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次
大
戦
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後
の
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筑
豊
炭
市
場
の
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向
と
石
炭
企
業
あ
る
い
は

石
炭
商
間
の
競
争
関
係
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
石
炭
市
場
構
造
の

変
化
ー

競
争
的
市
場
構
造
か
ら
独
占
的
市
場
構
造
へ
の
ー

の
過
程
を
明
ら
か
に

(
1

)

す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

右
の
課
題
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た

っ
て
ふ
れ
て
お
く
べ
き
当
該
期
の
石
炭
産

業
研
究
の
業
績
と
し
て
は
次
の
二
つ
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

一
つ
は
、
松
元
宏

「石
炭
販
売
プ
ー
ル
制
の
成
立
と
そ
の
経
過

-

一
九

一
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
物

(
2

)

産
石
炭
販
売
の
特
質
に
つ
い
て
ー

」

で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
、
春

日
豊

コ

九

(
3

)

一
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
鉱
山
の
展
開
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
研
究
は
、
石

炭
生
産
シ
ェ
ア
お
よ
び
市
場
占
有
率
で
最
大
の
位
置
を
占
め
た
三
井
鉱
山
お
よ
び
三

井
物
産
の
活
動
の
分
析
を
通
し
て
三
井
の
優
位
性
を
実
証
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
当

該
期
の
石
炭
市
場
構
造
の
解
明
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
当
該
期
の
石
炭
市
場
構
造

の
特
質
は
、
後
に
本
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
需
要
構
造
の
変
容
と
そ
れ
に
と

も
な
う
企
業
間
競
争
関
係
の
流
動
化
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
特
質
を
最
も
顕
著
に

示
し
た
の
が
本
稿
で
対
象
と
す
る
筑
豊
炭
市
場
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
当
該
期
の
三

井
の
筑
豊
炭
に
関
す
る
市
場
占
有
率
は
、
業
界
ト
ッ
プ
の
座
は
維
持
し
た
と
は
い
え
、

大
幅
な
縮
少
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
三
井
の
優
位
性
も
当
該
期
の
市
場
構
造
の
変

容
の
下
で
そ
の
内
容
に
変
化
を
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
三
井
の
優

位
性
も
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
市
場
構
造
の
総
体
的
評
価
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
う
え
で
市
場
占
有
率
の
大
幅
な
縮
少
が
何
故
生
じ

た
の
か
、
市
場
占
有
率
の
縮
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
優
位
性
を
保
持
し
え
た
三
井
の
活

動
の
意
義
は
何
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本
稿
で
は
、
第

一
次
大
戦
前
後
の
時
期
の
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筑
豊
炭
市
場
の
構
造
を
ま
ず
総
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
主
要
課
題

を
設
定
し
、
主
要
企
業

(石
炭
商
)
の
活
動
の
実
態
に
関
し
て
は
そ
の
課
題
に
関
連

す
る
限
り
で
ふ
れ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
り
た
い
。
こ
う
し
た
課
題
と
の
関
連
で

い
え
ば
先
の
二
つ
の
研
究
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
在
す
る
。

ま
ず
松
元
氏
の
研
究
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
松
元
氏
は
、

一
九

一
二
～

一
七
年
に

実
施
さ
れ
た
三
井
物
産
、
貝
島
、
麻
生
に
よ
る
筑
豊
炭
販
売
プ
ー
ル
制
の
検
討
を
通

じ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
日
露
戦
後
の

一
九
〇
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、

出
炭
量
が
大
幅
に
増
え
、
さ
ら
に
需
要
の
停
滞
で
炭
価
が
低
迷
す
る
と
、
量
の
確
保

を
規
模
の
経
済
に
結
び

つ
け
る
た
め
に
販
売
条
件
の
改
善

・
強
化
に
よ

っ
て
石
炭
独

占
間
に
お
け
る
主
導
権
を
維
持
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ー
1
ー

(中

　
マ
マ
リ

略
)
ー
ー
ー
総
合
商
社
が
主
導
権
を
握

っ
た

一
種
独
得
の
カ
ル
テ
ル
共
販
組
織
で
あ

る
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
の
実
施
は
、
そ
れ
を
核
に
三
井
物
産
が
、
蔵
内
炭

(筑
豊
峰
地

炭
礦

)
、
北
海
道
炭
礦

汽
船
な
ど
の

一
手
販
売
を
引
受
け
、
石
炭
販
売
量
を
さ
ら
に

増
や
す
こ
と
を
可
能
と
し
、
石
炭
販
売
国
内
市
場
に
お
け
る
三
井
物
産
の
独
占
的
地

(
4

)

位
を
強
め
る
こ
と
に
な

っ
た
」
。
こ
こ
で
は
三
井
物
産
に
と

っ
て
の
筑
豊
炭
プ
ー
ル

制
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
松
元
氏
が

「
三
井
物
産
の
独

占
的
地
位
」
の
強
化

と
い
う
こ
と
に
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
実
施
の
意
義
を

み
て
お
ら

れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
は
貝
島
の
申
出

に
よ

っ
て
決
定
づ
け
ら
れ

た
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
解
散
の
意
義
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、

「
そ
れ

(プ
ー
ル
制
の
破
綻

i

引
用
者
)
は
財
閥
独
占
の
破
綻
を

い
み
す
る

も
の
で
は
な
い
。
商
品
流
通
独
占
と
金
融
独
占
と
を
支
配
の
挺
子
に
し
た
財
閥
の
産

(
4

)

業
独
占
は
、
以
後
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
く
」

、

「
貝
島
鉱
業
な
ど
筑
豊
に
お
け

る
地
場
資
本

の
自
立
は
、
財
閥
独
占
を
打
破
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
l
i
ー
貝
島
、

(
4

)

麻
生
ら
も
財
閥
独
占
を
構
成
す
る

一
員
に
上
昇
し
」

た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
先
の
三
井
物
産
の

「
独
占
」
と
い
う
議
論
と
は
異
な

っ
て

「
財
閥
独
占
」

が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
三
井
物
産
に
よ
る

「商
品
流
通
独
占
」

は
貝
島
、
麻
生
の

「自
立
」
に
よ

っ
て
も
ゆ
る
が
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
松
元
氏
の

「
独
占
」
概
念
に
は
検
討
を
要
す
る
問
題
が
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
今
は
そ
の
点
を
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
三
井
物
産
の

「商
品

流
通
独
占
」

(
こ
の
場
合
、

「
独
占
」
を
石
炭
市
場

で
の
圧
倒
的
優
位
性
と
解
す
る
)

が
、
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
の
成
立
か
ら
解
散
以
後
に
わ
た

っ
て
不
動

で
あ

っ
た
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
は
プ
ー
ル
あ
る
い
は
カ

ル
テ
ル
概
念
の
理
解
の
し
か
た
に
か
か
わ
る
が
、
も
と
も
と
カ
ル
テ
ル
な
ど
の
市
場

独
占
組
織
が
成
立
す
る
要
因
は
景
気
変
動
に
と
も
な
う
価
格
変
動
を
企
業
間
の
競
争

関
係
の
抑
制
に
よ

っ
て
回
避
し
利
潤
率
の
安
定
化
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
三
井
物
産
の
主
導
の
下

で
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
が
成
立
し
た
こ
と

自
体
、
三
井
物
産
の

「独
占
」
が
企
業
間
競
争
に
よ

っ
て
動
揺
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
菱
、
安
川
、
古
河
と
い

っ
た
他
の
有
力
企

業
と
の
競
争
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
三
井
物
産
に
対
す
る
債
務
関
係

を
精
算
し

一
手
販
売
権
に
よ
る
拘
束
を
脱
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
に
あ

っ
た
貝
島
、

麻
生
と
の
潜
在
的
な
競
争
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、

後
に
本
論
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ー
ル
制
成
立
時
に
は
安
川
、
古
河
等
が
市
場
占
有

率
を
拡
大
し
つ
つ
あ

っ
た
の
に
対
し
て
三
井
物
産
の
市
場
占
有
率
は
停
滞
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
プ
ー
ル
制
実
施
後
も
こ
う
し
た
傾
向
は
変
わ
ら
ず
三
井

物
産
の
市
場
占
有
率
は
停
滞
か
ら
縮
少

へ
と
転
じ
た
。
こ
の
点
は
三
菱
も
同
様
で
あ

っ

て
、
。フ
ー
ル
制
実
施
期
に
三
菱
の
市
場
占
有
率
は
縮
少
し

つ
つ
あ

っ
た
。
三
井
、
三

菱
の
主
導
下

で

=
二
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
三
井
、
三
菱
、
安
川
、
古
河
に

(
5

)

よ
る

「石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
も
こ
う
し
た
背
景
の
下
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
が
実
効
力
を
有
し
た
と
は
考
え
に

く
い
が
、
第

一
次
大
戦
の
影
響
下
で
石
炭
需
要
の
急
増
と
炭
価
の
急
騰
が
み
ら
れ
た

一
七

・
八
年
頃
に
は
プ
ー
ル
制
と
同
様
に
解
散
さ
れ
た
か
あ
る
い
は
実
効
力
を
失

っ

た
と
み
ら
れ
る
。
プ
ー

ル
制
解
散
後
の
三
井
物
産
の
市
場
占
有
率
は
、
貝
島
、
麻
生

の
自
売
開
始
、
有
力
企
業

(石
炭
商
)
と

の
競
争
に
加
え
て
市
場
拡
大
に
乗
じ
た
新

規
参
入
企
業

(石
炭
商
)
と
の
競
争
に
よ

っ
て
当
然
に
も
大
幅
な
縮
少
を
み
る
こ
と

に
な

っ
た
。
プ
ー
ル
制
解
散
後
に
お
け
る
こ
の
三
井
物
産
の
市
場
占
有
率
の
縮
少
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
崎
広
明
氏
が
指
摘
さ
れ
た
休
戦
シ
ョ
ッ
ク
お
よ
び
ブ
ー

(
6

)

ム
の
崩
壊
を
予
期
し
た
三
井
物
産
の
堅
実
主
義
的
な
経
営
政
策
の
実
施
あ
る
い
は
春

(
7

)

日
氏
が
指
摘
さ
れ
た
三
井
鉱
山
に
お
け
る
生
産
上
の
制
約
の
影
響
な
ど
を
考
慮
に
入

れ
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
が

、
し
た
が

っ
て
必
ず
し
も
他
企
業

(石
炭

商
)
と
の
競
合
に
よ

っ
て
の
み
市
場
占
有
率
の
縮
少
が
生
じ
た
と
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
で
あ
る
が
し
か
し
、
当
該
期
に
三
井
物
産
の
優
位
性
に
動
揺
が
生
じ
て
い

た
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
筑
豊
炭
プ
ー

ル
制
実
施
期
間
前
後
の
時
期
に
は
三
井
物
産
の
市
場
占
有
率
は
他
企
業

(
石
炭
商
)

と
の
競
争
関
係
の
下
で
大
き
く
変
動
し
た
。
こ
の
市
場
占
有
率
の
変
動
か
ら
た
だ
ち

に
三
井
物
産
の
優
位
性
が
失
わ
れ
た
と
判
断
す
る
の
は
早
計
に
す
ぎ
る
が
、
松
元
氏

の
提
示
さ
れ
た
三
井
物
産
に
よ
る
石
炭

「
商
品
流
通
独
占
」
の
内
実
が
必
ず
し
も
第

一
次
大
戦
前
後
の
時
期
の
石
炭
市
場
構
造
と
そ
の
下
で
の
三
井
物
産
の
活
動
実
態
を

ふ
ま
え
た
も
の
と
は
な

っ
て
お
ら
ず
、
不
明
僚
な
規
定
で
あ
る
と
は
い
え
る
で
あ
ろ

う
。春

日
氏
の
研
究
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
で
き
よ
う
。
春
日
氏
は
三

井
鉱
山
の
設
備
投
資
の
動
向
を
分
析
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

コ

九

一
〇
年
代
と
り
わ
け
第

一
次
大
戦
期
に
お
け
る
設
備
投
資
は
、
最
も
費
用
の
か
か
る

新
規
の
開
坑
が
少
な
く
、
採
炭
過
程

へ
の
機
械
の
導
入
に
よ
る
生
産
過
程
の
全
面
的

再
編
も
行
わ
れ
な
か

っ
た
か
ら
、
そ
の
後
の
時
期
と
比
較
し
て
起
業
費
関
係
の
資
金

需
要
は
少
な
か

っ
た
。
1
-
1

(中
略
)
ー
l
l
こ
の
た
め
に
大
戦
期
の
三
池
、
田

川
の
膨
大
な
利
益
は
、
炭
礦
外
の
新
規
事
業

(多
角
化
の
推
進
)
や
新
た
な
鉱
区
の

(
8

)

購
入
な
い
し
有
価
証
券
の
所
有
な
ど
に
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
」

春
日
氏
の

議
論
の
な
か
で

「
採
炭
過
程

へ
の
機
械
の
導
入
に
よ
る
生
産
過
程
の
全
面
的
再
編
」

が
行
わ
れ
な
か

っ
た
根
拠
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
当

該
期
の
三
井
鉱
山
の
実
態

(
"
生
産
性
の
低
下
)
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
論
点

を
な
す
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
は
橋
本
寿
朗
氏
の
大
戦
に
も
と
つ
く
鉄

材
、
機
械
類
の
輸
入
途
絶
に
よ
る
鉱
山
機
械

の
急
騰
と
電
力
不
足
が
大
き
な
制
約
と

(
9

)

な

っ
て
い
た
と
い
う
指
摘

が
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ

、
こ
の
指
摘

は
未
だ
実
証
的
に
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
し
こ
こ
で
の
論
述
の
主
題
で
は
な
い

の
で
論
を
進
め
る
と
、
春
日
氏
は
三
井
鉱
山
の
設
備
投
資
の
制
約
に
よ

っ
て
積
極
化

し
た
有
価
証
券
投
資
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
三
井
鉱
山
の
他

炭
礦

へ
の
有
価
証
券
投
資
は
、
1
-
1

(中
略
)
1
ー
ー
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
三
井
物

(10
)

産
の
石
炭
市
場
支
配
の
要
請
に
基
づ
い
て
い
た
。
」

と

い
う
の
も
、
三
井
物
産
の

石
炭
市
場
支
配
は

一
九

一
〇
年
代
と
く
に
大
戦
期
に
入
る
と
二
つ
の
側
面
か
ら

一
定

の
限
界
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
新
た
な
市
場
支
配
の
方
法
と
し
て
有
価
証
券

投
資
に
よ
る
他
企
業
支
配
が
必
要
に
な

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

一
定
の
限
界
と
は
、

「第

一
に
こ
れ
ま
で
三
井
物
産
は
前
貸
金
融
な
い
し
起
業
資
金
の
貸
付

(
三
井
銀
行

と
提
携
)
に
よ

っ
て
石
炭

一
手
販
売
権
を
獲
得
し
、
流
通

・
市
場
支
配
の
手
段
と
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
い
た
が
、
第

