性
を
坑
内
労
働
に
使
用
す
る
典
型
的
な
炭

砿
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
高
萩
炭
砿
で
は
朝
鮮
人
砿
員
を
導
入
し
て
い
な
い
。
茨
城
地
域
に
お

い
て
戦
時
下
の
炭
砿
群
を
牽
引
す
る
新
興
勢
力
た
る
高
萩
炭
砿
は
、
女
性
砿
員
の
比

率
が
高

い
反
面
、
朝
鮮
人
砿
員
は
皆
無
と

い
う
特
色
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は

仔
細
に
み
る
と
他

に
も
見

い
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

つ
ま
り
女
性
砿
員
の
比
率
の
高

い
炭
砿
で
は
朝
鮮
人
砿
員
が
皆
無
で
あ
る
か
、な

い
し
は
僅
少
で
あ
る
か
で
あ
り
、
女

性
砿
員
の
比
率
の
低

い
炭
砿
で
は
朝
鮮
人
砿
員
を
多
く
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
関
係
を
検
討
し
つ
つ
茨
城
地
域

へ
の
朝
鮮
人
移
入
の
過
程
に
つ
い
て
み

て
お
こ
う
。

②
朝
鮮
人
砿
員

東
京

(東
部
)
管
内

の
朝
鮮
人
砿
員
の
推
移
を
さ
き
に
し
め
し

た
第

一
二
表
に
よ

っ
て
み
よ
う
。

一
九
四

二
年

(昭
和

一
七
)
六
月
の
七
八
人
か
ら

次
第
に
増
加
し
て
、
四
四
年

一
二
月
に
は
七
四
三
人
を
数
え
て
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い

る

(実
際
に
は
、
月

々
の
移
動
が
激
し

い
か
ら
、
絶
え
ず
増
減
が
み
ら
れ
る
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も

っ
と
も
多

い
の
は
同
年

一
一
月
の
七
四
九
人
)。
こ

れ
に
と
も
な

っ
て
、
全
砿
員
に
し
め
る
構
成
比
も
次
第
に
高
ま
る
が
、
ピ
ー
ク
時
の

そ
れ
で
九

・
二
%

(
一
一
月
は
九

・
六
%

)
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
第

一
六
表
は
、
茨
城

地
域
の
主
要
炭
砿
を
と

っ
て
朝
鮮
人
砿
員

の
構
成
比
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
時
期
は

第15表 高萩炭 砿 職種 別人 数(単 位:%、人)

(a)/b計(b)女(a>男

助 技術員
手 事務員

採 炭 夫

充 填 夫

仕 繰 夫

掘 進 夫

運 搬 夫

機 械 夫

工 作 夫

雑 夫

内

計

助 技術員
手 事務員

選 炭 夫坑

運 搬 夫

1機 械 夫l
I工 作 夫1

外 厩 気 夫

i雑 】

i計

合
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1943.6現 在

 

敗
戦
直
前

の

一
九
四
五
年
五
月
で
あ
る
。
朝
鮮
人
砿
員
を
採
用
し
て
い
る
の
は
中
郷
、

神
ノ
山
、
櫛
形
、
山
口
、
山

一
、
関
本
の
六
炭
砿
で
あ
る
が
、

一
〇
〇
人
を
超
え
て

い
る
の
は
中
郷
と
櫛
形
の
み
で
あ
る
。
全
砿
員
中
に
し
め
る
そ
の
割
合
を
み
る
と
、

二
〇
%
を
超
え
る
の
は
神
ノ
山
、
櫛
形
、
関
本
の
三
炭
砿
で
、
そ
の
う
ち
で
も
櫛
形

の
割
合
は
高
く
三
〇

・
七
%
を
し
め
る
。
こ
れ
を
坑
内
労
働
に
限
定
し
て
み
る
と
そ

の
割
合
は
さ
ら
に
高
ま
る
。
櫛
形
、
関
本
、
神
ノ
山
は
そ
れ
ぞ
れ
三
五

・
一
%
、
三

五

・
五
%
、
三
三

・
九
%
と
な

っ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
坑
内
砿
員

の
三
分
の

一
以
上

が
朝
鮮
人
砿
員
で
し
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
中
郷
砿
も
二
五

・
七
%

で
ほ
ぼ
四
分
の

一
を
し
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
東
京
管
内
と
し
て
平
均
化
し
て
し

ま
え
ば
朝
鮮
人
砿
員
の
比
率
は
決
し
て
高

い
と
は
い
え
な

い
が
、
個
々
の
炭
砿
を
取

り
あ
げ

て
み
れ
ば
茨
城
地
域
の
場
合

に
も
、
朝
鮮
人
砿
員
の
し
め
て
い
た
割
合
は
大

き
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
炭
砿
は
第

一
四
表
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
女
性
砿
員
の
割
合
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
か

っ
た
。
と
く
に
、
坑
内
砿
員

中
の
女
性
の
比
率
は
は

っ
き
り
と
低
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
別
の
経
営
史
料
は
な
い
の
で

一一



正
確
な
分
析
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
お
お
ま
か
な
判
断
を
示
し
て
お
こ
う
。
第

一
に
、

中
郷
、
神
ノ
山
、
櫛
形
な
ど
は
大
資
本
の
系
列
下

に
あ

っ
た
炭
砿
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
親
会
社
の
朝
鮮
人
移
入
事
業
に
便
乗
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
中
小
炭
砿
で
は
朝
鮮
人
移
入
の
必
要
性
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る

だ
け
の
人
的
余
裕
も
、
受
け
入
れ
体
制
も
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
そ

の
反
面
、
中
小
炭
砿
で
は
も
と
も
と
女
性
砿
員
の
比
率
が
高
く
、
女
性
入
坑
禁
止
措

置
に
も
あ
ま
り
影
響
を
受
け
ず

に
、
炭
砿
社
会

の
中

で
の
女
性
労
働
の
伝
統
が
長
く

存
続
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
萩
炭
砿
の
例
が
端
的
に
そ
れ
を
示
す
。

高
萩
炭
砿
は
会
社
自
体
は
新
し
い
が
、
傘
下
の
各
砿
は

い
ず
れ
も
古

い
伝
統
を
持

っ

て
い
た
。

労
務
動
員
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
相
違
は
各
炭
砿
の
経
営
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
掲
出
し
た
第

一
一
表
に
よ

っ
て
砿
員
の
出
炭

能
率
を
み
よ
う
。

一
九
四
三
年

(昭
和

一
八
)
に
焦
点
を
あ
て
る
と
、
高

い
部
類
に

属
す
る
の
は
高
萩
、
山
口
、
上
田
、
重
内

の
各
砿
で
あ
る
。
高
萩
、
上
田
、
重
内
は

朝
鮮
人
砿
員
の
移
入
を
は
か
ら
な
か

っ
た
炭
砿
で
あ
り
、
か
つ
高
萩
、
重
内
は
女
性

砿
員
の
比
率
の
高

い
炭
砿
で
あ

っ
た
。
山

口
の
朝
鮮
人
移
入
は
サ

ハ
リ
ン
か
ら
の
転

換
砿
員
の

一
部
と
し
て
の
も
の
で
、
通
常

の
移
入
と
は
異
な
り
、
し
か
も
対
象
時
期

に
は
朝
鮮
人
砿
員
は
ま
だ
移
入
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
、
山
口
は
も
と
も
と
女

