
戦
問
期
に
お
け
る
採
炭
機
構
の
合
理
化
と
労
働
指
揮
権

鮎

ノ
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【
要
約
】
　
本
稿
は
、
戦
間
期
に
急
速
に
進
行
し
た
採
炭
機
構
の
合
理
化
の
過
程
と
、
そ
れ
に
よ
る
採
炭
労
働
過
程
の
変
化
、
そ
れ
に
対
す
る
資
本
の
労
働

指
揮
権
の
発
展
を
、
主
と
し
て
筑
豊
諸
炭
鉱
を
例
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
残
柱
式
採
炭
方
式
・
一
先
編
成
・
手
掘
採
炭
を
基
本
と
し
て
い
た
採
炭
機
溝
の
も
と
で
は
、
坑
夫
の
技
伽
・
経
験
へ
の
依
存
が
大
き
く
、
資
本
の
労
働

指
揮
権
は
制
約
さ
れ
て
い
た
。
戦
間
期
に
、
深
刻
な
不
況
と
坑
内
労
働
に
対
す
る
法
的
規
制
の
強
化
が
背
景
と
な
っ
て
、
筑
豊
諸
炭
鉱
で
は
採
炭
機
構
の

合
理
化
が
急
速
に
進
行
し
、
長
壁
式
採
炭
方
式
、
ド
リ
ル
や
カ
ッ
タ
ー
・
コ
ン
ベ
ヤ
…
に
よ
る
機
械
採
炭
、
多
数
の
坑
夫
に
よ
る
共
同
採
炭
が
一
般
的
と

な
り
、
筑
豊
主
要
炭
鉱
で
は
「
工
場
体
制
」
が
一
応
の
成
立
を
み
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
資
本
の
労
働
指
揮
権
は
強
化
さ
れ
た
。
直
接
的
監
督
が
容
易
に
な

っ
た
上
に
、
機
械
へ
の
労
働
の
従
属
が
深
ま
り
、
実
労
働
時
間
は
延
長
さ
れ
た
。
採
炭
能
率
が
急
速
に
向
上
し
た
反
面
、
炭
鉱
労
働
者
に
は
人
員
整
理
、

賃
金
引
き
下
げ
、
死
亡
災
害
の
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
総
じ
て
資
本
は
労
働
に
対
す
る
専
制
的
指
揮
権
を
獲
得
し
、
炭
鉱
労
働
者
の
「
賃
金
奴
隷
」
化

が
進
行
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
九
巻
三
号
　
一
九
九
六
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

目
本
に
お
け
る
資
本
主
義
平
石
炭
産
業
の
質
的
発
展
に
着
目
し
た
場
合
、
一
八
八
○
年
代
後
半
か
ら
の
日
本
産
業
革
命
期
の
発
展
が
第
一
の

画
期
を
な
し
た
と
す
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
前
半
の
い
わ
ゆ
る
戦
塵
期
の
発
展
が
第
二
の
画
期
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に

急
速
蓬
親
し
た
「
産
萎
理
化
」
、
重
化
学
工
業
発
展
の
一
環
と
し
て
、
石
炭
産
蕃
お
い
て
も
採
炭
機
構
の
鐘
化
が
進
め
ら
れ
た
の
で
倒

あ
る
。
本
稿
で
は
、
戦
嬉
嬉
の
採
炭
機
構
合
理
化
と
採
炭
労
働
過
程
の
変
化
、
そ
れ
に
対
す
る
資
本
の
労
働
指
揮
権
の
発
展
を
、
主
と
し
て
筑
　
7
7



　
　
　
　
　
①

豊
の
主
要
炭
鉱
を
例
に
考
察
し
た
い
。
対
象
を
筑
豊
に
し
ぼ
っ
た
の
は
、
筑
豊
に
お
い
て
は
財
閥
・
地
場
大
手
・
中
小
と
、
多
様
な
炭
鉱
資
本

が
展
開
し
、
し
か
も
日
本
の
石
炭
生
産
の
中
心
地
と
し
て
の
繁
栄
か
ら
戦
後
の
完
全
な
消
滅
ま
で
、
も
っ
と
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
栄
枯
盛
衰