一
次
大
戦
に
な
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
有
効
な
手
段
た
り

得
な
く
な

っ
た
こ
と
、
第
二
に
日
露
戦
後
の
重
化
学
工
業
の
発
展
に
伴

っ
て
国
内
石

炭
市
場
が
拡
大
し
、
従
来
の
三
池
、
筑
豊
偏
重
の
石
炭
取
扱
い
で
は
三
井
物
産
の
内

一28
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(
11

)

外
石
炭
市
場
の
掌
握
が
困
難
に
な

っ
て
き

た
こ
と
」

(
傍
点
引
用
者
)
の
二
点

で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
有
価
証
券
投
資

(
"
株
式
投
資
)
積
極
化
の
根
拠

を
め
ぐ
る
春
日
氏
の
議
論
で
ま
ず
第

一
の
難
点
は
、
松
元
氏
と
同
様
に
、
三
井
物
産

を
め
ぐ
る
企
業

(石
炭
商
)
間
競
争
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ

る
。
春
日
氏
が
三
井
物
産
の
市
場
支
配
の

限
界
と
し
て
第

一
の
点
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

一
手
販
売
権
の
獲
得
が
貸
付
の
み

に
よ

っ
て
は
困
難
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、

一
手
販
売
権
の
獲
得
に
よ
る
市

場
支
配
自
体
が
困
難
に
な

っ
た
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
前
述
し
た
筑
豊
炭

プ
ー
ル
制
の
事
例
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
プ
ー
ル
制
と
は

一
手
販
売
権
の
獲
得
自

体
が
困
難
と
な

っ
て
い
た
が
た
め
に
三
井
物
産
が
提
唱
し
た
政
策
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
は
貝
島
、
麻
生
と
い

っ
た
企
業
の
競
争
力
が
潜
在
的
に
強
化
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
の
実
施
に
も
か
か
わ
ら

ず
三
井
物
産
が
前
述
の

「石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
を
提
唱
す
る
の
も
他
企
業
と
の

競
争
の
激
化
に
よ

っ
て
従
来
の
市
場
支
配

に
動
揺
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

一
手
販
売
権
を
通
じ
た
市
場
支
配
の
方
法
自
体
が
困
難
と
な
っ

て
い
た
が
故
に
プ
ー
ル
制
あ
る
い
は

「石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
と
い
っ
た
独
占
組

織
を
通
じ
た
競
争
の
抑
制
に
よ
る
優
位
性

の
維
持

(
シ

ェ
ア
の
安
定
)
の
方
法
が
模

索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
株
式
投
資
に
よ
る
企
業
支
配
は
そ
う
し
た
独
占
組
織
の
な
か

で
三
井
物
産
が
主
導
権
を
と

っ
て
い
く
う
え
で
重
要
な
政
策
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

春
日
氏
の
議
論
の
第
二
の
難
点
は
、
三
井
物
産
の
市
場
支
配
の
限
界
に
つ
い
て
い

わ
れ
て
い
る
第
二
の
点
に
か
か
わ
る
。
春

日
氏
は
そ
の
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
、

「
三
井
物
産
の
内
外
市
場
の
掌
握
が
困
難

に
な

っ
て
き
た
こ
と
」
の
内
容
に
関
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「石
炭
市
場
の
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
国
内
需

要
の
増
大
に
よ

っ
て
、
石
炭
業
は
輸
出
産
業
か
ら
輸
入
産
業

へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
り
、

輸
出
炭
の
大
宗
で
あ

っ
た
筑
豊
炭
は
内
需
化
し
た
。
こ
の
た
め
に
香
港
、
上
海
を
中

心
と
す
る
東

ア
ジ
ア
市
場
を
ど
の
よ
う
に
掌
握
す
る
か
が
三
井
物
産
の

一
つ
の
課
題

と
な

っ
た
。
さ
ら
に
国
内
需
要
が
急
速
に
発
展
し
、
そ
れ

へ
の
対
応
も
課
題
と
な

っ

(
12

)

た
」

。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
三
井
物
産
を
め
ぐ

る
単
な
る
石
炭
市
場
の

状
況
で
あ

っ
て
、
三
井
物
産
の
対
応
を
規
定
し
た
具
体
的
な
市
場
的
背
景

(要
因
)

(
12

)

で
は
な
い
。
だ
が
、

「
北
海
道
、
樺
太

へ
の
進
出
」

を

「
海
外
石
炭
業

へ
の
三
井

(
12

)

の
進
出
を
開
始
」

さ
せ
る
の
は
、
石
炭
産
業
が
輸
入
産
業
化
し
国
内
需
要
が
拡
大

し
た
と
い
う
よ
う
な
石
炭
市
場
の
変
容
が
三
井
物
産
の
従
来
の
販
売
市
場
に
与
え
た

具
体
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ

っ
て
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
三
井
物
産
の
活
動
を

規
定
し
た
市
場
的
な
要
因
に
つ
い
て
の
議
論
は
三
井
物
産
の
販
売
市
場
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
分
析
を
ふ
ま
え
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
従
来
の
研
究
に
対
す
る
反
省
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
第

一
次
大
戦

前
後
に
お
け
る
石
炭
市
場
と
企
業
間
競
争
の
状
況
を
筑
豊
炭
市
場
を
対
象
と
し
て
具

体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、
石
炭
市
場
の
状
況
に
関
し
て
は
各

市
場
の
実
態
に
た
ち
い
っ
た
検
討
を
行

っ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
、
企
業
間
競
争
の

状
況
に
関
し
て
も
前
述
し
た
よ
う
に
各
企
業
の
活
動
実
態
あ
る
い
は
経
営
実
態
の
た

ち
い
っ
た
検
討
は
行

っ
て
い
な
い
。
当
該
期
の
石
炭
市
場
構
造
の
概
括
的
な
理
解
を

提
示
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
今
後
の
本
格
的
な
研
究
の
た

め
の

「予
備
的
考
察
」
で
あ
る
。

本
論
に
入
る
前
に
筑
豊
炭
市
場
を
問
題
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お

く
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第

一
に
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

当
該
期
に
お
け
る
日
本
炭
の
最
大
供
給
炭
が
筑
豊
炭
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

筑
豊
炭
の
対
全
国
出
炭
比
を
示
す
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
九
〇
九
年
が
七
四
七

万

二
千
ト
ン
で
四
九

・
七
%
、

一
四
年
が
千
三
四
万

一
千
ト
ン
で
四
八

・
七
%
、

「29}



一
九
年
が
千
二
八
〇
万
ト
ン
で
四
〇

・
九
%
、
二
四
年
が
千
二
二
=

万
五
千
ト
ン
で

(13
)

四
〇

・
九
%
、
二
九
年
が
千
二
七
九
万
六
千
ト
ン
で
三
七

・
四
%

。
た
だ

、
筑
豊

炭
は
第

一
次
大
戦
期
に
急
激
に
そ
の
シ
ェ
ア
縮
少
さ
せ
、
以
降
も
回
復
は
し
て
い
な

い
。
こ
れ
は
、
筑
豊
炭
自
体
の
老
朽
化
と

コ
ス
ト
ア
ッ
プ
に
も
と
つ
く
競
争
力
の
低

下
お
よ
び
第

一
次
大
戦
期
に
急
速
に
進
展
し
た
北
海
道
炭
の
開
発
に
よ
る
も
の
で
あ

っ

た
が
、
依
然
と
し
て
筑
豊
炭
が
最
大
供
給
炭
で
あ

っ
た
こ
と
に
は
ち
が
い
が
な
い
。

第
二
に
、
企
業
間
協
調
の
動
き
は
筑
豊
炭
市
場
で
最
も
早
く
進
展
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
筑
豊
炭
の
競
争
力
の
低
下
と
い
っ
た
事
態
と
大
き
く
関

連
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
の
課
題
と
す
る
独
占
的
市
場
構
造
の
形
成
過
程
を
問

題
と
す
る
場
合
、
ま
ず
筑
豊
炭
市
場
を
分
析
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

筑
豊
炭
市
場
を
対
象
と
す
る
根
拠
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
石
炭
市
場
を
問

題
と
す
る
場
合
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
石
炭
市
場
の

地
域
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
筑
豊
炭
市
場
に
関
し
て
い
え
ば
、
国
内
市
場
で
は
筑

豊
炭
の
市
場
は
東
京
以
西
と
く
に
関
西
以
西
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
運
輸

コ

ス
ト
の
問
題
に
大
き
く
か
か
わ

っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
条
件
は
筑
豊
炭
の
競
争
炭

で
あ
る
北
海
道
炭
も
同
様
で
あ

っ
て
、
北
海
道
炭
の
進
出
も
主
と
し
て
東
京
以
北
に

限
定
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
が
石
炭
市
場
を
考
察
す
る
に
際
し
て
筑
豊
炭
市
場
を
独
自

に
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
う
る
の
は
そ
う
し
た
市
場
圏
の
存
在
が
前
提
と
な

っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
市
場
圏
の
存
在
に
規
定
さ
れ
て
前
述
し
た
筑
豊
炭
の
競

争
力
の
低
下
と
い

っ
た
事
態
も
関
西
以
西
の
市
場
で
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
て
あ
ら
わ

れ
て
お
り
、
筑
豊
炭
の
仕
向
地
の
う
ち
で
関
西
以
西
の
市
場
は
大
き
な
位
置
を
占
め

続
け
た
。
本
稿
で
の
主
た
る
検
討
対
象
が
関
西
市
場

で
あ
る
の
は
そ
う
し
た
根
拠
に

も
と
つ

い
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
二
〇
年
代
後
半

に
は
関
西

の
港
湾

の
整
備

・
拡

張
、
汽
船
運
搬
能
力
の
上
昇
に
よ
る
運
輸
コ
ス
ト
の
低
下
な
ど
に
よ
っ
て
北
海
道
炭

が
関
西
市
場
に
進
出
し
て
関
西
市
場
に
お
け
る
筑
豊
炭
の
地
位
は
幾
分
低
下
す
る
こ

(14

)

と

に

な

っ
た

。

二
、
第

一
次
大
戦
前
後
の
筑
豊
炭
市
場

ま
ず
、
第

一
次
大
戦
前
後
の
筑
豊
炭
市
場
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
大
戦
前
、

大
戦
中
、
大
戦
後
の
三
期
に
区
分
し
て
検
討
す
る
。

表
1
に
よ
れ
ば
、
大
戦
前
の
筑
豊
炭
の
需
要
は

一
九
〇
九
年
か
ら

一
四
年
の
間
に

六
三

一
万
二
千
ト
ン
か
ら
九
〇
九
万
七
千
ト
ン
へ
と
著
し
く
増
加
し
た
。
増
加
率
で

い
え
ば
四
四

・
一
%
も
の
拡
大
で
あ

っ
た
。
こ
の
需
要
の
伸
び
を
支
え
た
の
は
主
と

し
て
内
船
焚
料
、
鉄
道
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
需
要
の
拡
大
で
あ

っ
た
。
特
に
、
内
船

焚
料
用
炭
需
要
は
〇
九
年
の
三
五
万
四
千
ト
ン
か
ら

一
四
年
の

一
一
六
万
八
千
ト
ン

へ
と
二
二
九

・
九
%
も
の
急
拡
大
で
あ

っ
た
。
こ
の
内
船
焚
料
用
炭
需
要
の
拡
大
は
、

一
八
九
六
年
公
布
の
航
海
奨
励
法
、

一
九
〇
九
年
公
布
の
遠
洋
航
路
補
助
法
を
通
じ

た
政
府
の
海
運
助
政
政
策
に
よ
る
航
路
網

(特
に
定
期
航
路
)
の
拡
張
と
そ
れ
に
と

(15
)

も
な
う
船
腹
保
有
量
の
増
加
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

っ
た
。

鉄
道
用
炭
需
要
の
拡

大
は
、

一
九
〇
六
年
の
鉄
道
国
有
化
後
の
鉄
道
建
設
の
進
展
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ

た
。
八
幡
製
鉄
所
用
炭
需
要
の
拡
大
は
、
日
露
戦
後
の
第

一
期

(
一
九
〇
六
～
〇
九

年
度
)

・
第

二
期

(
一
九

=

～

一
五
年
度
)
拡
張
計
画
に
も
と
つ
く
八
幡
製
鉄
所

の
拡
充
に
と
も
な
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
需
要
の
急
拡
大
に
対
し
て
供
給
す
る
企
業

(石
炭
商
)
の
対
応
は
ど
う

で
あ

っ
た
の
か
。
表
2
に
よ
れ
ば
、

=

年
以
前
の
時
期
の
動
向
が
資
料
的
制
約
で

不
明
の
た
め

一
二
年
と

一
四
年
を
比
較
し
て
検
討
す
る
が
、
上
位
企
業

(石
炭
商
)

一30一



表
1
筑
豊
炭
需
要

(

ア

(千トン,%))

 

資
料
:
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
要
覧
』
(
各
年
版
)
、
同
「
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
月
報
』
(
1
1
7
号
)
,
若
松
石
炭
商
同
業
組
合
『
若
松
石
炭
商
同
業
組
合
統
計
表
』
(
各
年
版
)
。
注
:
下
段
(
)
内
は
増
減
率
。

。

に
関
し
て
い
え
ば
三
井
の
販
売
量
は
停
滞
的

で
あ
り
、
三
菱
は
販
売
量
を
減
少
さ
せ
、

市
場
占
有
率
も
二

・
四
ポ
イ
ン
ト
縮
少
さ
せ
た
。
表
3
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
は

三
井
の
出
炭
量
は
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
三
井
が

一
手
販
売
権
を
も

っ
て
い
た
貝

島
、
麻
生
、
蔵
内
の
出
炭
量
も
増
加
し
て
い
た
。
三
菱
も
こ
の
時
期
に
出
炭
量
を
増

加
さ
せ
て
い
る
。
出
炭
量
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
販
売
量
が
停
滞
、
減
少
を
示
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
企
業
が
販
売
市
場
で
の
競
争
に
お
い
て
後
退
し
て
お

り
市
場
の
拡
大
に
対
応
し
え
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
三
井
物
産

の
提
唱
に
も
と
つ
く
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
の
実
施
は
、
こ
う
し
た
販
売
市
場

で
の
停
滞

状
況
に
対
す
る
対
策
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
三
井
合
名
、
三
井
鉱
山
を
介
し
た
北
炭
の

経
営
権

の
取
得

(
一
九
一
三
年
)
を
中
心
と
す
る
北
海
道
進
出
は
こ
う
し
た
筑
豊
炭

(16
)

市
場
で
の
停
滞
を
東
京
以
北
の
市
場
で
打
開
す
る
対
策
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ

に
対
し
て
安
川
、
古
河
は
販
売
量
を
増
加
さ
せ
市
場
占
有
率
も
わ
ず
か
な
が
ら
拡
大

さ
せ
た

(安
川
は
○

・
一
ポ
イ
ン
ト
、
古
河
は

一
・
三
ポ
イ
ン
ト
の
拡
大
)
。
三
井
、

三
菱
の
市
場
占
有
率
の
停
滞
、
縮
少
に
対
す
る
安
川
、
古
河
の
拡
大
と
い
っ
た
状
況

は
上
位
企
業
間
で
の
競
争
を
推
測
さ
せ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
三
井
、
三
菱
の

主
導
下
で
の
前
述
し
た

「
石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
成
立
の
背
景

で
あ
る
と
考
え
る

の
だ
が
、
こ
の
時
期
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
新
規
参
入
企
業

(石
炭
商
)
の
出

現
で
あ
ろ
う
。
表
2
に
よ
れ
ば
、
横
浜
、
宗
像
、
今
西
と
い

っ
た
石
炭
商
が
登
場
し



表2石 炭 商 取 扱 量

(千 トン,%)

1912

井 三 菱 安川 ・松本

3,156

(31.0)

2,153

(21.2)

863

(8.5)

古 河

646

(6.3)

佐 藤

600

(5.9)

松 川

423

(4.2)

住 友

216

(2.1)

伊藤 商

142

(1.4)

岩 瀬

142

(1.4)

三 好

91

(0.9)

木 屋 瀬

91

(0.9)

小 計

8,523

(83.8)

筑 豊 計

10,174

(100.0)

14

こ 井 三 菱 安日1・松本 古 河 佐 藤 住 横 浜 松 川 岩 瀬 宗 像 今 西 小 計 筑 豊 計

3,156

(31.0)

1,910

(18.8)

877

(8.6)

773

(7.6)

211

(2.0)

207

(2.0)

199

(2.0)

188

(1.8)

167

(1.6)

125

(1.2)

103

(1.0)

7,911

(77.7)

10,177

(100.0)

19

三 井 三 菱 占 河 切 日・松本 中 島 佐 帝 国 麻 生 山 下

2,568

(21.5)

1,319

(ll.1)

81癒

(6.8)

782

(6.5)

507

(4.2)

374

(3.1)

369

(3.1)

324

(2.7)

313

(2.6)

松昌洋行 三 好 宗 像 貝 島 小 計 筑 豊 計

313

(2.6)

300

(2.5)

292

(2.4)

227

(1.9)

8,496

(71.0)

11,966

(100.0)

24

三 井

1,796

(14.3)

菱

1,730

(13.7)

貝 島

1,174

(9.3)

安川・松本

1,121

(8.9)

古 河

950

(7.6)

帝 国 麻 生.

766

(6.1)

389

(3。1)

住 友

295

(2.3)

三 好

234

(1.9)

山 下 佐 藤 中 島 小 計 筑 豊 計

170

(1.3)

169

(1.9)

159

(1.3)

8,953

(71.0)

12,601

(100.0)

資料:筑 豊石炭鉱業組合 『筑豊石炭鉱業組合月報』(各 号)

注:(1)1912年 は4月 、6月 分が欠除 してい るため平均月割数量 を加算 して推計。

(2)1914年 は1月 分が欠除 しているた め 〃 。



表3企 業 別 出 炭 量
(千 トン,%)

1910

年

三 菱 三 井

1,353

(17,3)

1,276

(16.3)

貝 島

941

(12.0)

明 治

872

(11.2)

古 河

541

(6.9)

農 商

373

(4.8)

麻 生

361

(4。6)

住 友

325

(4.2)

豊 前

297

(3.8)

蔵 内

227

(2.9)

海 軍

184

(2.4)

伊藤 伝

134

(1。7)

岩 崎

114

(1.5)

小 計

6,998

(89.6)

筑豊出炭計

7,811

(100.0)

≠
菱

1,614

(15.6)

明 治

1,143

(11.1)

貝 島

1,070

(10.3)

蔵 内

930

(9.0)

占 河

627

(6.1)

農 商

594

(5.7)

麻 生

508

(4.9)

大 正

447

(4.3)

住 友

409

(4.0)

堀

269

(2.6)

三 好

207

(2.0)

中 野

175

(1.7)

小 計

9,755

(94.3)

筑豊出炭計

10,341

(100.0)

三 菱 三 井 貝 島 蔵 内 中 島 明 治 古 河 農 商 麻 生 大 正 住 友 三 好 帝 国 小 計 筑豊出炭計

19
1,498

(11.7)

1,482

(11.6)

1,299

(10.1)

1,260

(9.8)

937

(7.3)

908

(7.1)

726

(5.7)

668

(5.2)

664

(5.2)

481

(3.8)

347

(2.7)

328

(2.6)

273

(2.1)

10,871

(84.9)

12,800

(100.0)

24

三 菱 貝 島 二 井 農 商 明 治 蔵 内 帝 国 麻 生 中 島 大 正 古 河 住 友 三 好 小 計 筑豊出炭言

1,814

(14.7)

1,585

(12.9)

1,491

(12.1)

1,076

(8.7)

1,046

(8.5)

928

(7.5)

690

(5.6)

670

(5.4)

528

(4.3)

512

(4.2)

485

(3.9)

431

(3.5)

266

(2.2)

11,522

(93.4)

12,315

(100.0)

資料:農 商務省鉱山局 『本邦鉱業一班』(明 治43年),同 『本邦鉱業 ノ趨勢』(大 正3,8,13年),

筑豊石炭鉱業会 『筑豊石炭鉱業会50年 史』。



て
い
る
し
、
ま
た
、
上
位

=

企
業
の
市
場
占
有
率
の
縮
少

(八
三

・
八
%
か
ら
七

七

・
七
%

へ
の
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
そ

の
他
の
中
小
企
業

(石
炭
商
)
の
参
入
が

あ

っ
た
。
市
場
拡
大
に
対
応
し
た
の
は
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
中
小
企
業

(石
炭
商
)

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
中
小
企
業

(石
炭
商
)
の
参
入
も
三
井
、
三
菱
の

販
売
力
を
制
約
し
た
要
因
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
後
の
時
期
と
の
比
較
で
い
え
ば
、

市
場
占
有
率
の
変
動
状
況
か
ら
み
て
上
位
企
業
に
関
し
て
は
こ
の
時
期
の
企
業
間
競

争
の
動
向
は
市
場
の
拡
大
傾
向
の
下
で
比
較
的
安
定
的
な
展
開
を
示
し
た
と
評
価
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
大
戦
中
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
需
要
は
、
表
1
に
よ
れ
ば
、
全
体
と
し
て

は
前
の
時
期
に
ひ
き
続
い
て

一
層
の
増
加
を
示
し
た
。

一
四
年
の
九
〇
九
万
七
千
ト

ン
か
ら

一
九
年
の
一
一
六
三
万
九
千
ト
ン

へ
と
二
七

・
九
%
の
拡
大
で
あ

っ
た
。
こ

の
需
要
の
増
加
を
支
え
た
の
は
八
幡
製
鉄
所
、
国
内
海
送

(門
司
あ
る
い
は
若
松
か

ら
国
内
各
港
に
送
ら
れ
た
)
用
炭
需
要
の
増
加
で
あ

っ
た
。
八
幡
製
鉄
所
用
炭
は
二

=
二
・
一
%
も
の
拡
大
で
あ
り
、
国
内
海
送
用
炭
は
五
五

・
四
%
の
拡
大
で
あ

っ
た
。

国
内
海
送
用
炭
の
う
ち
大
阪
向
け
は
こ
の
時
期
に
八
六

・
四
%
も
の
拡
大
を
示
し
国

内
海
送
用
炭
需
要
の
二
〇

・
二
%
を
占
め

る
こ
と
に
な

っ
た
。
八
幡
製
鉄
所
用
炭
需

要
の
増
加
は
、
第

一
期

・
第
二
期
拡
張
計
画
に
ひ
き
続
く
第
三
期
拡
張
計
画

(
一
六

～
二

一
年
度
)
に
も
と
つ
く
八
幡
製
鉄
所

の
拡
充
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
た

だ
、
こ
の
時
期
の
石
炭
供
給
は
か
な
り
劣
悪
炭
を
含
ん
で
お
り
、
八
幡
製
鉄
所

の
石

(17
)

炭
消
費
は
効
率
的
に
は
低
下
し
て
い
た
。
国
内
海
送
用
炭
需
要
の
増
加
は
、
大
戦
ブ
ー

(18
)

ム
下
で
の
諸
産
業
の
成
長
に
と
も
な
う
も

の
で
あ

っ
た
。
大
阪
市
場
で
は
、
後
の
表

5
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
電
気

・
鉄
道

・
紡
績
用
炭
を
中
心
に
需
要
が
増
加
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
の
需
要
の
動
向
で
注
目
す
べ
き
は
輸
出
、
外
船
焚
料
用
炭
需
要

の
急
減
に
よ
る
石
炭
需
要
構
造
の
変
容
で
あ

っ
た
。
輸
出
は

一
四
年
の

一
六
四
万
六

千
ト
ン
か
ら

一
九
年
の
六
二
万
八
千
ト
ン
へ
と
六

一
・
八
%
の
減
少
で
あ
り
、
外
船

焚
料
用
炭
は

一
四
年
の
四
四
万
四
千
ト
ン
か
ら

一
九
年
の

一
四
万
八
千
ト
ン
へ
と
六

六

・
七
%
の
減
少
で
あ

っ
た
。
外
船
焚
料
用
炭
需
要
の
減
少
は
戦
時
下
で
外
国
船
舶

の
出
回
り
が
急
減
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
輸
出
の
減
少
は
、
開
ラ
ン
炭

な
ど
の
中
国
炭
の
進
出
に
よ

っ
て
輸
出
市
場
が
圧
迫
さ
れ
た
こ
と
、
国
内
産
業
の
成

長
に
と
も
な

っ
て
石
炭
産
業
が
内
需
産
業
化
し
た
こ
と
、
国
内
船
舶
需
要
の
拡
大
に

(19
)

よ

っ
て
海
外
石
炭
輸
送
船
の
不
足
が
生
じ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ

の
石
炭
輸
送
船
の
不
足
は
国
内
で
も
深
刻
で
あ

っ
て
、
図
1
み
ら
れ
る

一
六

・
七
年

以
降
の
炭
価
の
暴
騰
は
単
に
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
輸
送

(20
)

船
不
足
に
よ
る
供
給
制
約
と
運
賃
の
急
騰
を
も
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
需
要
の
動
向
に
対
し
て
こ
の
時
期
に
は
企
業
の
側
に
も
大
き
な
変
動
が

生
じ
た
。
表
2
に
よ
れ
ば
、
需
要
の
増
加
に
対
応
し
た
の
は
宗
像
、
山
下
、
古
河
で

あ

っ
た
。
宗
像
の
販
売
量
は

一
四
年
か
ら

一
九
年
の
間
に
倍
以
上
の
増
加
、
山
下
は

=

万
四
千
ト
ン
、
古
河
は
三
万
五
千
ト
ン
の
増
加
で
あ

っ
た
。
市
場
占
有
率
で
も

宗
像
は

一
・
二
ポ
イ
ン
ト
、
山
下
は
○

・
六
ポ
イ
ン
ト
の
拡
大
で
あ

っ
た
。
だ
が
古

河
は
次
の
よ
う
な
新
規
参
入
企
業

(石
炭
商
)
の
急
増
の
影
響
を
う
け
て
市
場
占
有

率
と
し
て
は
○

・
八
ポ
イ
ン
ト
の
縮
少
を
示
し
た
。
需
要
の
増
加
と
炭
価
高
騰
に
乗

じ
て
こ
の
時
期
に
参
入
し
た
企
業

(石
炭
商
)
は
中
島
、
帝
国
、
松
昌
洋
行
、
麻
生
、

貝
島
、
三
好
で
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
麻
生
は

一
七
年
に
三
井
物
産
と
の
筑
豊
炭
プ
ー

ル
制
か
ら
離
脱
し
て
自
売
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
り
貝
島
も

一
部
自
売
を
行

っ
た
の

(
21

)

で
あ

っ
た

。
三
好
も
こ
の
時
期
に
三
井
物
産
の

一
手
販
売
か
ら
離
脱
し
て
自
売
を

(22
)

行

っ
た

。
こ
の
結
果
、
三
井
物
産
が

一
手
販
売
権
を
掌
握
し
て
い
る
企
業
は
筑
豊

炭
で
は
蔵
内
、
内
藤
の
み
と
な

っ
た
。

一
手
販
売
権
を
通
じ
た
三
井
物
産
の
市
場
支

配
は
こ
の
時
期
に
動
揺
し

つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
前
期
に
ひ
き
続
く
北
海
道

へ
の

一一



図1炭 価 お よ び 貯 炭

503

oo3

資料:「 大阪市統計書』 、 「若松石炭商同業組合統計表』 、 「筑豊石炭鉱業要覧』 の各年版 。
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進
出

(釧
路
、
砂
川
)
、
常
磐
炭
に
関
す
る

一
手
販
売
権
の
取
得
は
こ
う
し
た
状
況

(23
)

に
対
す
る
対
応
で
あ

っ
た

。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
新
規
参
入
企
業
の
市
場
占
有
率

の
総
計
は
二
二

・
○
%
で
あ
り

一
大
勢
力
と
な

っ
た
が
、
そ
の
他
の
企
業
を
含
め
て

こ
の
時
期
に
新
規
参
入
し
た
中
小
企
業

(
石
炭
商
)
の
販
売
力
の
拡
張
は
上
位
企
業

の
販
売
力
を
著
し
く
制
約
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
れ
ら
の
企
業
の
市
場
拡
大

へ
の

対
応
を
制
約
し
た
の
で
あ
る
。

一
四
年
か
ら

一
九
年
の
間
に
三
菱
は
五
九
万

一
千
ト

ン
、
安
川
は
九
万
五
千
ト
ン
、
三
井
は
五
八
万
五
千
ト
ン
と
各
々
販
売
量
を
減
少
さ

せ
た
。
そ
の
結
果
、
市
場
占
有
率
も
各
々
七

・
七
ポ
イ
ン
ト
、
二

.
一
ポ
イ
ン
ト
、

九

・
五
ポ
イ
ン
ト
縮
少
し
た
。
三
井
の
場
合
、
販
売
量
の
減
少
は
前
述
の

一
手
販
売

権
の
喪
失
に
よ
る
影
響
も
大
き
い
の
で
あ

る
が
、
上
位
企
業
に
お
け
る
販
売
力
の
低

下
を
規
定
し
た
要
因
し
て
は
採
炭
部
面

で
の
制
約
の
存
在
も
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
3
に
よ
れ
ば
、

一
四
年
か
ら

一
九
年
の
間
に
三
菱
が

=

万
六
千
ト
ン
、
安
川

(明
治
)
が

二
一二
万

五
千
ト
ン
、
三
井
が

二
万
ト
ン
各
々
出
炭

量
を
減
少
さ
せ
た
。
こ
の
出
炭
量
減
少
の
要
因
と
と
し
て
は
各
企
業
個
別
の
要
因
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

(例
え
ば

一
四
年

一
二
月
の
三
菱
方
城
炭
礦

の
ガ

ス
爆
発

(
24

)

事
故
な
ど
)
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
小
企
業
の
続
出
よ

っ
て
労
働
力
移
動
が
激
化

(25
)

し
た
こ
と
に
も
と
つ
く
労
働
力
不
足
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
も
ま
た
企
業
間
競
争
の
激
化
を
示
す
事
態
で
あ

っ
た
が
、
需
要
の
変
容

・
拡
大

と
炭
価
の
急
騰
下
で
の
企
業
間
競
争
の
激
化
と
い
う
こ
の
時
期
の
市
場
的
背
景
の
下

で
は
各
企
業
と
も
自
社
炭
の
販
路
の
確
保

・
拡
大
に
よ
る
よ
り
高
利
潤
の
追
求
に
急

で
あ

っ
て
競
争
の
抑
制
に
よ

っ
て
利
潤
率

の
安
定
化
を
追
求
す
る
カ
ル
テ
ル
が
機
能

す
る
条
件
を
欠
い
て
い
た
。
三
井
物
産
の
主
導
で
成
立
し
た
筑
豊
炭
プ
ー
ル
制
お
よ

び

「石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
が
十
分
に
機
能
し
え
な
い
ま
ま
破
綻
し
恒
常
的
な
組

織
た
り
え
な
か

っ
た
根
拠
は
そ
こ
に
あ

っ
た
。
条
件
が
整
う
の
は
需
要
構
造
が
安
定

化
し
大
戦
前

・
中
に
続
出
し
た
中
小
の
泡
沫
企
業
が
あ
る
程
度
整
理
さ
れ
て
主
要
企

業
の
市
場
配
置
が
確
定
す
る
二
〇
年
代
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
大
戦
前

.
中
の
カ
ル
テ

ル
の
試
み
は
あ
く
ま
で
崩
芽
に
と
ど
ま

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
前
提
条
件
は
整
い
つ
つ
あ

っ
た
。
全
体
と
し
て
の
企
業
間
競
争
関
係
は
大
戦
前

.