性
砿
員
の
比
率
の
高

い
炭
砿
に
属
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
櫛
形
、
神
ノ
山
、

中
郷
の
三
炭
砿
は
出
炭
能
率
の
も

っ
と
も
低

い
炭
砿

に
属
す
る
。

こ
れ
ら
は
す
で
に

み
た
よ
う
に
茨
城
地
域
に
お
け
る
朝
鮮
人
移
入
炭
砿

の
こ
三
家
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
は
要
す
る
に
朝
鮮
人
移
入
を
は
か

っ
た
炭
砿
に
お
け
る
出
炭
能
率
は
、

そ
う
で
な
い
炭
砿
に
比
較
し
て
低
位
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
結
果
的
に
は
植
民
地
労
働
者
と
し
て
の
問
題
点
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
労
務
管
理
に
対
す
る
反
抗
や
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
、
明
確
な

姿
を
と

っ
て
表
現
さ
れ
た
か
さ
れ
な
い
か
は
別
と
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
底
流
に
ひ

そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
被
抑
圧
民
族
の
無
言
の
抵
抗
と
い
い
か
え
て
も
よ

い
。
そ

こ
で
、
朝
鮮
人
砿
員
の
移
入
の
過
程
と
管
理
の
実
態
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

茨
城
地
域
の
炭
砿
会
社

へ
の
集
団
移
入
は
、

一
九
四
二
年

(昭
和

一
七
)

一
二
月

の
中
郷
無
煙
炭
砿
を
も

っ
て
噛
矢
と
す
る
。
三
九
年
九
月
に
始
ま
る
福
島
側

(磐
城
、

入
山
、
好
間
等
)
に
く
ら

べ
て
三
年
余
の
遅
れ
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
朝
鮮
人
砿
員

が
ま

っ
た
く

い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
戦
時
体
制
期
の
集
団
移
入
と

は
区
別
さ
れ
る

「自
由
労
働
者
」
11
以
前
か
ら
在
日
し
て
い
る
朝
鮮
人
の
砿
員
が
若

干
数
は
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。

つ
い
で
、
四
三
年
の
三
月
に
は
中
郷
の
第
二
次
移

入
、
お
よ
び
櫛
形
炭
砿
の
第

一
次
移
入
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
二
砿
は
官
斡
旋
に
よ

る
移
入
を
四
三
年
度
、
四
四
年
度
と
継
続
し
て
実
施
し
た
。

一
九
四
四
年

(昭
和

一
九
)
九
月
に
は
サ
ハ
リ
ン

(樺
太
)
か
ら
の
炭
砿
従
業
者

を
受
け
入
れ
た
。
戦
局
が
悪
化
し
日
本
軍
の
制
海
権
が
失
わ
れ
た
結
果
、
サ
ハ
リ
ン

及
び
釧
路
産
出
の
石
炭
を
日
本
内
地
へ
輸
送
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

っ
た
。
こ
の
た

め
政
府
は
四
四
年
八
月
、
同
地
の
炭
砿
従
業
者
と
資
材
を
日
本
内
地
に
転
換
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
措
置
に
も
と
つ

い
て
、
同
地
の
炭
砿
従
業
者
は
徴

用
と
い
う
形
式
で
妻
子
を
残
し
、
政
府
の
立
て
た
配
置
計
画
に
も
と
つ

い
て
半
ば
強

制
的
に
内
地
の
炭
砿
に
ふ
り
わ
け
ら
れ
た
。
強
制
的
だ
と

い
う
意
味
は
、
た
と
え
ば

「勤
労
者
配
置
転
換
事
務
要
領
」
と

い
う
文
書
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
み
る
と
、

計
画
立
案
者
達
が
も

っ
と
も
注
意
を
は
ら

っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
従
業
者
た
ち
の
離

散
防
止
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
「可
及
的
集
団
的
二
配
置
転
換
」
す
る
た
め
に
、
「警
察

当
局

二
於
テ
逃
走
防
止
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
」
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
た
。
サ

ハ
リ
ン

の
炭
砿
従
業
者
は
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
政
府
の
机
上
の
計
画

に
も
と
つ
い

て
特
定
地
域
の
炭
砿

へ
配
置
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
中

に
多
数
の
朝

鮮
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
常
磐
炭
田
全
体
と
し
て
は
日
本
人
砿
員

一
九
九

一
人
、
朝

鮮
人
砿
員
三
四
三
人
、
職
員
二
三
六
人
、
計
二
五
七
〇
人
が
配
転
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
う
ち
、
茨
城
地
域
に
入
山
し
た
の
は
九
五
七
人
、
う
ち
朝
鮮
人
砿
員
は

一
九
四
人

で
あ

っ
た
。
第

一
七
表
は
そ
の
内
訳
を
し
め
し
た
表
で
あ
る
。
朝
鮮
人
砿
員
は
櫛
形
、

山
口
、
山

一
、
関
本

の
各
砿
に
配
置
さ
れ
た
。

こ
の
措
置
に
よ

っ
て
、
山
口
、
山

一
、

一一



関
本
に
朝
鮮
人
砿
員
が

一
定
の
量
を
も

っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
関
本
に
は
四
四
年
四
月
の
時
点
で
二
六
人
の
朝
鮮
人
が

い
た
。
た
だ
し
、

こ
れ
が
集
団
移
入
に
よ
る
も
の
か
、
そ
う
で
な
い
か
確
証
が
な
い
が
、
各
月
ご
と
に

減
少
し
て
八
月
に
は
六
人
に
な

っ
て
い
た
。
山

一
や
上
田
に
は

い
わ
ゆ
る
自
由
労
働

者
が
若
干
名
、

一
時
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
九
四
四
年

一
〇
月
以
降
、
朝
鮮
人
砿
員
の
集
団
移
入
は
徴
用
の
形
を
と
る
よ
う

(単 位 二人 、%)第16表 坑内鉱員の構成

構 成 比数実

計俘 虜朝鮮人短 期日本人計朝鮮人1俘 虜短 期日本人

東 部

東 北

東 部

東 北

中 郷

神 ノ 山

磯 原

櫛 形

高 萩

重 内

山 口

山

上 田

常磐合同

関 本

全鉱員の構成

1945

5

1945

7

1945

5

主

要

炭

砿

別

構 成 比数実

短 期1朝 鮮人 俘 虜i計日本人計俘 虜朝鮮人短 期日本人

東 部

東 北

東 部

東 北

東 部

東 北

中 郷

神 ノ 山

磯 原

櫛 形

高 萩

重 内

山 口

山 一

上 田

常磐合同

関 本

1944

11

1945

5

1945

7

1945

5

主

要

炭

砿

別

石炭統制会 東部 支部史料 よ り作 成

1945.7の 東北の俘虜 中に受刑者34人 を含む

「89一



サハリン(樺太)
炭砿従業員受入数調

第17表

計職員小計朝鮮日本

167※

336

49

105

82

76

79

75

957

34

23

6

5

9

3

7

3

78

133

313

43

100

73

73

72

72

879

27

22

73

72

194

106

313

43

100

51

72

685

櫛形

高萩

重内

中郷

山 口

山 一一

上田

関本

計

※うち1名 は途中病死

石炭統制会東部支部史料より作成

 

に
な

っ
た
。
櫛
形
炭
砿
で
は
四
四
年

一
〇
月

一
六
日
に

一
〇
〇
人
の
徴
用
申
請
を
朝

鮮
総
督
府
に
出
し
て
い
る
。

な
お
、
神

ノ
山
炭
砿
の
移
入
に
つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
な
い
。
四
四
年