を
た
ど
っ
た
と
い
う
点
で
、
日
本
石
炭
産
業
の
典
型
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
地
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
近
代
石
炭
産
業
と
り
わ
け
炭
鉱
労
働
・
労
資
関
係
史
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
直
接
関
係
す
る
も

の
と
し
て
は
、
田
中
直
樹
「
採
炭
機
構
の
合
理
化
と
炭
鉱
労
働
問
題
」
（
『
近
代
日
本
炭
鉱
労
働
史
研
究
』
草
風
館
　
一
九
八
四
年
所
収
）
と
、
荻
野
喜

弘
「
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
筑
豊
炭
鉱
労
資
関
係
」
（
『
筑
豊
炭
鉱
労
資
関
係
史
』
九
州
大
学
出
版
会
　
一
九
九
二
年
所
収
）
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ず
れ
も
こ
の
時
期
の
採
炭
機
講
の
合
理
化
の
過
程
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
・
影
響
に
関
し
て
は
、
合
理
化
を
背
景
と
し
て

納
屋
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
実
証
し
て
お
り
、
荻
野
の
場
合
は
さ
ら
に
、
炭
鉱
労
資
関
係
の
地
域
別
類
型
か
ら
規
模
別
類
型
へ
の
変
容
な

　
　
　
　
　
　
　
③

ど
を
析
出
し
て
い
る
。
本
稿
も
同
じ
時
期
の
採
炭
機
構
合
理
化
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
に
関
し
て
は
重
複
す
る
面
も
あ
る
が
、
筆
者

と
し
て
は
、
そ
の
合
理
化
が
、
石
炭
の
直
接
的
生
産
過
程
と
り
わ
け
採
炭
労
働
過
程
に
お
け
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
、
い
い
か
え
れ
ば
労
働
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

対
す
る
資
本
の
支
配
す
な
わ
ち
資
本
の
労
働
指
揮
権
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
点
に
重
点
を
お
い
て
考
察
し
た
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
資
本
主
義
的
生
産
過
程
は
、
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
と
の
統
一
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
過

程
で
あ
る
労
働
過
程
が
、
資
本
に
よ
る
剰
余
価
値
の
生
産
す
な
わ
ち
価
値
増
殖
過
程
の
手
段
と
し
て
組
織
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
家
的
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

働
過
程
に
お
い
て
は
、
労
働
は
「
資
本
家
に
よ
る
労
働
力
の
消
費
過
程
と
し
て
行
わ
れ
」
、
そ
こ
で
は
「
労
働
者
が
労
働
条
件
を
使
う
の
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

く
逆
に
労
働
条
件
が
労
働
者
を
使
う
」
と
い
う
顛
倒
が
避
け
ら
れ
な
い
。
で
は
日
本
石
炭
産
業
に
お
け
る
直
接
的
生
産
過
程
で
は
、
そ
の
顛
倒

性
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
の
「
こ
の
顛
倒
は
機
械
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
技
術
的
に
明
瞭
な
現
実
性
を
う

　
　
⑦

け
と
る
」
と
い
う
指
摘
に
注
目
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
採
炭
過
程
の
機
械
化
を
達
成
し
た
戦
間
期
の
石
炭
生
産
過
程
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に

あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
労
働
過
程
を
資
本
家
的
労
働
過
程
と
し
て
、
資
本

に
よ
る
労
働
力
消
費
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
か
ら
の
考
察
は
必
ず
し
も
自
覚
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
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の
点
の
解
明
を
試
み
た
い
。
直
接
的
生
産
過
程
に
お
け
る
資
本
と
賃
労
働
の
関
係
、
資
本
の
労
働
指
揮
権
の
あ
り
よ
う
が
労
資
関
係
の
基
底
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
す
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
直
接
的
生
産
過
程
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
に
は
、
「
物
的
生
産
諸
条
件
す
な
わ
ち
労
働
手
段
お
よ
び
労
働
対
象
、
と

り
わ
け
労
働
手
段
の
一
定
の
体
系
す
な
わ
ち
『
技
術
』
と
、
人
的
生
産
条
件
す
な
わ
ち
労
働
力
、
と
り
わ
け
そ
の
具
体
的
姿
態
と
し
て
の
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
『
労
働
組
織
』
と
か
ら
な
る
『
生
産
の
編
調
ヒ
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
石
炭
生
産
に
即
し
て
具
体
的
に
い
え
ば
、
物
的
生
産
諸
条
件