ヘ

へ

中
に
流
動
化
し
た
と
は
い
え
表
2
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
上
位
企
業
の
位
置
が
確
定

し
っ
っ
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
大
戦
後
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
表
1
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
全
体
と
し

て
の
石
炭
需
要
は
減
少

へ
と
転
じ
た
。

一
九
年
の

=

六
三
万
九
千
ト
ン
か
ら
二
四

年
の

一
一
五
〇
万
三
千
ト
ン
へ
と

一
・
二
ポ
イ
ン
ト
の
縮
少
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
二

(26
)

○
年
恐
慌
と
そ
れ
に
続
く
景
気
の
停
滞
下

で
の
諸
産
業

の
沈
滞
を
反
映
し
た
も
の

で
あ

っ
た
が
、
石
炭
需
要
に
お
い
て
こ
の
時
期
に
特
に
減
少
し
た
の
は
八
幡
製
鉄
所

用
炭
、
輸
出
、
大
阪
向
け
の
需
要

で
あ

っ
た
。
各
々
五
六

・
一
、
一二

・
五
、
二
二
.

五
ポ
イ
ン
ト
の
縮
少
で
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
輸
出
に
関
し
て
は
前
期
と
同
様
の
要
因

が
作
用
し
た

(た
だ
し
、
石
炭
輸
送
船
の
不
足
は
解
消
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
)
。

大
阪
向
け
の
石
炭
需
要
の
減
少
は
、
後
の
表
5
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
景
気
停
滞
下

で
主
と
し
て
電
気

・
紡
績
用
炭
需
要
が
激
減
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
八

幡
製
鉄
所
用
炭
需
要
の
減
少
の
要
因
は
や
や
複
雑
で
あ

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

時
期
に
八
幡
製
鉄
所
の
鉄
鋼
生
産
量
は
増
大
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

石
炭
消
費
量
の
減
少
は
別
の
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
八

(27
)

幡
製
鉄
所
の
熱
源
、
動
力
源
が
電
力

へ
転
換
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ

う
し
た
市
場

で
の
需
要
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
体
と
し
て
は
わ
ず
か
な
減
少
に

と
ど
ま

っ
た
の
は
外
船
焚
料
用
炭
お
よ
び
門
司
鉄
道
局
用
炭
の
需
要
が
回
復

・
拡
大

し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
前
者
は

一
二
五
ポ
イ
ン
ト
の
拡
大

で
あ
り
、
後
者
は
五
四

.

六
ポ
イ
ン
ト
の
拡
大
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
戦
時
中
途
絶
し
て
い
た
外
国
船
の
出
回
り

一一



が
復
活
し
た
こ
と
と
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
門
司
鉄
道
局
の
運
輸
が
活
発
化
し
た
こ
と

(28
)

に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た

。
図
1
に
よ
れ
ば
、
戦
後
ブ
ー
ム
下

で
高
騰
し

て
い
た
炭

価
は
二
〇
年
半
ば
に
急
落
し
以
後
低
迷
し
た
。
石
炭
在
庫

で
あ
る
貯
炭
の
動
向
を
み

る
と
、
山
元
、
若
松
港
、
大
阪
港
と
も
ほ
ぼ
同
様
に
二
〇
年
～
二
二
年
に
か
け
て
減

少
し
そ
の
後
増
加
に
転
じ
て
い
る
。
こ
の
二
〇
年
か
ら
二
二
年
の
減
少
は
戦
後
恐
慌

の
過
程
で
の
中
小
炭
鉱
の
整
理
と
石
炭
鉱
業
連
合
会
に
よ
る
送
炭
制
限
に
も
と
つ
く

(29
)

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
増
加
に
転
じ

て
炭
価
を
圧
迫
し
た

。

需
要
の
減
少
、
市
況
の
悪
化
の
下
で
企
業

(石
炭
商
)
の
動
向
は
大
戦
中
に
ひ
き

続
き
か
な
り
変
動
的
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
表
2
の
小
計
の

一
九
年
と
二
四

年
の
安
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
下
位
企
業

で
は
な
く
と
く
に
上
位
企
業
で
そ
う
で
あ

っ

た
。
同
表
に
よ
れ
ば
、
三
井
は
大
戦
中
に
ひ
き
続
き
販
売
量
を
減
少
さ
せ
た
。

一
九

年
か
ら
二
四
年
の
間
に
七
七
万
二
千
ト
ン
の
減
少
で
あ
り
、
市
場
占
有
率
も
二
四
年

に
は

一
四

二
二
%
と
大
戦
前
の
半
分
に
ま

で
縮
少
し
た
。
ま
た
、
山
下
、
三
好
も
販

売
量
を
減
少
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
市
場
占
有
率
も
各
々
二

・
六
%
か
ら

一
・
三
%
、

二

・
五
%
か
ら

一
・
九
%
へ
と
縮
少
し
た
。
市
場
の
収
縮
は
上
位
企
業
で
は
こ
れ
ら

の
企
業
に
負
担
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
表

3
に
よ
れ
ば
、
三
井
の
場
合
自
社
炭

の
出

炭
量
は

一
九
年
の

一
四
八
万
二
千
ト
ン
か
ら
二
四
年
の

一
四
九
万

一
千
ト
ン
へ
と
わ

ず
か
で
は
あ
る
が
増
加
し
て
い
る
。
だ
が

、

一
手
販
売
権
を
有
し
て
い
る
蔵
内

の
出

炭
量
が

一
九
年
の

=

一六
万
ト
ン
か
ら
二
四
年
の
九
二
万
八
千
ト
ン
へ
と
大
幅
に
減

少
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
ず
販
売
量
減
少
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
よ
り
大
き
な
要
因
と
し
て
は
何
よ
り
も
貝
島
が
貝
島
商
事
を
設
立

(
一
九
年
)

し
て
三
井
物
産
の

一
手
販
売
を
離
脱
し

て
完
全
な
自
売
を
開
始
し
た
こ
と
に
あ

っ

(
30

)

た

。

一
〇
〇
万
ト
ン
を
超
え
る
出
炭
量
を
ほ
こ

っ
た
貝
島
が
三
井
の
販
売
を
離
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
三
井
の
販
売
量
の
急
減

は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
市
場
収
縮
下

で
の
大
手
企
業

・
貝
島
の
自
立
は
他
の
上
位
企
業
に
と

っ
て
も
脅
威
で
あ

っ
た
が
三

井
物
産
に
と

っ
て
は
自
社
販
売

ル
ー
ト
を
大
き
く
侵
食
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
か

ら
以
後
貝
島
対
策
は
三
井
物
産
に
と

っ
て
重
要
な
課
題
と
な

っ
た
。
貝
島
は
完
全
自

売
の
開
始
に
よ

っ
て
二
四
年
に
は
市
場
占
有
率
が
九

・
三
%
と
な
り

(表
2
)
、
三

井
、
三
菱
に
次
ぐ
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
貝
島
と
な
ら
ん
で
こ
の
時
期
に

注
目
さ
れ
る
べ
き
は
帝
国
炭
業
の
急
成
長
で
あ

っ
た
。
帝
国
炭
業
の
販
売
量
は

一
九

年
に
は
三
六
万
九
千
ト
ン
で
あ

っ
た
が
二
四
年
に
は
倍
増
し
て
七
六
万
六
千
ト
ン
、

市
場
占
有
率
で
も
二
四
年
に
は
六

・
一
%
と
な
り
古
河
に
次
い
で
第
六
位
の
位
置
を

占
め
た
。
そ
の
他
こ
の
時
期
に
は
古
河
、
麻
生
、
住
友
が
販
売
量
を
増
加
さ
せ
市
場

占
有
率
を
回
復

・
拡
大
さ
せ
た
が
、
大
戦
中
に
販
売
量
を
減
少
さ
せ
た
三
菱
、
安
川

も
販
売
量
を
増
加
さ
せ
市
場
占
有
率
を
回
復
さ
せ
た
。
市
場
収
縮
下

で
の
こ
う
し
た

企
業

(石
炭
商
)
の
販
売
拡
大
政
策
は
企
業
間
競
争
を
激
化
さ
せ
る
要
因
で
あ

っ
た
。

た
だ
、
三
菱
の
販
売
増
は
二
四
年
に
中
島
が
三
菱
傘
下
に
入

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

(31
)

で
あ

っ
て
、
そ
れ
で
も
市
場
占
有
率
と
し
て
は
大
戦
前
に
比
較
す
る
と
大
幅
に
縮
少

し
て
お
り
そ
の
地
位
の
低
下
は
ま
ぬ
が
れ
が
た
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

こ
の
時
期
の
企
業
間
競
争
の
動
向
は
三
井
、
三
菱
の
販
売
力
の
弱
下
な
い
し
停
滞
、

安
川
、
古
河
の
販
売
力
の
回
復
と
い
っ
た
従
来
の
上
位
企
業
に
対
し
て
大
戦
中
に
新

規
参
入
し
た
貝
島
、
帝
国
、
麻
生
の
販
売
力
の
強
化
と
い
っ
た
構
図
で
描
か
れ
う
る
。

そ
し
て
、
貝
島
、
帝
国
、
麻
生
の
急
成
長
は
市
場
の
収
縮
、
炭
価
の
低
迷
と
い
っ
た

市
場
的
背
景
の
下
で
は
多
か
れ
少
な
か
れ
従
来
の
上
位
企
業
三
井
、
三
菱
、
安
川
、

古
河
の
販
売

ル
ー
ト
を
侵
食
す
る
か
た
ち
で
し
か
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
の
具
体
的
な
検
討
は
後
に
行
う
が
、
そ
う
し
た
企
業
間
競
争
の
状
況
は
従
来

の
上
位
企
業
と
く
に
競
争
力
の
弱
化
が
著
し
か

っ
た
三
井
、
三
菱
に
競
争
の
抑
制
を

通
じ
て
炭
価
の
安
定
と
利
潤
率
の
安
定
を
実
現
す
る
政
策
を
追
求
さ
せ
る
背
景
と
な

っ

一訂「



た
。
二
五
年
に
成
立
し
た
三
井
、
三
菱
、
安
川
、
古
河
、
貝
島

(後
に
麻
生
、
帝
国

(32
)

が
参
加
)
に
よ
る
販
売
カ
ル
テ
ル
、
甲
子
会

は
そ
う
し
た
政
策

の
帰
結
で
あ

っ
た

と
考
え
る
。
し
か
も
そ
の
成
立
の
条
件
は

こ
の
時
期
に
整

っ
た
。
そ
の
条
件
と
は
、

第

一
に
、
需
要
構
造
の
変
容

(内
需
産
業
化
)
を
と
も
な
う
市
場
拡
大
が
終
息
し
た

こ
と
、
第
二
に
、
大
戦
前
の
上
位
企
業
と
大
戦
中
に
新
規
参
入
し
て
急
成
長
し
た
企

業
を
ふ
く
め
た
新
た
な
上
位
企
業
が
確
定
し
た
こ
と
、
第
三
に
、
大
戦
前

・
中
の
市

場
拡
大
に
乗
じ
て
新
規
参
入
し
た
企
業

(
松
昌
洋
行
、
三
好
、
宗
像
と
い

っ
た
企
業

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も
含
む
)
が
戦
後
恐
慌
の
過
程
で
整
理
さ
れ
て
全
体
と
し
て
の
企
業
間
競
争
は
沈
静

化
し
た
こ
と
で
あ

っ
た
。

以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
第

一
次
大
戦
を
は
さ
ん
で
石
炭
市
場
横
造
は
変
容
し
た
。

だ
が
そ
の
変
容
は
筑
豊
炭
の
個
々
の
市
場

で
あ
る
い
は
各
企
業
の
活
動
に
お
い
て
具

体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
進
展
し
た
の
か
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
次
の
課

題
で
あ
る
。

三
、
筑
豊
炭
各
市
場
に
お
け
る
企
業

間
競
争

本
項
で
は
大
戦
中
と
大
戦
後
の
二
期
に
区
分
し
て
企
業
間
競
争
の
実
態
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

①
大
戦
中

表
4
は
各
市
場
別
に
主
要
企
業

(石
炭
商
)
の
取
扱
量
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
戦
中

(
一
二
年
と

一
九
年
の
比
較
)
の
取
扱
総
量
は

一
二
年
か

ら

一
九
年
の
間
に
三
井
が
五
八
万
八
千
ト

ン
、
三
菱
が
八
三
万
四
千
ト
ン
、
安
川
が

八
万

一
千
ト
ン
減
少
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
取
扱
総
量
を
増
加
さ
せ
た
の
は
、
麻

生
、
山
下
、
三
好
、
古
河
で
あ
り
、
各
々
三
〇
万
三
千
ト
ン
、
二
五
万
八
千
ト
ン
、

二
〇
万
九
千
ト
ン
、

一
六
万
二
千
ト
ン
の
増
加
で
あ

っ
た
。
そ
の
他
中
島
、
帝
国
、

宗
像
、
そ
れ
に

一
部
自
売
を
開
始
し
た
貝
島
が
新
規
参
入
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
三
井
の
減
少
で
あ
る
が
こ
れ
は
ま
ず