一
一
月
に

三
七
人
の
朝
鮮
人
砿
員
を
数
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
最
初
の
徴
用
に
よ
る
集

団
移
入
が
あ

っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
斎
藤
貞
氏
の
聞
き
書
き
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
人

は

「昭
和

一
九
年
ご
ろ
で
す
か
ね
、
神
の
山

に
来
た
の
が
、
せ
い
ぜ

い
三
〇
人
ど
ま

り
で
す
ね
。
」
と
語
り
、
「徴
用
で
来
た
と
い
っ
て
ま
し
た
。」
と
語

っ
て
い
て
、
右
の
こ

と
を
傍
証
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
過
程
で
茨
城
地
域

へ
の
集
団
移
入
が
進
行
し
た
が
、
そ
の
朝
鮮
人

砿
員
の
実
際
の
労
働
と
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
、
櫛
形

炭
砿
の
朝
鮮
人
砿
員
労
務
管
理
を
視
察
し
た
石
炭
統
制
会
東
部
支
部
の
労
務
課
長
の

報
告
書
を
み
よ
う
。

こ
れ
は
、
「櫛
形
炭
砿
ノ
半
島
人
労
務
管
理
ヲ
見
ル
」
と
題
さ
れ

た
も
の
で
、
昭
和

一
八
年
四
月
二
〇
日
の
記

と
な

っ
て
い
る
。
主
要
な
内
容
を
箇
条

書
き
に
要
約
す
れ
ば

つ
ぎ
の
よ
う

に
な
る
。

ω
宿
所

新
築
の
端
興
寮
、

一
室

一
〇
畳
敷
で
六
、
七
人
収
容
。
間
数

一
七
、
三

間
を
打
ち
抜

い
て
講
堂
兼
倶
楽
部
に
使
用
。
食
堂
、
炊
事
場
、
浴
場
、
事
務
室
完

備
。
「採
光

二
少
シ
ク
欠
陥
ガ
ア
ル
ノ
ハ
遺
憾
デ
ア
ル
」

②
人
員

朝
鮮
出
発

一
〇
〇
人
、
下
関
で

「替
玉

一
名
」
送
還
。

⑥
寮
の
賄
人

「半
島
」
婦
人
。

④
訓
練

毎
日
三
〇
分
、
そ
の
他
講
堂
で
三
〇
分
ぐ
ら
い
日
本
語
や
行
儀
作
法
等

を
教
え
る
。

⑤
作
業

全
員
坑
内
作
業
。
「入
坑
率

ハ
最
初
カ
ラ
九
四
%
ヲ
持
続
」
う
ち
四
日
間
、

下
痢
患
者
が
発
生
し
九
〇
%
に
低
下
。
坑
内
は

「通
気
ノ
関
係
デ
温
度
諦口同
ク
裸
体

ノ
作
業
」。
勤
労
は
二
交
替
と
三
交
替
に
区
分
、
「何
等
ノ
苦
情
モ
聞
カ
ズ
」

⑥
休
日

日
曜
日
、
し
か
し

「坑
内
補
修
等
ノ
都
合
で
度
々
就
労
セ
シ
ム
コ
ト
」

あ
り
。
「単
独
外
出

ハ
禁
止
」
「公
休
日
ニ
ハ
係
員
引
卒
ノ
下

二
附
近
ノ
海
岸
ヤ
市
街

ヲ
散
歩
サ
セ
偶

ニ
ハ
映
画
等
モ
見
物
サ
セ
ル
」
「酒

一
合
ヲ
與

ヘ
ル
」。

㎝
賃
金

訓
練
期
間
中
大
部
分
は
二
円
五
〇
銭
。
成
績
優
秀
者

一
割

に
は

一
歩
増

し
の
二
円
七
五
銭
支
給
。
な
お
、
経
験
坑
夫
三
名
は
四
、
五
円
程
度
の
収
得
。

⑥
食
費
は

一
日
六
〇
銭
で

「他

二
何
モ
徴
収
シ
ナ
イ
」
余
分
の
金
は

「貯
金
ト
国

元
ヘ
ノ
送
金
ヲ
強
制
シ
テ
居

ル
」、
大
部
分
は
郵
便
貯
金
。

⑨
管
理

「
親
心
ト
温
情

二
終
始
シ
テ
居
ル
」
「内
地
人
ト
ノ
接
触

ニ
ツ
イ
テ
モ
常

二
細
心
ノ
注
意
ヲ
怠
ラ
ス
様
希
望

ス
ル
」

qO
出
身
地
の
面
か
ら
の
係
員
や
警
官
附
添
の
件

経
費
も
か
か
る
し
弊
害
も
あ
る
、

し
か
し

一
方
、
「安
心
」
を
与
え

「後
日
偽
電
ナ
ド
デ
呼
ビ
出
ス
コ
ト
モ
少
ナ
ク
大

二
効
果
的
」。

⑳
募
集
状
況

「本
人
カ
ラ
進
ン
デ
応
募
シ
タ
モ
ノ
ガ
四
〇
%
、
六
〇
%

ハ
面
長

ノ
半
強
制

ニ
ヨ
ル
供
出
デ
ア
ッ
タ
ト
ノ
コ
ト
デ
ア
ル
」

働
指
導
の
要
点

「規
律
ア
ル
生
活
ト
作
業
ヲ
教
化
シ
之

二
慈
母
ノ
愛
情
ト
慈
父

ノ
威
厳
ヲ
以
テ
シ
常

二
威
厳

ヲ
失
フ
コ
ト
ナ
ク
信
頼
ヲ
得
ル
コ
ト

ニ
帰
ス
ル
ト
思

フ
」

長
文
の
引
用
に
な

っ
た
が
、
こ
の
報
告
書
中
、
最
初
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
、
本
人
の
意
志
に
よ
る
応
募
者
は
四
〇
%
で
、
あ
と
の
六
〇
%
は

「面
長

ノ
半
強
制

ニ
ヨ
ル
供
出
」
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
募
集

の
実
態
を
あ
ま
す
所



な
く
伝
え
て
い
る
。
移
入
朝
鮮
人
の
約
六
〇

人
は
半
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、

「供
出
」
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
り
げ
な
く
強
制
連
行
の
事
実
を
伝
え
て
い

る
。

一
〇
畳
敷
の
室

に
六
～
八
人
が
収
容
さ
れ
た
が
そ
の
部
屋
は
、
「採
光

二
少
シ
ク

欠
陥
ガ
ア
ル
」
部
屋
で
あ

っ
た
。
寮
の
賄
人

に
は
朝
鮮
人
の
婦
人
を
雇

っ
て
不
満
を

緩
和
さ
せ
た
。
毎
日
三
〇
分
は
日
本
語
や
日
本
式
の
行
儀
作
法
を
教
え
込
む
と
い
う

日
本
人
化

の
訓
練
を
実
施
し
た
。
作
業
は
全
部
坑
内
作
業
で

「通
気

ノ
関
係
デ
温
度

高
ク
裸
体

ノ
作
業
」
を
強

い
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
日
曜
は
休
日
の
は
ず
だ
が

「坑
内

補
修
等
ノ
都
合
」
と
い
う
理
由
で
就
業
を
強
制
さ
れ
た
。
着
山
し
て

一
ヵ
月
間
の
就

業
率
は
九
〇
%
を
こ
し
て

い
た
。
こ
の
就
業
率
は
石
炭
統
制
会
東
部
支
部
史
料
に
よ

れ
ば
、
四
四
年

一
月
に
は
八
〇
%
に
落
ち
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
着
山
早

々
の
数
字
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。
単
独
の
外
出
は
禁
止
さ
れ
、
公
休