と
し
て
は
、
労
働
対
象
で
あ
る
炭
層
を
採
掘
し
て
い
く
た
め
の
坑
道
・
切
羽
の
構
造
お
よ
び
採
炭
・
運
搬
の
た
め
の
用
具
な
い
し
機
械
と
そ
れ

ら
を
用
い
た
採
炭
・
運
搬
技
術
を
、
人
的
生
産
条
件
と
し
て
は
、
対
応
す
る
坑
夫
の
労
働
組
織
を
、
石
炭
産
業
の
生
産
の
編
制
の
骨
格
を
な
す

も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

①
石
炭
産
地
と
し
て
の
筑
豊
と
い
う
場
合
は
、
福
岡
県
遠
賀
川
流
域
（
遠
賀
郡
、

　
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田
川
郡
）
の
炭
鉱
地
帯
を
さ
す
。
筑
豊
に
お
け
る
炭
鉱
資
本

　
の
構
成
を
み
る
と
、
一
二
井
・
三
菱
を
筆
頭
に
住
友
・
古
河
を
加
え
た
財
閥
資
本

　
（
｝
九
二
四
年
に
は
四
社
の
炭
鉱
で
筑
豊
生
産
高
の
三
五
・
五
％
を
出
炭
）
を
頂

　
点
と
し
、
そ
の
下
に
貝
島
・
明
治
・
麻
生
・
蔵
内
・
大
正
の
地
方
大
手
資
本
（
同

　
年
、
五
縫
で
一
　
一
三
・
二
％
を
出
炭
）
が
並
立
し
、
裾
野
に
多
数
の
中
小
・
零
細
資

　
本
が
広
が
る
と
い
う
重
層
構
造
を
な
し
て
い
た
。

②
　
も
っ
と
も
採
炭
機
構
合
理
化
に
よ
る
石
炭
生
産
力
発
展
の
評
価
に
関
し
て
は
、

　
両
者
の
見
解
は
異
な
っ
て
い
る
。
田
中
が
、
当
時
の
論
文
を
引
い
て
「
機
械
採
炭

　
の
萌
芽
が
あ
っ
た
と
い
ふ
処
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
最
も
重
要
な
採
炭

　
部
面
に
お
い
て
『
熟
練
せ
る
手
の
労
働
』
が
支
配
的
で
あ
り
、
機
械
は
体
系
を
な

　
し
て
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
」
（
前
掲
書
三
九
二
頁
）
と
、
そ
の
限
界
の
面
に
重

　
点
を
お
い
た
評
価
を
下
し
て
い
る
の
に
対
し
、
荻
野
は
、
コ
九
二
〇
年
代
中
頃

　
か
ら
技
術
箪
新
が
進
展
し
、
箪
○
年
代
中
頃
に
は
大
規
模
炭
鉱
は
資
本
主
義
確
立

　
期
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
生
産
力
基
盤
を
確
立
し
た
」
（
前
掲
書
二
六
二
頁
）
と

　
積
極
的
な
評
価
を
し
て
い
る
。
荻
野
は
「
新
し
い
生
産
力
基
盤
」
が
ど
の
よ
う
な

　
段
階
を
意
味
す
る
か
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

　
こ
の
時
期
の
採
炭
機
構
合
理
化
に
よ
っ
て
筑
豊
主
要
炭
鉱
で
は
工
場
体
制
が
一
応

　
の
成
立
を
み
た
と
考
え
る
。

③
荻
野
前
掲
書
は
、
労
資
関
係
の
基
礎
過
程
と
し
て
、
「
労
働
市
場
過
程
」
「
労
働

　
過
程
」
「
労
働
力
の
再
生
産
過
程
」
の
変
化
を
豊
寓
な
事
例
で
分
析
し
て
い
る
ほ

　
か
、
納
屋
制
度
や
労
働
運
動
を
含
む
書
誤
的
な
炭
鉱
労
資
関
係
史
の
労
作
で
あ
り
、

　
本
稿
も
多
く
の
謎
歌
ハ
を
得
た
。
た
だ
避
雷
は
、
労
働
過
程
の
蓋
本
を
な
す
は
ず
の

　
「
採
炭
方
式
、
採
炭
方
法
、
鉱
夫
編
成
」
の
分
析
を
、
な
ぜ
か
「
労
働
過
程
」
と

　
は
独
立
し
て
扱
い
、
「
労
働
過
程
」
の
項
で
は
「
賃
率
」
、
「
見
込
函
数
」
や
「
繰

　
込
」
な
ど
労
働
管
理
方
法
を
主
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
賃
金
額
の
推
移
を