一
手
販
売
権
を
も

っ
て
い
た
麻

生
、
三
好
の
離
脱
分
と
輸
出
お
よ
び
外
船
焚
料
炭
市
場
で
の
大
幅
な
減
少
が
大
き
な

比
重
を
占
め
て
い
た
。
輸
出

・
外
船
焚
料
用
炭
に
関
し
て
い
え
ば
、
輸
出
は

一
二
年

の
七
三
万
九
千
ト
ン
か
ら

一
九
年
の

一
五
万
千
ト
ン
へ
、
外
船
焚
料
用
炭
は

一
二
年

の
二
九
万
四
千
ト
ン
か
ら

一
七
年

(
一
九
年
が
不
明
の
た
め
)
の
五
万
六
千
ト
ン
へ

と
各
々
減
少
し
た
。

一
二
年
時
点

で
三
井
の
総
取
扱
量
に
占
め
る
そ
れ
ら
の
比
率
は

三
二

・
七
%
に
の
ぼ

っ
て
い
た
か
ら
大
戦
期
に
お
け
る
輸
出

・
外
船
焚
料
用
炭
需
要

の
減
少
は
三
井
に
と

っ
て
は
大
き
な
打
撃

で
あ

っ
た
。
需
要
構
造
変
容
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
大
き
く
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他

一
七
年
か
ら

一
九
年
の
間
に
国
内
海
送
用

炭
が
二
六
万
六
千
ト
ン
減
少
し
た
。
た
だ
そ
の
分
は
内
船
焚
料
炭
市
場
お
よ
び
八
幡

製
鉄
所
用
炭
で
の
取
扱
量
の
大
幅
な
増
加

(表
4
で
は
八
幡
製
鉄
所
用
炭
の

一
二
年

(お
)

の
数
量
が
不
明
で
あ
る
が

一
九
〇
九
年
は
四
万
九
千
ト
ン

)
に
よ

っ
て
か
な
り
相

殺
し
て
い
る
の
で
三
井
に
と

っ
て
は
輸
出
、
外
船
焚
料
炭
取
扱
の
減
少
の
も

っ
た
意

味
は
大
き
か

っ
た
と
い
え
る
。
次
に
三
菱
の
減
少

で
あ
る
が
、
三
菱
も
三
井
程
で
は

な
い
に
し
ろ
三
井
と
同
様
に
総
取
扱
量
に
占
め
る
輸
出
の
比
率
が
高
か

っ
た

(
一
二

年
時
点
で

一
六

・
○
%
)
が
、
そ
の
取
扱
量
を
急
減
さ
せ
た

(
一
二
年
の
三
四
万
四

千
ト
ン
か
ら

一
九
年
の
六
万
七
千
ト
ン
へ
)
。
だ
が
、
三
井
と
同
様
に
内
船
焚
料
用

炭
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
の
取
扱
が
急
増
し
て
お
り

(内
船
焚
料
用
炭
は

一
二
年
の
九

万
五
千
ト
ン
か
ら

一
九
年
に
は

一
九
万
四
千
ト
ン
へ
増
加
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
は
○

(33
)

九
年
で
は
○
で
あ

っ
た
が

一
九
年
に
は

一
五
万
三
千
ト
ン

へ
増
加
)
、
輸
出

の
減

少
分
は
そ
れ
で
相
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
た
だ
、
総
取
扱
量
で
は
そ
の
相

殺
分
を
上
回
る
減
少
を
示
し
た
の
で
恐
ら
く
国
内
海
送
用
炭
に
お
い
て
か
な
り
の
減
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表4市 場 別 ・ 石 炭 商 別 取 扱 量
(千 トン)

年次 三 井 三 菱

輸
1912 739 344

17 399 169

19 151 (67)

出 24

外 1912 294 95

船 17 56 51

焚 19

料 24 87 142

内 1912 119 95

船 17 (539) (247)

焚 19 (430) (194)

料
24 (448) (216)

九

鉄

(

門

司

鉄
)

1912 33 29

17 83 8

19 46 31

24 70 38

八 1912

17

19 445 153

幡 24 171 167

国 1912

内 17 (1,627) (1,073)

海 19 (1,361) (768)

送 24

つ
つ
ち
大

阪
向
)

1912

.17 499 191

19 315 127

24

筑(

悉
豊砦

套
計)

1912 (3,156) (2,153)

17 2,849 1,470

19 2,568 1,319

1,796 1,730

貝 島 安川松本

55

72

(15)

29

4

6

2

(147)

(105)

(98) (47)

26

4

50

43 79

(33) (593)

(104) (466)

8 177

40 134

(863)

40 993

227 782

1,174 1,121

古 河

76

187

(100)

9

1

36

(143)

(67)

(62)

7

26

101

(565)

(504)

156

115

(646)

930

808

950

帝 国

(12)

1

(62)

(69)

4

15

39

(315)

65

369

766

麻 生

(4)

(20)

8

48

41

40

(130)

(176)

49

102

(21)

293

324

389

住 友

15

3

11

24

44

(189)

(150)

146

126

(216)

蹴

224

295

三 好

25

(24)

7

山 下
(横 浜)

3

57

39

42

17

8

(33)

(162)

(49)

7

(65)

(112)

40

76

(91)

103

300

234

(306)

(255)

100

73

(55)

394

313

170

佐 藤

go

(3)

25

(186)

(107)

16

11

(600)

427

374

169

宗 像

(75)

(116)

(230)

77

142

145

292

中 島 筑 豊 計
(その他を含む)

1,651

1,027

(95) 623

493

526

174

148

32 333

鰯

1,092

(32) 1,459

(7) 1,483

106

4 149

39 216

20 334

121

472

711

662

5,520

(12) 7,911

(181) 8,568

8,299

1,394

3 2,127

36 2,362

1,830

(10,174)

16 10,589

507 11,966

159 12,601

資料:筑 豊石炭鉱業組合「筑豊石炭鉱業組合月報』(各 号)、 同「筑豊石炭鉱業組合統計月表』(各 号)、 同「筑豊石炭鉱業要覧』(各 年版)、

『若松石炭商同業組合統計表 』(大 正6年 、8年 、13年)、 門司石炭商同業組合 「門司石炭商同業組合統計年表 』(大正13年)、 八幡製鉄所

「石炭契約関係書類』(大 正9年 度)、 同『事業成績表』(大 正13年 度)、 三井物産「大正7年6月 門司石炭支部支店長会議資料 』(三 井

文庫所蔵)、 松元宏『石炭販売プール制の成立とその経過 』(『 三井文庫論業 』11号)386～7頁 。

注:① 筑豊計は資料が異なっているため必ずしも各項目の合計とは一致しない。

(2)()内 は推計値。

一39一



少
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

一
七
年
か
ら

一
九
年
の
間
で
も
三
〇
万
五
千
ト
ン
の
減

少
で
あ

っ
た
。
安
川
に
関
し
て
い
・ん
ば
、
安
川
が
減
少
し
た
と
い
っ
て
も
三
井
、
三

菱

に
比
較
す
る
と
か
な
り
減
少
率
は
小
さ
か

っ
た

(三
井
が

一
八

・
六
%
、
三
菱
が

三
八

・
七
%
、
安
川
は
九

・
四
%
)
。
こ
れ
は
三
井
、
三
菱
程
輸
出
炭
取
扱
に
対
す

る
依
存
度
が
大
き
く
な
か

っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
。
安
川
も
内
船
焚
料

・
八
幡
製
鉄
所

用
炭

で
取
扱
量
を
増
加
さ
せ
て
お
り

(内
船
焚
料
用
炭
は

一
二
年
の
二
千
ト
ン
か
ら

(33
)

一
九
年
に

一
〇
万
五
千
ト
ン
へ
急
増

、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
は
〇
九
年
の
○

か
ら

一
九
年
に
五
万
ト
ン
へ
増
加
)
、
そ
れ
は
輸
出
炭
取
扱
の
減
少
分
を
上
回

っ
て
い
る

の
で
減
少
の
多
く
は
鉄
道
用
炭

(九
鉄
は

一
二
年
の
二
万
六
千
ト
ン
か
ら

一
九
年
に

は
○
)
お
よ
び
内
地
海
送
用
炭
で
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
取
扱
量
を
減
少
さ
せ
た
企
業

(
石
炭
商
)
に
対
し
て
増
加
あ
る
い
は
新
規

参
入
し
た
企
業

(石
炭
商
)
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。

古
河
の
場
合
、
三
井
、
三
菱
、
安
川
と
異
な

っ
て
大
戦
中
に
輸
出
用
炭
の
取
扱
を

増
加
さ
せ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る

(
一
二
年
の
七
万
六
千
ト
ン
か
ら

一
七
年

一
八

万
七
千
ト
ン
、

一
九
年

一
〇
万
ト
ン
)
。
こ
れ
は
古
河
合
名
営
業
部

・
古
河
商
事
の

(34
)

積
極
的
な
海
外
販
売
政
策
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

。
た
だ

、

一
七
年
に
古
河
商
事
が
設
立
さ
れ
て
以
降

は
取
扱
量
は
伸
び
悩
ん
だ
。
前
述
し
た
中

国
炭
進
出
な
ど
の
影
響
を
こ
う
む

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
輸
出
用
炭
に
加
え
て
古
河

も
内
船
焚
料
用
炭
お
よ
び
八
幡
製
鉄
所
用
炭

で
取
扱
量
を
増
加
さ
せ
た
。
内
船
焚
料

用
炭
は

一
二
年
の
三
万
六
千
ト
ン
か
ら

一
九
年
の
六
万
七
千
ト
ン
へ
増
加
、
八
幡
製

(33
)

鉄
所
用
炭
は
〇
九
年
の
○
か
ら

一
九
年
の
二
万
六
千
ト
ン
へ
と
増
加
し
た
。
だ
が
、

国
内
海
送
用
炭
で
は
三
井
、
三
菱
、
安
川
と
同
様
に
取
扱
量
を
減
少
さ
せ
た
。
た
だ
、

そ
の
減
少
の
幅
は
右
記
の
三
企
業
程
大
き
く
は
な
く
、

一
七
年
の
五
六
万
五
千
ト
ン

か
ら

一
九
年
の
五
〇
万
四
千
ト
ン
へ
と
六
万

一
千
ト
ン
の
減
少
に
と
ど
ま

っ
た
。
古

河
を
除
く
貝
島
、
帝
国
、
麻
生
、
三
好
、
宗
像
、
中
島
と
い

っ
た
企
業

(石
炭
商
)

は
国
内
海
送
用
炭
の
取
扱
に
依
存
し
て
取
扱
量
を
増
加
さ
せ
た
か
あ
る
い
は
参
入
し

て
い
る
の
が
特
徴
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、

一
九
年
時
点
で
み
る
と
国
内
海
送
用
炭

へ

の
依
存
率
は
、
帝
国
炭
業
が
八
五

・
四
%
で
あ
り
麻
生
は
五
四

二
二
%
で
あ

っ
た
。

た
だ
、
帝
国
は
内
船
焚
料
用
炭
、
麻
生
が
九
鉄
と
八
幡
製
鉄
所
用
炭
、
中
島
が
輸
出
、

内
船
焚
料
用
炭
、
九
鉄
用
炭
に
も
進
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
帝
国
の
場
合
鈴
木
商

(蕊
)

店
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し

、
麻
生
の
場
合
従
来
三
井
物
産
を
通

じ
て
販
売
し
て
い
た
ル
ー
ト
を
確
保
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
九
鉄
用
炭

に
関
し
て
い
え
ば
、

一
九
年
に
麻
生
は
九
鉄
に
対
し
て
四
万
八
千
ト
ン
の
石
炭
を
販

売
し
た
が
同
年
の
三
井
の
九
鉄
用
炭
取
扱
量
を
み
る
と
ほ
ぼ
同
数
量
の
取
扱
量
を
減

少
さ
せ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第

一
に
、
輸
出
、
外

船
焚
料
用
炭
取
扱
依
存
度
の
高
か

っ
た
企
業

(石
炭
商
)
と
く
に
三
井
、
三
菱
は
総

取
扱
量
を
大
き
く
減
少
さ
せ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
大
戦
中
の
需
要
構
造
変
容
の
イ

ン
パ
ク
ト
を
う
け
た
こ
と
。
第
二
に
、
三
井
、
三
菱
、
安
川
、
古
河
は
内
船
焚
料
用

炭
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
で
の
取
扱
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
。
こ
れ
は
需
要
構
造
の
変
容

に
対
す
る
こ
れ
ら
の
企
業
の
さ
し
あ
た
り
の
対
応
で
あ

っ
た
。
第
三
に
、
総
取
扱
量

を
減
少
さ
せ
た
三
井
、
三
菱
、
安
川
と
取
扱
量
を
急
増
さ
せ
た
か
あ
る
い
は
新
規
参

入
し
た
貝
島
、
帝
国
、
麻
生
、
三
好
、
宗
像
、
中
島
と
い
っ
た
企
業

(石
炭
商
)
と

の
競
合
市
場
は
主
と
し
て
国
内
海
送
用
炭
市
場
で
あ

っ
た
こ
と
、
総
取
扱
量
で
は
増

加
し
た
古
河
も
当
該
市
場
で
は
取
扱
量
を
減
少
さ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
第
三
の
点
に
つ
い
て
今
少
し
考
察
す
る
た
め
に
国
内
海
送
用
炭
の
仕

向
先
と
し
て
最
大
の
位
置
を
占
め
た
大
阪
市
場
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

表
5
は
大
阪
の
石
炭
需
要
量
の
内
訳
と
そ
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
み
ら
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れ
る
と
お
り
、
大
阪
に
お
け
て
石
炭
需
要

は
大
戦
期
に
電
力
業
用
炭
が
急
増
し
て
最

大
の
需
要
先
と
な
り
大
戦
後
も
数
量
的
に
は
減
少
し
た
と
は
い
え
最
大
の
需
要
先
で

あ
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
か

っ
た
。
大
戦
期
の
電
力
用
炭
需
要
の
急
増
は

一
六
年
頃

か
ら
生
じ
た
電
力
需
給
の
逼
迫
に
対
し
て
火
力
に
よ
る
対
応
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
も

(%
)

と
つ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
大
阪
石
炭
市
場
に
お
い
て
最
大
の
位
置
を
占
め

た
電
力
用
炭
市
場
に
つ
い
て
企
業
間
競
争

の
実
態
を
み
て
お
こ
う
。

表
6
は
大
阪
の
主
要
な
電
力
企
業
に
お
け
る
筑
豊
炭
納
入
企
業

(石
炭
商
)
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
資
料
的
制
約
上
各
々
の
納
入
企
業
別
の
数
量
は
不
明
で
あ
る
が

納
入
企
業
の
推
移
を
追
う
こ
と
に
よ

っ
て
あ
る
程
度
競
争
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
る
。
同
表
に
よ
れ
ば
、