日
に
は
係
員

に
引
率
さ
れ
て

(
監
視

つ
き
で
あ
る
と
の
意
)
散
歩
や
、
た
ま
に
は

映
画
鑑
賞
も
し
た
と

い
う
。
貯
金
を

「強
制

シ
テ
居
ル
」
の
は
逃
亡
を
警
戒
し
て
の

措
置
で
あ

っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
肉
体
の
消
磨
に
よ

っ
て
稼
ぎ
出
し
た
貯

金
を
捨
て
て
逃
亡
す
る
に
は
余
程
の
決
意
が

い
っ
た
に
相
違
な

い
か
ら
で
あ
る
。
「規

律

ア
ル
生
活
ト
作
業
」
を
強
化
し
、
彼
ら
を
労
働
現
場
に
つ
な
ぎ
と
め
る
に
は

「慈

母

ノ
愛
情
」
や

「慈
父

ノ
威
厳
」
で
は
ど

う

に
も
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に

一
九
四
三
年

(昭
和

一
八
)
六
月

に
佐
渡
鉱
山
で
朝
鮮
人
労
務
管
理
研
究

協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
東
部
管
内
か
ら
も
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
若
干
触
れ
て
お
こ
う
。
開
催

の
趣
旨
は
朝
鮮
人
の
増
加
が
著
し
く
、
従

っ
て
そ
の

「労
務
管
理
ノ
如
何

ハ
生
産
二
及
ボ
ス
影
響
極
メ
テ
大
」
な
る
も
の
あ
り
と
の
認
識

か
ら
で
あ
る
。
佐
渡
鉱
山
で
は

「内
鮮
無
差
別
取
扱
方
針
」
を
と

っ
て
い
る
が
、
そ

の

「民
族
性
」
よ
り

「常

二
可
成
ク
引
締
メ
テ
行
ク
要

ア
リ
」
と
か
、
「勤
務
状
況
、

性
行
等
不
良
ナ
ル
者
」
に
は

「相
当
厳
重
ナ

ル
態
度

ニ
テ
臨
ミ
」
と
か
管
理
強
化
の

必
要
を
う
た

っ
て
い
る
。
し
か
も
砿
員
の
み
な
ら
ず

「家
族

二
対
シ
テ
モ
真

二
日
本

人
タ
ル
ノ
訓
育
ヲ
ナ
ス
要

ア
リ
」
と
皇
民
化
教
育
を
強
調
し
て
い
る
。
逃
亡
防
止

に

つ
い
て
は

「徹
底
的
取
締
ノ
強
化
」
「逃
亡
仲
介
者
ヲ
厳
罰

二
附
ス
ル
事
」
「世

ノ
安
直

ナ
ル
同
情
心

ハ
禁
物
」
「浮
浪
半
島
人
ノ
使
用
禁
止
」
な
ど
と
い
う
意
見
を
披
露
し
て

い
る
が
、
「逃
亡
」
に
手
を
焼

い
て

い
る
姿
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
食
事
に

つ
い
て
は
移
入
時
に
比
較
し
て
次
第
に
悪
化
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
、
と
く

に
配
給
米
実
施
後
は

「盛
切
リ
飯
ト
ナ
シ
現
在

ハ
配
給
米
ノ
特

二
不
足
ヲ
来
タ
セ
ル

場
合

ハ
甘
藷
、
大
根
、
乾
め
ん
等
ノ
混
食

ニ
テ
間

二
合

ハ
セ
居
ル
」
と

い
う
状
況
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
ろ
は
移
入
期
間
の
二
年
が
過
ぎ
て
、
帰
鮮
の
日
程
が
の
ぼ

っ
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
定
着
指
導
班
を
も
う
け
て
期
間

延
長
を
策
し
て
い
た
。
佐
渡
鉱
山
で
は

「期
間
満
了
者

二
就
キ
予
メ
定
着
就
労
指
導

会

ヲ
開
催
シ
…
…
兎
モ
角
全
員
継
続
就
労

ノ
事
ト
」
す
る
と

い
う
方
針
を
打
ち
出
し

て
い
た
。
朝
鮮
人
労
働
者
全
部
に
対
す
る
無
差
別
の
継
続
就
労
の
強
制
で
あ
る
。
各

人
の
意
向
を
打
診
す
る
よ
う
な
方
法
を
と

っ
て
い
た
の
で
は
、
定
着
化
は
不
可
能
だ

と
の
含
み
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

一
方
、
継
続
就
労
者
に
は

「個
人
表
彰
状
ト
相
当

ノ
奨
励
金
ヲ
授
与
」
す
る
と
い
う
政
策
を
と

っ
た
。
ま
さ
に
、
ム
チ
と
ア
メ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
戦
局
の
悪
化
と
と
も
に
二
年
期
限
と
い
う
当
初

の
契
約
が
破
ら
れ
、
事

実
上
の
強
制
に
よ

っ
て
就
労
す
る
朝
鮮
人
の
数
が
増
加
し
て
い
っ
た
。

一
九
四
四
年

一
〇
月
、
「朝
鮮
人
労
務
者
内
地
送
出
改
善
強
化
概
要
送
付
ノ
件
」
と

い
う
通
達
が
東
部
支
部
か
ら
各
炭
砿
に
送
付
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は

「事
情

ノ
許
ス

限
リ
徴
用

二
依
リ
送
出
ス
ル
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
書
に
綴
ら
れ
て

い
る

「別
途
打
合
事
項
」
に
は
輸
送
上
の
細
か
な
注
意
事
項
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
車
内
逃
走
防
止
に
つ
い
て
は
、
「停
車
中
ノ
下
車

ヲ
禁
ス
ル
コ
ト
」
「湯
茶

ノ

補
給

ハ
引
率
者

二
於
テ
実
施
ス
ル
コ
ト
」
「挙
動
不
審
者

ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
」
「進
行
中

二
車
窓
ヲ
開
扉
ス
ル
者
用
便
者
等

二
注
意
ス
ル
コ
ト
」
「停
車
中
ホ
ー
ム
ノ
反
対
側

二

注
意
ス
ル
コ
ト
」
な
ど
、
実
に
微
細
な
点
に
わ
た

っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。
列
車
で

移
送
中
の
逃
亡
が
激
増
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「引
継
地
二
於
ケ
ル
逃
亡
防
止
」

に
つ
い
て
も
同
様
の
詳
細
な
指
示
が
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
強
制
連
行

の
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
と
、
労
務
及
び
生
活
の
管
理
強
化