　
「
労
働
過
程
」
の
項
で
扱
っ
た
り
「
労
働
力
の
再
生
産
過
程
」
の
項
で
扱
っ
た
り

　
し
て
お
り
、
内
容
編
成
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
　
資
本
の
労
働
指
揮
権
に
関
し
て
は
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
（
マ
ル

　
ク
ス
闘
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
刊
行
委
員
会
訳
　
大
月
書
店
　
一
九
六
八
年
）
第
一
分
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冊
　
四
〇
七
頁
お
よ
び
尾
崎
芳
治
『
経
済
学
と
歴
史
変
革
』
腎
木
書
店
　
一
九
九

　
〇
年
　
一
六
頁
ほ
か
参
照
。
も
と
よ
り
資
本
の
労
働
指
揮
権
は
、
直
接
的
生
産
過

　
程
に
お
け
る
労
働
指
揮
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
資
本
関
係
の
再
生
産
過
程
そ
の

　
も
の
を
と
ら
え
、
し
た
が
っ
て
「
階
級
と
し
て
の
労
働
者
の
総
労
働
力
に
対
す
る

　
資
本
の
所
有
権
」
（
尾
崎
前
掲
書
　
一
四
七
頁
）
に
ま
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
る

　
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
そ
の
基
礎
と
な
る
直
接
的
生
産
過
程
に
お
け
る
そ
れ
に
限

　
養
し
て
考
察
し
た
い
。

⑤
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第
一
分
撮
二
四
三
頁
。

⑥
⑦
　
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第
一
分
冊
　
五
五
二
頁
。

⑧
　
「
労
働
者
は
自
分
の
生
活
の
最
大
の
部
分
を
生
産
過
程
で
過
ご
す
の
だ
か
ら
、

　
生
産
過
程
の
条
件
は
そ
の
大
き
な
部
分
が
彼
の
現
実
の
生
活
過
程
の
条
件
な
の
で

　
あ
り
、
彼
の
生
活
条
件
な
の
で
あ
る
」
（
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第
四
分
冊

　
一
〇
九
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
、
労
資
関
係
は
労
働
過
程
の
み
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で

　
は
な
い
が
、
資
本
の
本
質
が
「
剰
余
労
働
に
対
す
る
強
制
権
原
」
（
彪
崎
芳
治
前

　
早
書
　
一
七
頁
ほ
か
）
で
あ
り
、
資
本
に
よ
る
生
産
が
、
剰
余
価
値
の
生
産
で
あ

　
る
と
同
時
に
資
本
関
係
そ
の
も
の
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
「
資
本
に
よ
る
労
働
力
消
費
過
程
」
と
し
て
の
労
働
過
程
こ
そ
は
、
資
本
・
賃
労

　
働
関
係
の
中
核
を
な
す
基
本
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

　
労
働
市
場
過
程
は
「
資
本
に
よ
る
労
働
力
購
買
過
程
」
で
あ
り
、
労
鋤
者
の
生
活

　
過
程
は
「
資
ホ
に
よ
る
労
働
力
再
生
産
過
程
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
過
程

　
の
い
ず
れ
も
が
労
働
過
程
の
た
め
の
手
段
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
労

　
働
過
程
に
お
け
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
あ
り
よ
う
、
労
働
に
対
す
る
資
本
の
指

　
揮
権
の
貫
徹
形
態
こ
そ
が
、
労
資
関
係
の
基
底
を
な
し
、
そ
れ
を
究
極
的
に
規
定

　
す
る
の
で
あ
る
。

⑨
　
尾
崎
芳
治
前
掲
書
『
経
済
学
と
歴
史
変
革
』
一
八
八
頁
以
下
参
照
。
尾
崎
は
、

　
マ
ル
ク
ス
の
「
生
産
の
編
制
」
概
念
に
着
目
し
、
そ
れ
を
再
構
成
し
て
コ
定
の

　
物
質
的
生
活
の
生
産
様
式
を
規
定
す
る
も
の
」
（
同
書
　
一
九
六
頁
）
と
し
て
意

　
義
づ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
高
い
抽
象
レ
ベ
ル
で
の
意
義
づ
け
で
あ
る
が
、