一
二
年
か
ら

一
四
年
に
お
い
て
は
、
す
な

わ
ち
大
戦
前
に
お
い
て
は
そ
れ
程
大
き
な
変
動
は
み
ら
れ
な
い
が
、
京
阪
電
鉄
で
三

菱
と
安
川
が
入
れ
変
わ

っ
て
お
り
南
海
電
鉄
で
古
河
と
三
井
が
参
入
し
て
い
る
。
南

表
5
大
阪
石
炭
需
要

(
千
ト
ン

)

資
料
:
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
月
報
』
(
7
4
号
,
9
8
号
,
1
9
6
号
)
,
石
炭
鉱
業
連
合
会
『
石
炭
時
報
』
(
4
巻
3
号
)

。注
:
電
気
に
は
電
鉄
分
を
含
む
。



表6.電 力用炭取扱石炭商(大 阪)

1912年(193ト ン) 14(?ト ン) 18(446ト ン)

大 阪 電 燈

三井

貝島(大 ノ浦 、大辻)

蔵内(峰 地)

三 菱 一方 城 、鯰田 、新 入

安 川 松 本 一明 治

古 河 一一潮 頭 、 目尾

大 倉 一室 木

岩 瀬 一岩 瀬

〈 計113千 トン〉

誹 貝 島 、(大 ノ 浦 、 大辻)

蔵 内(峰 地、大 任 、大 峰)

三菱 一方城 、鯰田 、新入

安川松本 一明治

古河
潮頭 、目尾

大正(新 手)

大倉 一室木

岩瀬 一岩瀬

〈計?〉

罫
貝島(菅 牟田

蔵内(峰 地)

内藤(繁 牟田

三菱 一方城 、鯰田

安川松本 一明治、豊国

古河 一下山田

岩瀬 一岩瀬

住友 一忠隈 山下 一大谷

三好 一高尾 中野 一相田

麻生 一赤坂 大倉 一室木

帝 国 一神 ノ浦

<計241>

大 阪 市

三井

山野

貝島(大 ノ浦)

蔵内(峰 地)

古河 一下 山田

中野 一熊田

〈計43千 トン〉

三井 一貝島(大 ノ浦)

古河(潮 頭)

<計33>

山下 一大 谷

帝 国 一神 ノ浦

<計64>

京 阪 電 鉄

三 井 一蔵 内(峰 地)

三 菱 一鯰田 、新 入

古 河 一下 山 田 、潮 頭

〈17千 トン〉

三井 一蔵 内(峰 地)

古河 一潮頭

安川松本 一明治

<計27>

三 井 一蔵 内(峰 地)

古 河 一新 目尾

三好 一新 高尾 麻生 一吉隈

松 昌洋行 一福岡 宗像 一漆生 ・

宮城 一野田 大定

広 海 一高陽

く計55>

南 海 鉄 道

三菱 一鰐 田

〈 計13千 トン〉

三菱 一総 田

古河 一下山田

三井 一蔵 内(峰 地)

<計31>

三 菱 一鯰田 、方 城

<計54>

和泉水力電気

三 菱 一新入

安川松本 一明治 、豊国

く計2千 トン〉

三菱 一新入

安川松 本 一豊国

<計2>

箕面有馬電鉄
軌道(阪 神急
行電鉄)

三 井 一貝島(大 ノ浦)
斗 貝島(大 ノ浦)

蔵内(峰 地)

岩瀬 一岩瀬

〈計10>

三菱 一鮎田

<計16>

大阪電気軌道

三井 一貝島(大 ノ浦)

〈計8>

罫 貝島(大 ノ浦)

蔵 内(横 島、峰地)

安川松本 一明治

山下 一大 谷

中島一平 山、源知

古河 一針 金

帝 国 一神 ノ浦

<計16>

資 料:逓 信 省 電 気 局 『電 気 事 業 要 覧』(大 正1～9年 版)

注:(1)一 ・V'・V'・v線は 新 規 参 入 を示 す 。

③1918年 の 三 井 扱 い の 貝 島 ・菅 牟 田 炭 は 目売 か ど うか 不 明の た め一 応 三 井 扱 い と した 。
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海
電
鉄
の
場
合
、

一
万
三
千
ト
ン
か
ら
三
万

一
千
ト
ン
へ
と
需
要
量
が
拡
大
し
た
こ

と

へ
の
対
応
で
あ

っ
て
必
ず
し
も
競
合
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
京
阪

電
鉄
の
場
合
、
三
菱
と
安
川
の
間
で
競
合
関
係
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
こ
の
時
期
の
企
業
間
競
争
関
係
の
特
徴
は
三
井
、
三
菱
の
後
退
と
安
川
、
古

河
の
拡
大
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
電
鉄
二
社

の
事
例
は
そ
の
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
大
戦
前
に
は
大
き
な
変
動
が
み
ら
れ
な
か

っ
た
が

一
四
年
か
ら

一

八
年
、
す
な
わ
ち
大
戦
期
に
お
い
て
は
か

な
り
の
流
動
化
が
み
ら
れ
た
。
大
阪
電
燈

で
は
必
ず
し
も
競
合
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
需
要
の
拡
大
に
対
応
し
て
住
友
、

三
好
、
麻
生
、
帝
国
、
山
下
、
中
野
が
参
入
し
て
い
る
。
大
阪
市
で
は
三
井
が
販
路

を
失

っ
て
、
代
わ
り
に
山
下
、
帝
国
が
参
入
し
た
。
京
阪
電
鉄
で
は
安
川
が
販
路
を

失

っ
て
三
好
、
松
昌
洋
行
、
麻
生
、
宗
像

、
宮
城
、
広
海
が
参
入
し
た
。
南
海
鉄
道

で
は
三
井
、
古
河
が
販
路
失

っ
た
。
箕
面
有
馬
電
軌
で
は
三
井
、
岩
瀬
が
販
路
を
失

っ

て
、
代
わ

っ
て
三
菱
が
参
入
し
た
。
大
阪
電
軌
で
は
安
川
、
古
河
、
中
島
、
帝
国
、

山
下
が
参
入
し
た
。

こ
の
時
期
の
電
力
業
を
め
ぐ
る
企
業

(
石
炭
商
)
の
動
向
に
関
し
て
い
え
る
こ
と

は
三
井
の
後
退
が
著
し
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
市
、
南
海
鉄
道
、
箕
面

有
馬
電
軌
で
販
路
を
失

っ
て
い
る
。
し
か
も

こ
の
三
井
の
後
退
は
大
戦
中

に
新
規

参
入
し
た
企
業
と
の
競
合
を
と
も
な

っ
て
い
た
。
大
阪
市
で
は
山
下
、
帝
国
に
販
路

を
奪
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
販
路
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が

従
来

一
手
販
売
権
を
有
し
て
い
た
企
業
に
販
路
を
侵
食
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
電
燈
の

麻
生
、
三
好
の
参
入
お
よ
び
京
阪
電
鉄
の
麻
生
、
三
好
の
参
入
の
事
例
が
そ
れ
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
三
井
の
後
退
は
比
較
的
小
口
の
需
要
先
で
み
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
最
大
の
需
要
先
で
あ
る
大
阪
電
燈
で
は
新
た
に

一
手
販
売
権
を
有
し
て
い
る
内

藤
の
石
炭
を
ふ
り
向
け
る
な
ど
し
て
販
路
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
新
規
参
入
企
業
の
続
出
下
で
小
口
需
要
先
を
切
り
捨
て
て
大
口
需

要
先
に
傾
斜
す
る
政
策
を
三
井
が
と

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
井
の
他

で
は
安
川
、
古
河
が
後
退
し
て
い
る
局
面
が
み
ら
れ
た
。
安
川
の
場
合
、
京
阪
電
鉄

で
販
路
を
失

っ
た
が
、
代
わ

っ
て
麻
生
、
三
好
、
松
昌
洋
行
な
ど
の
新
規
参
入
企
業

が
参
入
し
た
。
古
河
の
場
合
、
南
海
鉄
道
で
三
井
と
と
も
に
販
路
を
失

っ
た
。
も

っ

と
も
、
安
川
、
古
河
は
大
阪
電
燈

へ
の
参
入
を
は
た
し
て
い
る
。
三
菱
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
国
内
海
送
用
炭
の
取
扱
で
こ
の
時
期
相
当
の
減
少
を
示
し
た
と
み
ら
れ

る
が
、
電
力
業
に
関
し
て
み
る
限
り
で
は
比
較
的
安
定
的
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
も
あ
れ
、
電
力
業
を
み
た
だ
け
で
も
国
内
市
場
に
お
け
る
大
戦
期
の
新
規
参

入
企
業
の
急
速
な
市
場
進
出
と
従
来
の
上
位
企
業
と
の
競
合
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
海
外
市
場

へ
の
依
存
度
の
高
か

っ
た
三
井
、
三
菱
と
い
っ
た
企
業
が

大
戦
期
の
石
炭
需
要
構
造
の
変
容
に
対
応
し
て
国
内
市
場

へ
の
依
存
度
を
強
め
る
方

向
へ
転
換
す
る
に
は
か
な
り
の
困
難
を
と
も
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ

れ
ら
の
企
業
に
お
い
て
需
要
構
造
変
容
の
打
撃
を

一
層
大
き
な
も
の
と
し
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

②
大
戦
後

表
4
に
よ
れ
ば
、
三
井
は

一
九
年
か
ら
二
四
年
の
間
に
二
五
六
万
八
千
ト
ン
か
ら

一
七
九
万
六
千
ト
ン
へ
と
総
取
扱
量
を
七
七
万
二
千
ト
ン
減
少
さ
せ
た
。
大
戦
中

・

後
の
ブ
!
ム
に
乗
じ
て
新
規
参
入
し
た
主
要
企
業
の
う
ち
三
好
、
中
島
も
各
々
六
万

六
千
ト
ン
、
三
四
万
八
千
ト
ン
減
少
さ
せ
、
宗
像
は
整
理
さ
れ
た
。
大
戦
前
か
ら
の

主
要
企
業
で
あ

っ
た
山
下
、
佐
藤
も
各
々

一
四
万
三
千
ト
ン
、
二
〇
万
五
千
ト
ン
の

減
少
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
菱
は

一
九
年
の

=
一二

万
九
千
ト
ン
か
ら
二
四

年
の

一
七
三
万
ト
ン
へ
と
四

一
万

一
千
ト
ン
取
扱
量
を
増
加
さ
せ
、
安
川
も
七
八
万

二
千
ト
ン
か
ら

=

二
万

一
千
ト
ン
へ
と
三
三
万
九
千
ト
ン
増
加
さ
せ
て
大
戦
中

・
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直
後
の
減
少
か
ら
回
復
し
た
。
古
河
も
八
〇
万
八
千
ト
ン
か
ら
九
五
万
ト
ン
へ
と

一

四
万
二
千
ト
ン
増
加
さ
せ
大
戦
直
後
の
減
少
か
ら
回
復
し
た
。
住
友
も
七
万

一
千
ト

ン
の
増
加
で
あ

っ
た
。

一
方
、
大
戦
中
に
新
規
参
入
し
た
企
業
の
う
ち
貝
島
が
二
二

万
七
千
ト
ン
か
ら

=

七
万
四
千
ト
ン
へ
と
九
四
万
七
千
ト
ン
増
加
さ
せ
、
帝
国
、

麻
生
も
各
々
三
九
万
七
千
ト
ン
、
六
万
五
千
ト
ン
増
加
さ
せ
た
。

三
井
の
減
少
七
七
万
二
千
ト
ン
は
こ
の
時
期
に

一
手
販
売
を
離
脱
し
た
貝
島
の
取

扱
量
の
脱
落
分
と
八
幡
製
鉄
所
用
炭

で
の

一
九
年
の
四
四
万
五
千
ト
ン
か
ら
二
四
年

の

一
七
万

一
千
ト
ン
へ
の
二
七
万
四
千
ト

ン
の
減
少
分
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
。
仮

に
前
者
を
貝
島
の
二
四
年
の
取
扱
量
の

=

七
万
四
千
ト
ン
か
ら

一
九
年
の
取
扱
量

二
二
万
七
千
ト
ン
を
差
引
い
た
九
四
万
七
千
ト
ン
と
す
る
と
、
後
者
と
の
合
計
は

一

二
二
万

一
千
ト
ン
と
な

っ
て
三
井
の
取
扱
量
減
少
分
の
七
七
万
二
千
ト
ン
を
四
四
万

九
千
ト
ン
上
回
る
。
し
た
が

っ
て
他
の
市
場
で
増
加
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
時
期
に
増
加
を
示
し
た
の
は
外
船
焚
料
用
炭
、
内
船
焚
料
用
炭
、
九
鉄
用
炭
で
あ

り
、
各
々
三
万

一
千
ト
ン
、

一
万
八
千
ト

ン
、
三
万
六
千
ト
ン
の
増
加
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
三
者
は
合
計
し
て
も
八
万

五
千
ト
ン
で
あ
る
か
ら
先
述
の
四
四
万
九

千
ト
ン
か
ら
こ
の
分
を
差
引
い
た
三
六
万

四
千
ト
ン
は
そ
れ
以
外
の
市
場
の
増
加
分

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
4
の
内
訳
で
不
明
と
な

っ
て
い
る
輸
出
と
国
内
海
送
用
炭

が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
輸
出
は
筑
豊
炭
総
計
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
こ
の
時
期
に
も
前

期
に
ひ
き
続
い
て
減
少
を
示
し
て
い
る
の

で
三
井
だ
け
が
増
加
さ
せ
た
と
は
考
え
に

く

い
。
し
た
が

っ
て
国
内
海
送
用
炭
市
場

で
三
六
万
四
千
ト
ン
の
取
扱
を
増
加
さ
せ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
三
井

の
国
内
海
送
用
炭
取
扱
は

一
七
年
か
ら

一

九
年
の
間
に
二
六
万
六
千
ト
ン
の
減
少
を
示
し
て
い
た
の
で
そ
れ
を
回
復
さ
せ
増
加

(37
)

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
井
物
産

の
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
三
井
物

産
は
阪
神
市
場
で
か
な
り
積
極
的
な
販
路
拡
大
策
を
と

っ
て
い
た
か
ら
そ
の
成
果
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
石
炭
需
要
構
造
の
変
容
と
新
規
参

入
企
業

の
国
内

(
と
く
に
大
阪
)
市
場

へ
の
進
出
を
ベ
ー
ス
と
し
た
成
長
に
対
す
る
三
井
の
対
応
策

が
ひ
と
つ
に
は
阪
神
市
場
で
の
積
極
策
と
い
う
か
た
ち
で
こ
の
時
期
に
追
求
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

三
菱
の
増
加
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
島
が
三
菱
傘
下
に
加
わ