第
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表
管
内
別
勤
労
者
由
別
解
雇
調

■

1
9
4
3
年
度
石
炭
統
制
会
東
部
支
部
史
料
よ
り
作
成

一一

の

結

果

は

つ
ぎ

の

第

一
八

表

に

み

ら

れ

る

よ

う

に
、
日
本

人

よ

り

は

る

か

に

高

い

「逃

亡

率

」

と

な

っ
て
表

わ

れ

た

。

東

部

に

つ

い
て

み

る

と

、

日

本

人

九

・
二
%

に

対

し

て
朝

鮮

人

は

四

五

・
五

%

に
達

し

て

い
る

。

逃

亡

を

含

む

「
解

雇

率

」

も

当

然

山口同
く

な

っ
て

い
る

の

で

あ

る

が

、

た

だ

し

、

東

部

の
ば

あ

い
日

本

人

と
大

差

は

な

く

、

む

し

ろ
、

日

本

人

よ

り

低

く

な

っ
て

い
る

。

こ

の
理

由

は
東

部

の
場

合

東

北

と

違

っ
て
、

四

二
年

度

で

は
満

期

に

達

し

て

い
た

朝

鮮

人

砿

員

が

ま

だ

い
ず

、

し

た

が

っ
て
満

期

帰

鮮

が
零

と

い
う

の
が

全

体

の
割

合

に
影

響

を

与

え

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

最
後

に
、

朝

鮮

人

砿

員

の
生

活

の

一
半

に

つ

い
て

、

さ

き

に
紹

介

し

た

斎

藤

氏

の

聞

き

書

き

の

一
節

を

引

用

し

て

お

こ
う

。

ー

-

と

く

に

監

視

が

き
び

し

く

さ
れ

て

い
た

と

か

い
う

こ

と

は

な

か

っ
た

で
す

か

。

斎

藤

そ

う

い
う

の
は

な

か

っ
た

け

ど

ね

。

む

や

み

に
物

と

っ
て
食

っ
て

し

ょ
う

が

な

か

っ
た

な

。

-
…

物

と

っ
て

と

い
う

と

ど

う

い
う

こ

と

で
す

か

。

斎

藤

し

ぶ
柿

で

も

何

で
も

か

ま

ね

え

、

と

っ
て

食

っ
て
ね

。

腹

へ

っ
た

ん

だ

よ

ね

、

お

い
ら

も

腹

へ

っ
た

か

ら

。

-
1
あ

し

は

飯

場

で

食

わ

せ

ら

れ

る
。

斎

藤

う

ん

そ

れ

が

ね

、

飯

場

の
め

し

で

は
俺

ら

で
も

足

り

な

い
ん

だ

か

ら

、

俺

ら

は

自

炊

し

て

る

か

ら

。

や

ろ

う

ら

は

そ

こ
ら

の
食

わ

れ

る

草

ひ

っ
こ

ぬ

い

て

、

根

を

洗

っ
て
食

っ
て
た

か

ら

。



…
…
待
遇
が
悪
か

っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

斎
藤

待
遇
は
極
度
に
悪
か

っ
た
。
塩
汁
み
た

い
の
さ
、
ご
は
ん
に
じ
ゃ
が

い
も

の
皮
の
む
か
な
い
の
切

っ
て
ね
、
半
々
ぐ
ら

い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
麦
も
入

っ
て

る
で
し
ょ
う
、
す
ぐ
に
腹

へ
り
ま
す
よ
。
あ
の
こ
ろ
は
ね
、
お
い
ら
だ

っ
て
も
日

曜
日
に
は
し
ょ
う
が
な

い
か
ら
ど
じ
ょ
う
と
り
に
行

っ
て
、
ど
じ
ょ
う
で
栄
養

つ

け
よ
う

っ
て
、
ど
じ
ょ
う
汁
飲
ん
だ
く
ら

い
だ
か
ら
ね
。

一
人
死
ん
だ
よ
ね
、
気

の
毒
に
ね
、
そ

の
朝
鮮
人
の
中

の
ね
。
感
電
死
、
び
し

ょ
び
し
ょ
の
畑
で
ね
。
あ
の
人
ら
は
、
地
下
た
び
な
ん
か
配
給
に
な

っ
と
、
そ
れ

と
さ
つ
ま
い
も
な
ん
か
と
と

っ
け
で
食

っ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
ね
。
そ
ん
で
、
は
だ
し

だ
か
わ
ら
じ
だ
か
で
や

っ
て
た
ん
だ
よ
ね
。
そ
し
た
ら
信
号
線
が
あ
の
こ
ろ
裸
だ

っ
た
ん
だ
よ
。
…
略
…
そ
れ
を
手
で

つ
か
ん
で
、
あ

い
こ

っ
て
い
っ
た
ら
死
ん
ち

や
っ
た
ん
だ
よ
。
五
〇
ボ
ル
ト
し
か
な
か

っ
た
ん
だ
か
ら
、
ど

っ
か
悪
か

っ
た
ん

だ
ね
。

大
戦
末
期
の
食
糧
事
情

の
悪
化
が
も

っ
と
も
厳
し
く
、
朝
鮮
人
砿
員
を
直
撃
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
畑
で
何
か
腹
の
た
し

に
な
る
も
の
を
さ
が
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
、

一
人
の
朝
鮮
人
が
感
電
死
し
た
。
微
弱
な
電
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
ん
だ
の
は
、

栄
養
失
調
に
よ

っ
て
体
が
衰
弱
し
て
い
た
か
ら
だ
、
と
暗
に
斎
藤
氏
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
見
事

に
当
時
の
朝
鮮
人
労
働
者

の
置
か
れ
て
い
た
事
情
を
説
明

し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た

こ
と
を
要
約
し
て
み
れ
ば
、
①
強
制
連
行
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
事

実
、
②
労
務
と
生
活
上
の
管
理
強
化
に
よ

っ
て
、
不
満
と
不
信
と
反
坑
が
被
抑
圧
民

族
と
し
て
の
朝
鮮
人
砿
員
の
潜
在
的
意
識
と
な
り
、
そ
れ
が
③

「逃
亡
」
を
中
心
と

し
て

「解
雇
率
」
を
高
め
、
④
ま
た
、
大
戦
末
期
に
は
食
糧
事
情

の
悪
化
か
ら
衰
弱

す
る
朝
鮮
人
も
増
え
、
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
⑤
朝
鮮
人
砿
員
の
出
炭
能
率
低
下
が

現
実
化
し
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
朝
鮮
人
砿
員
を
擁
す
る
炭
砿
の
出
炭
能
率
低
下
に
つ
な

が

っ
た
の
で
あ
る
。

戦
時
体
制
下
の
坑
内
労
働
の

一
半
は
、
か
ろ
う
じ
て
多
数
の
朝
鮮
人
砿
員
に
よ

っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
条
件
が
ま
た
坑
内
労
働
維
持

・
出
炭
量
増
大
の
基
本

的
な
制
約
条
件
を
も
な
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
人
に
よ
る
日
本
石
炭
産
業
の
坑

内
労
働
維
持
は
、
本
質
的
に
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
必
然
的
に
崩
壊
の
運
命
に
あ

っ
た

と

い
え
よ
う
○

あ
る
い
は
ま
た

つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
え
る
。
朝
鮮
人
砿
員
の
集
団
移
入
に
よ

っ
て
、

石
炭
労
働
力
供
給
の
阻
路
は
克
服
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
新
た
な
次
元
で
の
隆
路

を
生
み
出
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。

四
、
む
す
び

ー
ー
石
炭
統
制
と
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業

以
下
箇
条
書
き
で
結
論
を
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第

二
節
で
検

討
し
た
茨
城

地
域
の
石
炭
産
業
の
特
質
が
、
統
制
経
済
下
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ

た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
お
き
た

い
。

q
の
企
業
の
後
発
性
は
@
β
縫
に
そ
れ

ぞ
れ
吸
収
さ
れ
る
と
同
時
に
、
戦
時
体
制
期
で
は
も
は
や
問
題

に
な
象

い
で
あ
ろ

+

う
。
し
た
が

っ
て

生
産
の
零
細
性
か
ら
み
よ
う
。
こ
の
特
質
は
戦
時
体
制
期
の
計

画
性
を
度
外
視
し
た
乱
掘
に
よ
る
増
産
の
強
制
と
い
う
条
件
下

に
あ

っ
て
は
、
む
し

ろ
有
効
性
を
持

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
掘
れ
ば
売
れ
る
と

い
う
石
炭
統
制
下
に
あ

っ

て
、
む
し
ろ
小
規
模
で
あ
る
が
故
に
こ
ま
わ
り
が
き
き
、
「薄
層
や
残
炭
」
の
採
掘
に

す
ば
や
い
資
本
移
動
を
可
能
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
零
細
性
を
根
拠
づ
け
た

自
然
条
件
も
む
し
ろ
有
利
に
機
能
し
た
と
み
ら
れ
る
。
炭
層
が
薄
層
で
あ
る
が
浅

い

(地
表
に
近

い
)、
し
た
が

っ
て
水

(温
泉
)
の
出
も
少
な

い
し
暑
さ
が
比
較
的
強
く

な
い
と

い
う
条
件
は
、
増
産
体
制
下
の
労
働
条
件
と
し
て
は
め
ぐ
ま
れ
て
お
り
、
出

炭
能
率
を
高
く
し
て
い
る
。
相
対
的
に
作
業
が
楽
だ
と

い
う
利
点
が
女
性
砿
員
を
多

く
採
用
し
う
る

一
面
の
根
拠
と
も
な

っ
て
い
た
。
6
の
市
場
の
制
約
性
に
つ
い
て
は
、

統
制
経
済
下
で
は
石
炭
会
社
は
販
売
に
つ
い
て
、
意
を
用
い
る
必
要
は
な
か

っ
た
。

増
産
の
み
が
課
題
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
炭
質
に
お
け
る
低
カ

ロ
リ
ー
も
制
約
条

件
と
は
必
ず
し
も
な
ら
な

い
。
補
償
金
制
度
に
よ

っ
て
利
潤
は
国
家
的
に
補
償
さ
れ



て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
@
の
技
術
の
低
位
性
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
、
女
子
労
働
の

経
験
の
蓄
績
が
高
萩
炭
砿
の
例
の
ご
と
く
有
利
に
機
能
し
た
。
技
術
的
に
は
こ
の
時

期
、
一
般
的
に
後
退
減
少
が
み
ら
れ
た
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
生
産

性
が
低
位
で

コ
ス
ト
高

に
な
る
場
合
で
も
、

プ
ー
ル
平
準
化
に
よ

っ
て
採
算
は
可
能

と
な

っ
た
か
ら
、
技
術
の
問
題
は
制
約
条
件

と
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
統
制
経
済
下
に
あ

っ
て
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
は
、
そ
の
後
進
性

故
に
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
時
代
、
と
く
に
昭
和
初
期
の
不
況
の
時
代
よ
り
は
有
利
な

立
場
に
立

っ
た
と
い
え
よ
う
。
中
小
炭
砿
が
簇
生

し
た
の
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
「商

売
気
の
あ
る
人
は
石
炭
経
営
に
入

っ
て
き
た
」
と
い
う
事
態
は
象
徴
的
に
そ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
石
炭
産
業
全
体
を
お
お

っ
て
い
た

労
働
力
の
隆
路
は
、
茨
城
地
域
の
石
炭
産
業
を
例
外
と
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。

註

「ズ

リ
山
が

語

る
地

域

誌
」

に
よ

れ
ば

、
常
磐

炭
田

は
地
質

構
造

上

、
福
島

県

側

の
双

葉
地

区

・
石
城

北
部

地
区

・
石
城
南

部
地

区
と
茨

城
県

側

の
四
地

区

に
区

分

さ

れ
、
福

島
県

側

の
三
地

区
を

総
称

し

て
常
磐
北

部
炭

田

と
呼

び

、
茨

城
県

側

を

常
磐

南
部

炭

田
と
呼

ぶ
と

い
う

。

ま
た
、

茨
城
県

側
を

茨
城

炭
田

と
呼

称

し

て

い
る
も

の
も

あ

る
。
拙

稿

で
用

い
る
茨

城
地
域

と

は
、

こ
の
常
磐

南

部
炭

田
な

い

し
茨
城

炭

田
を
指

し

て

い
る

こ
と

は

い
う
ま

で
も
な

い
。

そ
し

て
、
福

島
地

域

と

い
う
ば

あ

い
に
は
と
く

に
、
石
城

北
部

地
区
を

念
頭

に
お

い
て

い
る

。

樽

戸
静

雄
氏

所
蔵

史
料

。

本

稿

で
念
頭

に
お

い
て

い
る
主

要
な

も

の
の
み
挙
げ

て
お

こ
う
。
炭

砿
資

本

家

群
像

を

エ
ピ

ソ
ー
ド
的

に
明
ら
か

に
し

た
も

の
と
し

て
は

、
清
宮

一
郎

「常

磐
炭

田

史
」
。
常

磐

炭

田
の
総

括
的

な
歴

史
分
折

と

し
て

は
、
「
福

島
県
史

近

代
産
業

編

」
。

炭

砿
労

働
者

の
分
析

と

く

に
飯
場
制

度

の
分
析

と
し

て
は

、村

串

仁
三
郎

「日

本
炭

鉱

賃
労

働
史

論
L
。
戦
時

下

の
朝
鮮

人
労

働
者

の
分
析

に

つ
い
て
は
、

長
沢
秀

「
日

帝

の
朝
鮮

人

炭
砿

労
働
者

支

配

に

つ
い
て
ー
常

磐
炭
砿

株
式

会
社

を
中

心

に
ー
」

大
塚

一
二

「
常
磐
炭

砿
を

中

心
と

し
た
戦
中

朝
鮮

人

労
働
者

に

つ
い
て
」

な
ど

の

論

文

が
あ

る
。
炭

砿

と
炭

砿
社
会

の
地

理

的

地

誌

的

分

析

と
し

て
は
岩

間

英

夫

「ズ

リ
山

が
語

る
地

域
誌

」
が

あ

る
。

こ
の
書

は
、
常

磐
炭

田

の
う

ち
茨

城

地
域

に
焦
点

を

あ

て
た
も

の

と
し

て
、
管

見

の
限

り

で
は
最
初

の
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

以
外

の

こ
こ

に
挙

げ

た
著
書

・
論

文

は
常
磐
炭

田
全

体
を

、

し
か

も
福
島

地
域

に

分

析

の
焦
点

を
あ

て
て

い
る
。

こ
の
書

は

一
九

一
八
年

(
大
正

七

)
、
一
九
年

の
二
年

間
、
帝

国
新

報

記
者
時

代

の
清
宮

一
郎

、
里

見
敬

二
が

全
国

の
炭

田
を
実

地
踏

査
し

た
際

の

ル
ポ
記

事
を

ま

と

め
た

も

の
で
あ

る
。
引

用
文

は
同
書

三

六

二
頁

。

同

書

三
九
頁

お

よ
び

四
二

～
三
頁

。

海

老
名

宇

八
氏
聞

き
書

き

(「
県

民

の
生
活

聞

き
書

き
集

第

二
〇

号
」
)