　
現
実
の
具
体
レ
ベ
ル
で
の
個
別
産
業
分
析
の
理
論
的
指
針
と
も
な
り
う
る
も
の
で

　
あ
る
。
と
り
わ
け
「
労
働
組
織
」
に
つ
い
て
、
「
『
技
術
』
を
駆
使
す
る
能
力
（
技

　
能
、
熟
練
）
を
な
ん
ら
か
の
程
度
で
身
に
つ
け
た
人
間
の
労
働
力
の
機
能
す
な
わ

　
ち
一
定
の
質
的
規
定
性
を
も
つ
労
働
の
、
量
的
比
例
性
に
お
け
る
編
成
と
し
て

　
『
労
働
手
段
の
規
模
と
作
用
範
囲
』
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
（
一
九
一
～
一

　
九
二
頁
）
と
し
て
い
る
点
は
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
採
炭
機
構
の
分
析
に
と
っ
て

　
示
唆
に
富
む
。
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隔
、
第
口
次
世
界
大
戦
期
ま
で
の
採
炭
機
構
と
労
働
の
指
揮

　
第
一
次
世
界
大
戦
前
ま
で
の
筑
豊
の
採
炭
機
構
す
な
わ
ち
石
炭
産
業
の
生
産
の
編
制
は
、
全
体
と
し
て
は
、
坑
道
・
切
羽
の
構
造
の
面
で
は
、

炭
層
内
に
縦
横
に
碁
盤
目
状
に
坑
道
を
掘
進
し
て
い
く
残
柱
式
採
炭
方
式
、
採
炭
技
術
の
面
で
は
鶴
臓
で
炭
層
に
切
り
付
け
て
石
炭
を
つ
く
り

ス
ラ
ま
た
は
籠
で
そ
れ
を
運
搬
す
る
手
掘
採
炭
、
労
働
組
織
の
面
で
は
、
先
山
と
後
由
の
二
人
一
組
に
よ
る
一
先
編
成
を
骨
格
と
し
て
い
た
。

一
先
で
採
炭
す
る
切
羽
は
、
二
丁
切
羽
と
称
し
、
採
炭
先
山
一
人
に
つ
き
各
一
切
羽
を
与
え
て
作
業
さ
せ
た
も
の
で
、
採
炭
夫
は
切
羽
を
愛
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①

し
、
完
全
に
自
己
の
技
備
を
振
い
、
出
炭
全
能
力
を
発
揮
す
る
利
益
が
あ
っ
た
」
。
な
お
、
鶴
騰
・
ス
ラ
な
ど
の
用
具
は
坑
夫
の
自
弁
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
お
り
、
火
薬
も
本
人
負
担
と
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
で
は
、
こ
の
段
階
で
の
資
本
に
よ
る
労
働
の
指
揮
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
残
柱
式
採
炭
方
式
・
手
掘

採
炭
・
一
先
編
成
と
い
う
生
産
の
編
制
そ
の
も
の
が
、
労
働
過
程
に
お
け
る
資
本
の
指
揮
権
の
貫
徹
を
制
約
す
る
要
因
を
は
ら
ん
で
お
り
、
指

揮
権
の
専
制
的
な
性
格
は
未
確
立
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
第
一
に
、
手
踊
採
炭
と
い
う
技
術
段
階
で
は
、
採
炭
夫
と
り
わ
け
採
炭
作
業
の
主
導
的
立
場
に
あ
る
先
山
の
体
力
と
技
禰
、
経
験
が
採
炭
能

率
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
資
本
も
か
れ
ら
の
力
量
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
、
先
山
は
労
働
現
場
で
か
な
り
の
裁
量
を

ふ
る
う
こ
と
が
で
き
た
。
先
山
の
主
要
作
業
で
あ
る
炭
層
の
透
し
掘
り
を
効
果
的
に
行
う
に
は
、
炭
理
（
平
目
）
を
よ
く
み
き
わ
め
る
必
要
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
、
発
破
の
効
果
を
高
め
る
に
は
、
発
破
孔
の
角
度
や
深
さ
に
つ
い
て
適
切
な
判
断
が
必
要
だ
っ
た
。
ま
た
、
補
助
的
立
場
に
あ
る
後
山
の
ば