っ
た
こ
と
が
大
き
な

要
因
で
あ

っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
中
島
の

一
九
年
の
取
扱
量
が
五
〇
万
七
千
ト
ン

で
あ

っ
た
か
ら
こ
こ
か
ら
二
四
年
の

一
五
万
七
千
ト
ン
を
差
引
く
と
三
二
万
ト
ン
と

な
り
、
こ
れ
が
三
菱
の
増
加
分
四

一
万
ト
ン
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
増
加
は
ど
の
市
場
で
み
ら
れ
た
の
か
。
表
4
で
明
ら
か

に
な

っ
て
い
る
分
か
ら
い
う
と
、
外
船
焚
料
用
炭
が
九
万

一
千
ト
ン

(
一
九
年
が
不

明
の
た
め

一
七
年
に
対
す
る
数
量
)
、
内
船
焚
料
用
炭
が
二
万
二
千
ト
ン
、
八
幡
製

鉄
所
用
炭
が

一
万
四
千
ト
ン
の
増
加
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
合
計
で

=
二
万
四
千
ト

ン
で
あ
る
か
ら
三
菱
の
増
加
分
四

一
万

一
千
ト
ン
か
ら
こ
れ
を
差
引
い
た
残
り
三
〇

万
七
千
ト
ン
が
他
の
市
場
で
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
市
場
と
い
う
と

輸
出
と
国
内
海
送
用
炭
市
場

で
あ
る
が
、
輸
出
は
前
述
の
理
由

で
除
く
と
国
内
海
送

用
炭
市
場
で
取
扱
の
増
加
が
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
菱
も
ま
た
こ
の
時

期
に
国
内
市
場
で
の
取
扱
を
積
極
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
取
扱
量
の
回
復
を
は
か

っ

た
の
で
あ
る
。

安
川
は
三
三
万
九
千
ト
ン
の
増
加
で
あ
る
が
、
内
船
焚
料
用
炭
が
五
万
八
千
ト
ン

減
少
し
て
い
る
の
で

(恐
ら
く
輸
出
も
減
少
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
不
明
な
の
で

そ
の
分
は
考
慮
外
に
お
く
と
)
そ
れ
を
加
え
た
四
六
万
八
千
ト
ン
が
他
の
市
場
で
増

加
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
表
4
の
内
訳
を
み
る
と
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
が
二
万

九
千
ト
ン
の
増
加
で
あ
る
か
ら
四
六
万
八
千
ト
ン
か
ら
こ
の
分
を
差
引
く
と
残
り
四

三
万
九
千
ト
ン
と
な
り
、
こ
の
分
が
国
内
海
送
用
炭
市
場
で
増
加
し
た
と

い
う
こ
と
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に
な
る
。
な
お
、
安
川
の
場
合
九
鉄
用
炭

の
取
扱
は
こ
の
時
期
に
○
と
な

っ
て
い
る

(38
)

が
、
鉄
道
省
の
資
料

に
よ
れ
ば

、
九
鉄
以
外
で
五
万
ト
ン
余
の
鉄
道
用
炭
の
取
扱

の
増
加
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
国
内
海
送
用
炭
の
増
加
分
に
含
ま
れ
て
い
る
。

古
河
は

一
四
万
二
千
ト
ン
の
増
加
で
あ
る
が
、
内
船
焚
料
用
炭
で
五
千
ト
ン
の
減

少
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
分
を
加
え
た
二
一二
万
四
千
ト
ン
が
他
の
市
場
で
増
加
し
た
こ

と
に
な
る
。
八
幡
製
鉄
所
用
炭
が
七
万
五
千
ト
ン
増
加
し
て
お
り
、
九
鉄
で
は
参
入

を
は
た
し
て
七
千
ト
ン
取
扱

っ
て
い
る
か
ら
こ
の
合
計
が
八
万
二
千
ト
ン
で
先
述
の

一=
二
万
四
千
ト
ン
か
ら
こ
れ
を
差
引
い
た

一
五
万
二
千
ト
ン
が
国
内
海
送
用
炭

の
取

扱
増
加
で
あ

っ
た
。
な
お
、
古
河
も
九
鉄
以
外
の
鉄
道
省
用
炭
を
取
扱

っ
て
お
り
、

(38
)

鉄
道
省
の
資
料

に
よ
れ
ば
、
二
四
年
に
は
全
国
で

一
一
万
ト
ン

(筑
豊
炭
の
み
の
数

量
で
は
な
い
)
を
取
扱

っ
て
い
た
。

貝
島
は
九
四
万
七
千
ト
ン
の
増
加
で
あ

る
が
、
表
4
で
判
明
す
る
分
は
外
船
焚
料

用
炭

で
六
千
ト
ン

(
一
九
年
を
○
と
仮
定
し
て
)
、
内
船
焚
料
用
炭

で
九
万
八
千
ト

ン

(
一
九
年
を
○
と
仮
定
し
て
)
の
増
加

で
あ
り
、
こ
れ
に
参
入
を
は
た
し
た
八
幡

製
鉄
所
用
炭

の
分
が
四
万
三
千
ト
ン
で
合
計

一
四
万
七
千
ト
ン
で
あ

っ
た
。
こ
の
他

(39
)

に
門
司
石
炭
商
同
業
組
合
の
資
料
で
判
明
す

る
輸
出
量
が
五
万
五
千
ト
ン
で
あ
り
、

こ
れ
を
加
え
る
と
二
〇
万
二
千
ト
ン
と
な
り
残
り
七
四
万
五
千
ト
ン
が
国
内
海
送
用

(38
)

炭
市
場
で
の
増
加
で
あ

っ
た
。
こ
の
国
内
海
送
用
炭
の
う
ち
、
鉄
道
省
資
料

に
よ

れ
ば
、
八
万
五
千
ト
ン
が
鉄
道
省
用
炭
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
。
貝
島
の
取
扱
は
全
て

の
市
場
に
わ
た

っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は

一
九
年
に
設
立
さ
れ
た
設
立
間
も

な
い
貝
島
商
事
に
よ

っ
て
開
拓
さ
れ
た
販
売
ル
ー
ト
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が

っ

て
、
主
と
し
て
三
井
物
産
に
よ
る

一
手
販
売
期
の
販
売
ル
ー
ト
に
乗

っ
か
か
り
侵
食

す
る
か
た
ち
で
販
路
の
確
保
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
新
た
な
販
路
の
開
拓
が
行
わ
れ
た

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

帝
国
は
三
九
万
七
千
ト
ン
の
増
加
で
あ
る
が
、
外
船
焚
料
用
炭
で
千
ト
ン
、
内
船

焚
料
用
炭
で
七
千
ト
ン
、
九
鉄
用
炭
で

一
万

一
千
ト
ン
が
増
加
し
て
お
り
こ
れ
ら
の

合
計
が

一
万
九
千
ト
ン
、
そ
れ
に
新
規
参
入
し
た
八
幡
製
鉄
所
用
炭
が
三
万
九
千
ト

ン
で
あ

っ
た
か
ら
こ
れ
を
加
え
る
と
五
万
八
千
ト
ン
と
な
り
、
三
九
万
七
千
ト
ン
か

ら
こ
れ
を
差
引
い
た
残
り
の
三
三
万
九
千
ト
ン
が
国
内
海
送
用
炭
市
場
で
増
加
し
た

(38
V

こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
鉄
道
省
資
料
に
よ
れ
ば

、
九
鉄
を
含
む
鉄
道
省
用
炭

取
扱
が
七
万
ト
ン
で
あ

っ
た
か
ら
こ
れ
か
ら
九
鉄
分
を
差
引
い
た
五
万
九
千
ト
ン
が

鉄
道
省
用
炭
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

麻
生
は
六
万
五
千
ト
ン
の
増
加
で
あ
る
が
、
九
鉄
用
炭
で
七
千
ト
ン
減
少
し
て
お

り
、
さ
ら
に
八
幡
製
鉄
所
用
炭
で
販
路
を
失

っ
て
い
る
の
で
七
万
二
千
ト
ン
が
そ
の

他
の
市
場
で
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
内
船
焚
料
用
炭
が
二
万
ト
ン

(
一
九
年
を
○

と
し
て
)
の
増
加
で
あ
る
か
ら
残
り
五
万
二
千
ト
ン
が
国
内
海
送
炭
市
場
で
増
加
し

た
こ
と
に
な
る
。

以
上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第

一
に
、
大
戦

期
と
は
異
な
る
市
場
的
条
件

(需
要
の
縮
少
)
の
下
で
大
戦
中
に
ひ
き
続
き
国
内
海

送
用
炭
市
場
で
積
極
的
な
競
争
が
展
開
し
た
こ
と
。
そ
れ
は
貝
島
を
加
え
た
新
規
参

入
企
業

(石
炭
商
)
の
進
出
と
三
井
、
三
菱
、
安
川
、
古
河
の
後
退
に
よ

っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
た
大
戦
期
と
異
な
っ
て
、
三
井
以
下
四
企
業
の
当
該
市
場
で
の
取
扱
量
の

増
加
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
従
来
の
上
位
企
業
に
よ
る
積
極
的
な
販
売
政
策
に
も
と
つ

く
ま
き
返
し
を
と
も
な
う
も
の
で
あ

っ
た
。
大
戦
期
に
需
要
構
造
の
変
容
に
対
す
る

対
応
策
が
内
船
焚
料
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
市
場
で
の
販
売
拡
大
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
時
期
に
は
国
内
海
送
用
炭
市
場
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
第
二
に
、

競
合
市
場
が
国
内
海
送
炭
市
場
か
ら
内
船
焚
料
、
鉄
道
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
市
場

へ

と
拡
大
し
た
こ
と
。
そ
れ
は
新
規
参
入
企
業

(石
炭
商
)
が
進
出
市
場
を
拡
大
さ
せ
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
八
幡
製
鉄
所
用
炭
市
場
で
の
三
井
の
著
し
い
後
退
に
対

し
て
三
菱
、
安
川
、
古
河
が
取
扱
量
を
増
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に

上
位
企
業
間
で
の
競
合
を
も
と
も
な

っ
て
い
た
。
従
来
の
三
井
の
安
定
的
市
場
で
の

こ
う
し
た
競
争
の
展
開
は
三
井
主
導
下
で
の
カ
ル
テ
ル
形
成
の
背
景
と
な
る
事
態
で

あ

っ
た
。
も

っ
と
も
、
三
井
、
三
菱
の
場
合

、
内
船
焚
料
用
炭
市
場
で
の
安
定
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
大
口
市
場
を
確
実
に
維
持

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
前

述
の
大
阪
電
力
市
場
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
国
内
海
送
用
炭
市
場
で
の
大
口
需
要

先
の
確
保

・
拡
大
と
あ
い
ま

っ
て
三
井
、
三
菱
が
市
場
占
有
率
の
大
幅
な
縮
少
に
も

か
か
わ
ら
ず
な
お
優
位
性
を
維
持
し
え
た

一
つ
の
根
拠

で
あ

っ
た
。

四

、

小

括

以
上
の
分
析
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
結
果
を
市
場
構
造
の
変
化

(競
争
的
市
場
構
造

か
ら
独
占
的
市
場
構
造

へ
の
)
と
い
う
観
点

か
ら
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。

第

一
次
大
戦
前
後
の
時
期
は
石
炭
市
場

構
造

の
変
化
に
と

っ
て
タ
ー
二
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
は
次
の
点

に
あ
る
。
第

一
に
、
需
要
構
造
が
大
き
く
変

容
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第

一
次
大
戦
を
境

と
し
て
石
炭
需
要
構
造
は
内
需
化
す
る
と

と
も
に
国
内
市
場
が
拡
大
し
た
。
こ
の
こ
と
は
石
炭
企
業

(商
)
間
の
競
争
関
係
を

変
容
さ
せ
る
契
機
と
な

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
二
に
、
石
炭
業
の
内
需
産
業
化
は

海
外
市
場

に
大
き
く
依
存
す
る
か
た
ち
で
販
売
政
策
を
展
開
し
て
い
た
従
来
の
上
位

企
業
と
く
に
三
井
、
三
菱
の
業
界
に
お
け
る
優
位
性
を
動
揺
さ
せ
た
。
ま
た
、
国
内

市
場
の
拡
大
は
中
小
お
よ
び
有
力
企
業

(
石
炭
商
)
の
新
規
参
入
の
条
件
を
用
意
す

る
と
と
も
に
従
来

一
手
販
売
権
を
三
井
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
有
力
企
業
、
貝
島
、
麻

生
が

「
自
立
」
す
る
条
件
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
三
井
、
三
菱
、
安
川
、
古
河

四
社
優
位
の
構
造
を
動
揺
さ
せ
企
業
間
競
争
関
係
の
流
動
化
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
企
業
間
競
争
関
係
の
流
動
化
は
ひ
と
ま
ず
新
規
参
入
企
業

(石
炭
商
)

の
国
内
海
送
用
炭
市
場

へ
の
積
極
的
な
進
出
と
、
内
船
焚
料
用
炭
、
八
幡
製
鉄
所
用

炭
、
国
内
大
口
市
場

へ
の
販
売
拡
大

(需
要
構
造
変
容

へ
の
対
応
)
を
と
も
な
い
な

が
ら
も
従
来
の
上
位
企
業
の
後
退
と
い
う
か
た
ち
で
進
ん
だ
。
し
か
し
、
戦
後
恐
慌

と
そ
の
後
の
市
場
収
縮
下
で
の
競
争
の
展
開
過
程
で
従
来
の
上
位
企
業
に
よ
る
国
内

海
送
用
炭
市
場
で
の
積
極
的
販
売
政
策
に
も
と
つ
い
た
あ
る
程
度
の
地
位
の
回
復
と

新
規
参
入
企
業
の
下
位
部
分
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
な
上
位
企
業

(三

井
、
三
菱
、
安
川
、
古
河
、
貝
島
、
麻
生
、
帝
国
)
が
確
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
独

占
組
織
形
成
の
前
提
条
件
が
整

っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
第
四
に
、
二
〇
年
代
前
半

に
お
け
る
新
た
な
上
位
企
業
間
の
競
争
は
従
来
の
上
位
企
業
の
大
口
で
安
定
的
な
市

場

で
あ

っ
た
八
幡
製
鉄
所
、
内
船
焚
料
用
炭
な
ど
の
市
場
に
ま
で
拡
大
し
た
た
め
従

来
の
上
位
企
業
に
競
争
を
抑
制
し
て
市
場
の
安
定
化
を
は
か
る
必
要
性
を
生
じ
さ
せ

た
。
こ
の
こ
と
は
独
占
組
織
形
成
の
背
景
を
な
す
事
態
で
あ

っ
た
。
も

っ
と
も
、
三

井
、
三
菱
の
場
合
、
内
船
焚
料
用
炭
市
場
で
の
地
位
は
安
定
し
て
お
り
そ
の
他
の
大

口
市
場

で
の
販
路
維
持
策
と
あ
い
ま

っ
て
業
界
で
の
優
位
性
は
保
持
し
え
た
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
が
独
占
組
織
に
お
い
て
も
主
導
権
を
把
握
す
る
根
拠
で
あ