「常

磐

炭

田
史
」
「本

邦
鉱

業

ノ
趨
勢

」
「
日
本
炭

砿
行
脚

」
「
ズ

リ
山
が

語

る
地
域

誌
」

な
ど

か
ら

作
成

し
た

。
不
完

全
な

も

の
で
あ

る
が
当

面

の
目
的

に
は
充

分

で

あ
ろ

う
。

「
石
炭
時

報
」

10
f

4

山

口
浩

氏
聞

き
書

き

(
「県

民

の
生
活
聞

き
書

き
集
第

二

一
号

」
)

「常

磐
炭

田
史

」
四

七
頁

。

同

書

七
七

～
九

頁
。

三
井

文

庫
所

蔵
史

料
。

た

と
え
ば

、

一
九
〇

五
年
五

月

の
石
炭

協
議
会

議

事
録

に
は

つ
ぎ

の

よ
う
な

三
井

物
産

本
店

営
業

部
員

の
報
告

が
あ

る
。

:
・…
東

京

ハ
他

ノ
九
州

炭

ノ
ミ

ノ
供

給

ヲ
仰

ク
地

方

ト
異

リ
九
州

炭

ノ
相

場

ノ

高

下

ハ
直

接

二
影
響

ヲ
及
ホ

ス

コ
ト
ナ

シ
、
何

ト
ナ

レ

ハ
東

京

二
入
込

ム
石
炭

ハ
磐

城

、
北
海

道

、
九

州
炭
等

ナ

レ

ハ
自
然
九

州
炭

ノ
高
下

ハ
左

程

ノ
影
響

ヲ

感

セ

サ

ル
次
第

ナ

リ
、

而

シ
テ
是

等

ノ
石
炭

ノ
東
京

二
来

ル
割
合

如

何

ト
云

フ

ニ
…
・:
磐
城
炭

一
ヶ
年

三
十

七
萬
噸

、
北
海

道
炭

二
十

六
萬

噸

、
九
州

炭

三
十



萬
噸

、
合

計

九
十
三
萬

噸

ナ

リ
、
…

…

「本

邦
鉱

業

ノ
趨
勢

」
昭

和

一
四
年

一
五
年

「石

炭
時

報
」

3
1

7

東
京
鉄
道
局
管
内

の
輸
送
上
よ
り
見
た
る
常
磐
炭

と
-兀
州

、
北
海
道
其
ハの
他
石
炭
の
分
野
に
就
て

あ

る

い
は
、

一
九
〇

八
年

(
明
治

四

一
)
六
月

の

い
は
ら

き
紙

に
、

つ
ぎ

の
記

事

が
あ

る
。

○
石

炭
車

発
送

制

限

海

岸
線

各

駅
よ

り
発
送

す
る
石

炭
車

は
中

央
車

線

輿
瀬

以
西

行
着

駅
割

當
数
を
昨

日
よ
り
當

分
の
内

甲
府
着

一
日

四
車
、
岡

谷
着
全

二
車

、

下
諏

訪

、
日
下

部

、
辰

野
着
全

一
車

宛

に
制
限

さ
れ
信

越
線

碓
氷

越
石

炭
車

も

全

日
よ

り
屋
代

着

一
日

二
車

、
吉

田
、
大

屋
着
全

一
車

宛

と
定
め

た

り

15

「
石
炭

時
報

」

11
-

4

(
近
年

に
於

け
る
石
炭

鉱
業

の
趨
勢

)

㎜

同
ー

7
至

び
7
ー

(常
磐
石
炭
鉄
道
運
賃
引
下
陳
情
)

㎝

た
と

え
ば

、

一
九

↓
六
年

↓
二
月

に
は
炭

砿
業
者

は

「
各
炭
坑

出

炭
能
力

即

ち

三

ヶ
月

間

の
出
炭

総
量

に

現
在
貯

炭
高
を

加

え
た

る
も

の
を
標

準
」

と
す

る

と

い

う

貨
車

配
給
協

定

を
結

ん

で
、
そ

の
実

現
を

水
戸
運

輸
事

務
所

に
陳

情

し

て

い
る

。

こ

の
時

期
、

需
要

貨
車

量

の

「約

三
割

強

の
配
給
不

足
」

が
顕

著

に
な

っ
て

い
た

(
い
は

ら

き

大

正
五

年

一
二
月

五

日
)
。
ま

た
、

こ
の

よ
う
な

貨
車

配
給
協

定

を

結

ん

で
も
、
出

炭

量

の
水
増

し
申

告
な

ど

に
よ

っ
て
実
際

に
は
業

者

間

の
紛
争

の

種

は
残

っ
た

の

で
あ

る
。

個

「日
本

国
有

鉄

道
百
年

史

七

」
九
九

～

一
〇

一
頁
。

働

常

磐
炭

田
で

は

一
九

二

一
年

一
〇
月

、
出
炭

統
制

の
機

関
と

し

て
常
磐

石
炭

鉱

業
会

が

設
立

さ
れ

た
。

な

お
、
茨
城

地
域

で

は
販
売

カ

ル
テ

ル
と
し

て

の
共

同
販

売
会

社

が
不

況

の
各
時

期

に
設
立

さ
れ

て

い
る
。
す

な
わ

ち
、

一
九

一
〇
年

二

月

、
合

資
会

社
茨
城

無
煙

炭
共

同

販
売
所

が
、

一
九

二

一
年

七
月

、
茨

城
無

煙
炭

販
売

株
式

会

社
が

、

一
九
三

〇
年

二
月
、

常
磐
無

煙
炭

販
売

株
式

会
社

が

そ
れ

ぞ

れ
設

立

さ
れ

て

い
る

(「
石
炭

時
報

」

7
1

11
お
よ
び

15
1

3

)
。

⑳

同

書

に
は
福

島

地
域

三
四

、
茨
城

地
域

七
、

の
炭
砿

が
紹

介

さ
れ

て

い
る
が
、

そ

の
採

炭
法

の
内

訳
は

次
表

の
と

お
り

で
あ
る

。

茨
城

福
島

採炭方法

長 壁 法

長壁 ・残

柱(柱 房)

法併用

残柱ない
し柱房法

b
記載なし

合 計

 