あ
い
も
、
急
斜
面
の
坑
道
で
ス
ラ
を
曳
い
た
り
、
担
い
棒
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
籠
を
運
ぶ
に
は
、
か
な
り
の
体
力
と
と
も
に
一
定
の
経
験

を
要
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
採
炭
夫
の
技
禰
の
優
劣
に
依
っ
て
著
し
く
其
出
炭
を
異
に
し
従
て
各
人
の
所
得
に
も
相
当
の
差
異
を
生
ず
。
炭

坑
経
験
者
に
し
て
一
人
前
の
作
業
技
能
に
達
す
る
ま
で
に
は
約
一
年
を
要
し
た
り
。
…
…
熟
練
の
域
に
達
す
る
ま
で
の
苦
痛
は
相
当
深
刻
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
昔
日
の
坑
夫
技
偏
に
も
尊
き
も
の
あ
り
た
り
」
と
い
う
。

　
第
二
に
、
残
柱
式
採
炭
方
式
で
は
採
炭
労
働
現
場
た
る
切
羽
が
多
数
分
散
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
資
本
の
直
接
的
監
視
・
監
督
は
困
難
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
た
。
一
九
一
七
年
の
三
．
井
田
川
伊
田
竪
坑
八
尺
坑
の
例
で
見
る
と
、
八
尺
坑
に
は
片
前
坑
道
が
二
二
、
切
羽
が
二
〇
〇
あ
り
、
そ
れ
を
八
つ

の
採
炭
区
に
区
分
し
て
い
た
。
採
炭
の
監
督
・
保
安
の
責
任
者
と
し
て
は
三
人
の
「
工
手
長
心
得
」
が
お
か
れ
、
そ
の
下
に
「
全
部
廻
」
と
し

て
二
人
の
工
手
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
各
採
炭
区
に
は
、
ほ
ぼ
二
人
の
小
頭
な
い
し
工
手
が
担
当
者
（
保
安
係
員
）
と
し
て
配
置
さ
れ
、
坑
内
の

監
督
に
あ
た
っ
て
い
た
。
係
員
一
人
当
た
り
の
担
当
切
羽
は
、
一
〇
な
い
し
二
〇
か
所
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
に
よ
る
採
炭
現
場
の
監

督
は
時
折
の
巡
回
の
形
で
し
か
行
え
な
か
っ
た
。
各
坑
夫
か
ら
み
れ
ば
直
接
の
監
督
を
う
け
る
の
は
全
労
働
時
間
の
う
ち
の
一
〇
分
の
一
か
ら
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⑥

二
〇
分
の
一
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
労
働
現
場
の
分
散
性
か
ら
く
る
直
接
的
監
督
へ
の
制
約
は
、
採
炭
労
働
に
お
け
る
坑
夫
の
裁
量

の
範
囲
を
い
っ
そ
う
広
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
資
本
の
労
働
指
揮
権
の
第
三
の
、
そ
し
て
最
大
の
制
約
は
、
手
掘
採
炭
労
働
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
。
暗
く
・
狭
く
、
し
ば
し
ば
身
長
よ
り
も

低
い
、
し
か
も
気
温
三
〇
度
を
こ
え
る
猛
暑
の
現
場
で
、
雷
撃
を
ふ
る
い
ス
ラ
を
曳
く
労
働
は
、
体
力
の
疲
労
・
消
耗
が
は
げ
し
く
、
容
易
に

そ
の
肉
体
的
限
界
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
手
毬
採
炭
労
働
の
疲
労
度
に
つ
い
て
の
次
の
二
つ
の
調
査
が
、
そ
れ
を
如
実

に
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ま
ず
、
伊
田
竪
坑
八
尺
坑
で
一
九
一
五
年
に
お
こ
な
っ
た
採
炭
労
働
調
査
に
よ
れ
ば
、
先
山
が
石
炭
一
ト
ソ
を
採
掘
す
る
の
に
要
し
た
作
業