っ
た
。
以
上

の
四
点
が
第

一
次
大
戦
前
後
の
時
期
を
独
占
的
市
場
構
造

へ
の
変
容
の
過
程
で
あ
る

と
す
る
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
後
の
筑
豊
炭
市
場
が
甲
子
会
、
石
炭
鉱
業
連
ム
艮
瓜
と
い
っ

た
独
占
組
織
に
よ

っ
て
編
成
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
拙
稿

で
論
じ
た
。

さ
て
、
本
稿
は
筑
豊
炭
市
場
を
対
象
と
し
て
独
占
的
市
場
構
造

へ
の
変
容
過
程
の

分
析
を
行

っ
た
が
、
そ
の
分
析
は
、
課
題
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
不
充
分
さ

を
ま
ぬ
が
れ
て
い
な
い
。
第

一
次
大
戦
前
後
の
時
期
の
市
場
の
実
態
の
分
析
、
そ
れ
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と
企
業
間
競
争
構
造
の
変
容
と
の
関
連
、
主
要
企
業
の
活
動

・
経
営
実
態
を
ふ
ま
え

た
企
業
間
競
争
関
係
の
実
態
分
析
等
の
点

で
た
ち
い

っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
果
た
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

さ
ら
に
重
要
な
課
題
は
北
海
道
炭
市
場
の
分
析
で
あ
る
。
第

一
次
大
戦
前
後
の
時
期

は
三
井
、
三
菱
な
ど
に
よ

っ
て
急
速
に
北
海
道
炭
の
開
発
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ

っ

た
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
示
唆
し
た
よ
う

に
、
筑
豊
炭
の
地
盤
沈
下

へ
の
対
応
と
い

う
意
味
を
も

つ
が
、
以
後
北
海
道
炭
は
急
速
な
発
展
を
た
ど
り
二
〇
年
代
に
は
筑
豊

炭
に
比
肩
す
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
石
炭
市

場
の
地
域
性
に
よ

っ
て
北
海
道
炭
市
場
は
ほ
ぼ
東
京
以
北
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ

て
東
京
以
西
に
限
定
さ
れ
た
筑
豊
炭
市
場
と
は
異
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、

企
業
間
競
争
関
係
に
お
い
て
も
大
小
を
含

め
た
多
数

の
企
業
の
乱
立
に
よ

っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
た
筑
豊
炭
と
は
異
な
り
少
数
の
大
企
業
に
よ
る
競
争
と
協
調
の
横
造
を
も

っ

て
い
た
。
本
稿
の
分
析
は
こ
の
よ
う
な
北
海
道
炭
市
場
の
分
析
に
よ

っ
て
補
完
さ
れ

な
け
れ
ば
日
本
炭
の
市
場
構
造
の
分
析
と
し
て
は
不
充
分
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
筑

豊
炭
市
場
分
析
の
課
題
と
あ
わ
せ
て
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

(
一
九
八
六
年

二
月
成
稿
)

付

記

本
稿
は
、
一
九
八
五
年
度
社
会
経
済
史
学
会
大
会
自
由
論
題
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
昭
和
六
〇
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
総
舎
研
究
④
に
も
と
つ
く
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

〈

註

〉
(
1
)
第

一
次
大
戦
後

の
独
占
的
市
場
構
造

に
関
し

て

は
石
炭

カ

ル
テ

ル
の
分
析

を
行

っ

た
論
稿

に
お
い
て
そ
の

一
端
を
明
ら
か

に
し
た

(拙

稿

「
日
本

に
お

け

る
石

炭
独

占

組
織

の
成
立
」

『
社
会
経
済
史
学
』

50
巻

4
号

)
。

(
2
)

『
三
井
文
庫
論
叢
』
第

=

号
。

(
3
)
同
上
誌
第

一
二
号
。

(
4
)
前
掲
松
元
論
文

、
三
八
九
頁
。

(
5
)

「
石
炭
商
売
四
社
協
調
会
」
の
活
動
実
態
に

つ
い
て
は
資
料

が

ほ
と

ん
ど

み
あ

た

ら
ず
不
明

で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
春
日
豊

「
三
井

財

閥

に
お
け

る
石
炭

業

の
発
展

構
造

-

日
本
産
業
革
命

期
を
中
心

と
し
て

ー

」

(
『
三
井
文
庫
論
叢

』

一
一
号

、

二
四
六
頁

)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(6
)
山
崎
広
明

=

九
二
〇
年
代
の
三
井
物
産

-

経
営
戦
略
と
経
営
動
向

ー

」

(
中
村
隆
英
編

『
戦
間
期

の
日
本
経
済
分
析
』

、
山

川
出
版

社

、

一
九

八

一
年

)
三

〇
九
～

一
〇
頁

。

(
7
)
前
掲

「
一
九

一
〇
年
代

に
お

け
る
三
井
鉱
山

の
展
開
」

、

一
二
八
～
九
頁
。

(
8
)
同
右

、

一
二
九
頁

。

(
9
)
橋
本
寿
朗

『
大
恐
慌
期

の
日
本
資
本
主
義
』

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九

八
四
年

)

四
三
～

四
頁

。

(
10
)
前
掲

「
一
九

一
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
鉱
山

の
展
開
」

、

=
二
二
頁
。

(
11
)
同
右
。

(
12
)
同
右

、

=
壬
二
頁
。

(
13

)

『
筑
豊
石
炭
鉱

業
会

五
十
年
史
』

(同
会

、

一
九

三
五
年

)
四
二
～

三
頁

。

(14

)
阪
神
市

場
で
の
北
海

道
炭

の

シ

ェ
ア
は
、

一
九

一
=
二
年

に

は

一

・
七
%

で
あ

っ
た

が

二
九
年

に
は
六

・
○
%

と
な

っ
て
い
る
。
他
方

、
九
州
炭

(そ

の
ほ
と
ん
ど
が
筑
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豊
炭

)
の
シ

ェ
ア
は

、
八

五

・
七
%

か
ら

八
二

・
一
%

へ
と
縮

少

し
た

(
石
炭
鉱

業

連
合
会

『
石
炭
鉱
業
連
合
会
創
立
十

五
年
誌
』
統
計

)
。

(15
)
当
該
期

の
海
運
業

に

つ
い
て
は
次

の
論
稿
を
参
照

さ

れ
た

い
。

小
風

秀
雄

「
帝
国

主
義
形
成
期
に
お
け
る
日
本
海
運
業
-

日
露
戦
後
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
交
通
網
の

成
立

1
」

(
『史
学
雑
誌
』
第

92
編

10
号

)
、
田
付
茉
莉

子

「近
代

日
本
海

運
史

の
た

め
の

エ
チ

ュ
ー
ド
」

(
『
帝
京
経
済
学
研
究
』
18
巻
1

・
2
号

)

、

三
和

良

一

「
戦

前
期

日
本
海

運
政
策
史

の

一
考
察
」

(
『
青
山

経
済
論

集
』
36
巻
2

・
3

.
4
号

)
。

(
16

=

二
井

の
北

海
道
進
出
に
関
し
て
は
次

の
論
稿
を
参
照

さ
れ

た

い
。
前

掲
春

日

コ

九

一
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
鉱
山

の
展
開
」

一
三
三
～

三
五

頁

、

三
井

文
庫

編

『
三

井
事
業
史
』

(本
篇
第
三
巻
上

)

=
二
八
～
四
〇
頁
。

(17

)
村
上
勝
彦

「
資
本
蓄
積
②
重
工
業
」

(大
石
嘉

一
郎
編

『
日
本

帝
国

主
義

史

一

第

一
次
大
戦
期
』

、
東
京
大
学
出
版
会

、

一
九
八
五
年

)
二
二
六
～
七
頁
。

(
18
)
当
該
期

の
産
業
成
長

の
概
要

に

つ
い
て
は
、
さ
し

あ

た
り
次

の
論
稿

を
参

照

さ
れ

た
い
。
山
崎
広
明
稿

「
日
本
産
業

の
急
膨
脹

と
民
間

重
化
学

工

業

の
勃

興
」

(宇

野

弘
蔵
監
修

『
講
座
帝
国
主
義

の
研
究

六
日
本
資
本
主

義
』

、
青

木
書
店

、

一
九
七

三
年

)
、
石
井
寛
治

「
産
業

・
市
場
構
造
」

(前

掲

『
日
本
帝

国
主

義
史

一
第

一

次
大
戦
期
』

)
。

(
19
)

「大

正
七
年

に
於

け
る
筑

豊
石
炭
の
状
勢
」

(
『
筑

豊

石
炭
鉱

業
組

合
月

報
』

一

七
五
号
、

一
九

一
九
年

一
月

)
七
頁
。

(
20
)
山

本
幸

男

「
欧
州

大
戦
中
に
お
け
る
本
邦
船
舶

及
造
船
」

(

『
造

船
協
会

会
報

』

二
五
号

)
六
三
～
六
六
頁
。

(21

)
筑
豊
炭
販
売
プ
ー

ル
制

の
解
散

に

つ
い
て
は
次

の
資
料

を
参

考
と

し

た
。

三
井
物

産
㈱

「
大
正
七
年
六
月
門
司
石
炭
支
部
支
店
長
会
議
資
料

」

(
三
井

文
庫

所
蔵

)

一

四
～
八
頁
。

(22

)
三
好
に
関
し
て
は
ほ
と
ん

ど
資
料

が
な

い
の
で
あ

る
が

、

『
筑
豊

石
炭

鉱
業

組
合

月
報
』
に
毎
月
掲
載
さ
れ
て

い
る

「若
松

石
炭

商
組

合

取
扱
高

」

お

よ
び

「
門
司

石

炭
商
組
合
取
扱
高

」
を
み
る
限
り
で
は

一
七
年
頃

か
ら

自
売

を
開

始
し

た
も

の
と

思

わ
れ
る
。

(
23
)
三
井
物
産
は
常
磐
炭
に
関
し
て
は

こ
の
時
期
に
茨

城
炭
礦

㈱
、

常
磐
炭
礦

合
資

会

社

の

一
手
販
売
権
を
取
得
し
た
よ
う
で
あ
る

(前
掲

『
三
井
事
業
史
』
七
〇
頁

)
。

(
24
)
筑
豊
石
炭
礦

業
史
年
表
編
纂
委
員
会
編

『
筑
豊
石
炭
礦

業

史
年

表
』

(西

日
本

文

化
協
会

、

一
九
七
三
年

)
二
六
七
頁
。

(
25
)
荻
野
嘉
弘

「
第

一
次
大
戦
前
後

に
お
け

る
筑
豊
炭
鉱

業

の
労
資

関
係

①
」

(
九
州

大
学

『
経
済
学
研
究
』

四
九
巻

四

・
五

・
六
号

)
二
八

六
～

七
頁

。

(
26
)
二
〇
年

恐
慌

お
よ
び

そ
の
後

の
景
気
過
程

に

つ
い
て

は
次

の
論
稿
を

参

照

さ
れ
た

い
。
武

田
晴
人
稿

「
恐
慌
」

二

九

二
〇
年
代
史

研
究

会
編

=

九

二
〇

年
代

の

日

本

資
本

主
義

』
、
東
京
大
学
出
版
会

、

一
九

八
三
年

)
。

(27

)
飯
田
賢

一
他
編

『
現
代

日
本
産
業
発
達
史

Ⅳ
鉄
鋼
』

(交
詞
社

、

一
九
六

九
年

)

二

一
八
～

一
九
頁

。

(28

)
草
野
生

「
戦
後

に
於
け
る
内
外

石
炭
需
要

系
統

の
変
化

(
下

)
」

(

『
筑
豊

石
炭

鉱
業
組
合
月
報
』
二
〇

一
号
、

一
九
二

一
年
三
月
)
六
三
頁

。

(29

)
石
炭
鉱
業
連
合
会
の
活
動
と
貯
炭

、
炭
価

の
動
向

に
関
し

て
は

前
掲
拙

稿
を

参

照

さ
れ
た

い
。

(
30
)
貝
島
鉱
業
㈱

「
貝
島
会
社
年
表
草
案
」

一
五

一
～

二
頁
。

(
31
)
三
菱
鉱
業

セ
メ
ン
ト
㈱

『
三
菱
鉱
業
社
史
』

二

九
七
六
年

)
三

二

一
頁
。

(
32
)
甲
子
会

の
成
立
過
程
と
活
動
に

つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
33
)

『
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
月
報
』

四
四
号

、
六

四
～
五
頁
。

(
34
)
古

河
合
名
営
業
部

、
古
河
商
事

の
活
動

に

つ
い
て
は
、
武
田
晴
人

「
古
河
商
事
と
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『
大
連
事
件
』
」

(東
京
大
学

『
社
会
科
学
研
究
』

三
十

二
巻

二
号

)
を

参
照

さ

れ
た

い
。

(
35
)
三
井
物
産

㈱

「
当
社
及
反
対
商
関
係
事
業

一
覧
」

(
三
井
文

庫
所

蔵

、

一
九

一
八

年

六
月

)
。

(
36
)
こ
の
時

期

に
電
力

業

に
関

し

て
は
次

の
論
稿

を
参

照

さ
れ

た

い
。
橋

本
寿
朗

「

『
五
大
電
力
』
体
制

の
成
立

と
電
力
市
場

の
展
開
①
」

(
『
電
気
通
信
大
学

学
報

』

二

七
巻

二
号

)
、
同
前
掲
書

、
四
二
～

四
頁
。

(
37
)
三
井
物
産
㈱

「
支
店
長
会
議
石
炭
部
報
告

(大
正
十
年

六
月

)
」

(
三
井

文
庫
所

蔵

)
二
〇
頁

、
同

「
支
店
長
会
議
石
炭
部
報
告

(大
正
十
五
年
六
月

)
」
四
二
頁

。

(38

)
鉄
道
省
経
理
局
購
買
第

二
課

『
石
炭
市
況

ノ
研
究
』

(
一
九

二
七

年

)
附

属
統
計

表
。

(39

)

『
門
司
石
炭
商
同
業
組
合
統
計
年
表
』

(大
正
十
三
年

)
。

執

筆

者

紹

介

今

野

孝

松

尾

純

廣

高

橋

良

平

合

力

理
可
夫

三

宅

義

男

高

川

正

通

関

谷

杉

雄

左

合

藤
三
郎

秀

村

選

三

荻

野

喜

弘

東

定

宣

昌

福
岡
大
学
専
任
講
師

(商
学
部
)

・
学
外
研
究
員

大
分
大
学
専
任
講
師

(経
済
学
部
)

九
州
大
学
学
長

九
州
共
立
大
学
講
師

一兀
三
菱
鉱
業
勤
務

元
貝
島
鉱
業
勤
務

元
日
本
石
炭
礦
夫
組
合
常
任

元

『
労
務
管
理
年
誌
』
編
纂
委
員

久
留
米
大
学
教
授

(商
学
部
)

九
州
大
学
助
教
授

(石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
)

九
州
大
学
助
教
授

(石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
)
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