⑳

村

串
前

掲
書

で
は
、
「茨

城
県

で
は
明
治

末
年

に
す

で

に
長

壁
式

採
炭

法

の
普

及

が

み
ら

れ
、
飯

場

制
度

の
廃
止

の
大

き
な

客
観

的
条

件
を
な

し

て

い
た

と

い
え

よ

う
」

と

指
摘

さ
れ

て

い
る
が

、
疑
問

で
あ

る
。

採
炭
方

法
が

長
壁

法
な

の
だ

と

し

て
も

、

明
治
末

の
長

壁
法

が
飯

場
制

度
廃

止

の

「
客
観

的
条

件
」

た
り

得

る
と

は

思

え
な

い
。

そ
し

て
そ

の
条

件
ゆ

え

に
、

福
島
地

域

よ
り
早

期

に
飯
場

制

度
が
解

体

し
た

と

い
う
事

実
は

と
く

に
な

い
。
た

と
え
ば

、
秋

山
坑

の
飯
場
制

度

に
つ

い

て
の
聞

き
書

き

に
よ
れ
ば

、

飯
場
頭

を
父

に
持

っ
た

話
者

は
飯
場

の
解

体
を

「大

正

の
末

期
か

ら
、
昭

和

の
は

じ
め
」

と
述

べ
て

い
る
。

昭
和

五
年

中
学

卒
業

の
話

者

は
、

直
轄

制
度

が

「
も
う

一
年

も

お
く
れ

た
ら
ば

、

お
め
え

の

こ
と
学

校
な

ん

か

に
出

せ
な

か

っ
た

(
飯
場

頭

と
し

て
の
修
業

の
た
め

に
ー

ー
筆

者

)」
と

い
う
卒

業

時

の
喜
び

に
付

属

し
た

父

の
言

葉
を
鮮

明

に
記
憶

し

て

い
る
。

こ
の

こ
と

か
ら

右

の
記

憶
は
確

か

な
も

の

と
判
断

す

る

こ
と

が

で
き
よ
う

。

つ
ま
り

、
茨

城
地

域

の
飯
場

制
度

の
解

体
が

と
く

に
早

か

っ
た
と

は
必
ず

し
も

い
え

な

い
の

で
あ

る
。

(
小
森

忠
義

氏
聞

き
書

き

「
県
民

の
生

活
聞

き
書

き
集
第

八
号

」
)

⑳

い
は

ら
き

昭
和

一
九

年

二
月

一
四
日

⑳

磐

城

採
炭

の
朝
鮮

人
労

働
者

に

つ
い
て
、
前
掲

「
日
本
炭

砿
行

脚
」

に
は

つ
ぎ

の
よ
う

な
記
述

が
あ

る
。

…
…

昨

年

総

督

府

の
許

可
を
得

て
朝

鮮

労

働

者
を

六

十

人

許

り
連

れ

て
来

て
使

っ
て

ゐ
る
。

働
く

と
き

に
は

人

一
倍

働

く
が
遊

ぶ
の
も
亦

激

し

い
。

彼
等

借
金

の

あ

る
奴

が
多

く
逃
走

し

や
う

と

し

て
ゐ
る
。

六
十

人

の
者

が

現
在

で
は
四

十

人
し

卜刃



か
残

っ
て
ゐ
な

い
で
二
十

人
は
借
金

を

其
儘

に
し

て
逃
げ

て
終

っ
た

…

…

一
九

一
八
年

一
月

、
朝

鮮
総

督
府

は
労

働
者
募

集
取

締
規

則
を

公
布

し

た
。
第

一

次
大

戦

期

の
好

況

局
面

で
労

働
力

不
足

が
顕

著
と
な

っ
た

炭
砿

を
は

じ
め

日
本

の

企
業

は
朝

鮮

人

の
移

入

に
血

道
を

あ
げ

た
が

、
そ

の
行
き

過
ぎ
を

規

制
し

よ
う

と

し
た

の
が

こ
の
規
則

で
あ

る

。
同
書

に
も
、
労

働
ブ

ロ
ー
カ

ー
の
暗

躍
な

ど
募
集

の
過

熱
振

り
が

記
述

さ
れ

て

い
る
。

⑳

柳

瀬
徹

也

「
我
国
中

小
炭

砿

業

の
従
属

形
態
」

の
な

か

に
常
磐

炭

田

の
斤

先
掘

の
事
例

が

紹
介

さ
れ

て

い
る
。

⑳

い
は
ら

き
紙

の
見
出

し

の

み
掲
げ

れ
ば

、

○
石

炭
輸

送
軽
便

軌

道

神

の
山
、

関

本
炭

砿
申

請

(
昭
和

一
八

・
八

・

一
一
)
、
○
輸

送
力

の
増
強

へ

常
磐

炭

田
専

用
引
込

線
を

敷
設

(昭
和

一
九

・
三

・
二
三

)

⑳

日
本

経
済

研
究

所

「
石
炭

国
家
統

制

史
」
参

照

㎝

石
和

リ

ツ
氏

聞

き
書

き

「
県
民

の
生

活
聞

き
書

き
集
第

一
〇

号
」

⑳

い
は

ら
き

昭
和

一
六
年

八
月

三
日

⑳

い
は

ら
き

昭
和

一
九

年

八
月

一

一
日

6①

昭

和

一
七
年

一
二
月

一
三

日

の

い
は
ら

き
紙

に

つ
ぎ

の
記
事
が

あ

る
。

○
中

郷
無

煙
炭

に
半

島
人

来
住

多

賀
郡
南

中

郷
村
石

岡
中

郷
無

煙
炭

砿

に
十
三

日
半

島
人
百

名

が
石
炭

増

産
協
力

の
た
め
来

山
同

坑

に
永

住

従
業

す

る
事

に
な

っ

た
⑳

一
九
三
七
年

一
二
月

、
高

萩
警
察

署

管
内

に
坑

夫
が

七
人

い
た

と

の
記
録

が
あ

る

(相

沢

「
茨
城

県

に
お

け
る
朝

鮮
人

・
中
国

人

強
制
連

行

に
関
す

る

ノ
ー
ト

」
)。

ま
た
、

一
九

四

二
年

一

一
月

(茨

城
地
域

の
炭

砿

へ
の
最

初

の
朝

鮮

人
集

団
移

入

の
直

前

)
、
水

戸
区

裁
判

所

の
調
査

依
頼

に
対

し

て
磯

原
町

々
長

は

「十

一
月

一
日

現

在
当
町

二
居
住

ス

ル
朝

鮮

人
男

子

ハ
六
名

二
有
之

候
」

と
解
答

し

て

い
る

(北

茨
城

市
役

所
文

書

)
。
こ
の
朝
鮮

人
も

大
部

分
が

坑
夫

と
み

て
間
違

い
は
あ

る
ま

い
。

⑨

い
は

ら
き

昭
和

一
七
年

三

月

一
六
日
。

こ
の
記
事

に

よ
れ
ば

、

一
四

日
、
中

郷
無

煙
炭

に

「
百
名

相
当

長
期

の
予
定

で

入
山
」

し
、

一
七

日

に
は
櫛

形
炭

砿

へ

「
百
名

」

が
入
山

予
定

と
あ

る
。

㎝

一
九

四
四
年

八
月

一

一
日
閣
議

決
定

「樺
太

及
釧

路

二
於

ケ

ル
炭
砿

勤
労

者
資

材

等

ノ
急

速

転
換

二
関

ス

ル
件
」

個

「国

民
徴

用
令

二
依

ル
徴

用
申
請

ノ
件

」
と

い
う
文

書

が
そ

れ

で
、
「大
東

亜
戦

争

ノ
進
展

ト
共

二
石

炭
増

産

ノ
国
家

的
要

請

ハ
愈

々
其

ノ
度

ヲ
加

ヘ
ラ

レ
加

之
航

空
機

ノ
増

産
計

画

二
伴

ヒ
石
炭

ノ
増
産

需

用

ハ
益

々
増

大

シ

ツ

ッ
ア
ル
現
状

二
鑑

ミ
斯

ノ
増

産
目

的
完

遂

二
最

モ
不
可
欠

ナ

ル
労
働

力

ヲ
確
保

セ

ン
ガ
為

二
新

規
徴

用
申
請

」

に
及

ん
だ

と

い
う
理
由

を
述

べ
て

い
る
。

闘

「県

民

の
生

活
聞

き
書

き
集
第

一
六
号
」

G⑤

樽

戸
静
雄

氏
聞

き

取
り

↓
九

八
三
年

九
月

二

一
日

㎝

同

前

「一