時
間
は
、
三
人
の
平
均
で
一
時
間
八
分
で
あ
り
、
そ
の
間
に
鶴
噛
を
ふ
る
っ
た
回
数
は
平
均
一
七
五
八
回
、
そ
の
間
に
体
温
は
○
・
四
度
上
昇

し
、
そ
れ
が
も
と
に
復
す
る
の
ま
で
の
休
憩
（
調
査
し
た
役
員
は
こ
れ
が
「
正
当
入
替
ノ
休
息
」
と
み
な
し
て
い
る
）
に
四
〇
分
を
要
し
た
。
い
っ
ぽ

う
、
同
じ
切
羽
で
後
山
が
石
炭
一
ト
ソ
を
搬
出
し
炭
車
に
積
込
む
の
に
要
し
た
時
間
は
、
平
均
一
時
間
一
二
分
、
そ
の
間
に
体
温
は
○
・
三
五

度
上
昇
し
、
も
と
に
も
ど
る
ま
で
の
休
憩
に
四
三
分
を
要
し
た
。
つ
ま
り
体
力
回
復
の
時
間
も
含
め
る
と
、
一
ト
ン
の
出
炭
に
要
す
る
労
働
時

間
は
、
先
山
が
一
時
間
四
八
分
、
後
山
が
一
時
間
五
五
分
と
な
り
、
採
炭
と
切
羽
運
搬
の
能
率
が
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
二
時
間
に
一

ト
ン
出
炭
と
い
う
の
が
、
こ
の
炭
坑
の
こ
の
炭
層
に
お
け
る
採
炭
労
働
の
肉
体
的
限
界
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
一
分
間

に
鶴
騰
を
ふ
る
う
回
数
を
、
一
方
を
通
し
て
間
欠
的
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
一
回
目
は
毎
分
四
二
回
だ
っ
た
の
が
、
二
回
厨
三
九
回
、
三
回
目

三
七
回
、
四
回
目
三
四
回
、
五
回
目
三
一
回
、
六
回
目
二
七
回
と
減
少
し
て
お
り
、
疲
労
の
蓄
積
の
さ
ま
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
次
に
、
一
九
二
七
年
三
井
三
池
四
山
坑
で
お
こ
な
わ
れ
た
調
査
を
見
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
三
池
炭
鉱
は
炭
層
の
条
件
が
筑
豊
と
は
違
っ
て
い
る

が
、
同
じ
手
掘
採
炭
労
働
に
関
し
て
の
調
査
で
あ
り
、
筑
豊
に
つ
い
て
の
類
推
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
採
炭
労
働
に
よ
る
坑

夫
の
体
重
の
減
少
を
坑
内
空
気
の
冷
却
度
と
の
関
連
で
調
査
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
体
力
・
技
禰
と
も
に
中
程
度
の
一
三
入
の
標
準
型

先
山
の
ば
あ
い
、
入
坑
前
と
出
坑
直
後
と
の
体
重
を
比
較
す
る
と
、
最
低
で
も
二
・
一
キ
p
グ
ラ
ム
、
最
高
で
は
四
・
五
七
キ
p
グ
ラ
ム
、
平

82　（396）
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均
で
三
・
三
〇
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
減
少
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
一
〇
人
の
標
準
型
男
後
山
の
ぼ
あ
い

は
、
最
低
二
・
〇
四
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
最
高
四
・
三
四
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
平
均
で
二
・
九
九
五
キ

ロ
グ
ラ
ム
減
少
し
て
い
た
。
次
に
、
一
坑
夫
に
つ
い
て
、
四
週
間
続
け
て
体
重
変
化
を
調
査
し
た

結
果
に
よ
る
と
、
週
の
初
め
に
比
べ
て
、
休
業
日
前
の
土
曜
日
に
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
な
い
し
三
キ

ロ
グ
ラ
ム
も
体
重
が
減
少
し
て
お
り
、
日
曜
日
の
休
養
で
か
ろ
う
じ
て
回
復
し
て
い
る
さ
ま
が
み

て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
坑
夫
は
文
字
通
り
身
を
す
り
減
ら
し
て
採
炭
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
坑
夫
の
裁
量
も
そ
の
よ
う
な
過
酷
さ
の
限
界
内
で
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
第
四
に
、
残
柱
式
採
炭
方
式
で
は
、
分
散
し
て
い
る
切
羽
の
一
先
ご
と
に
片
盤
坑
道
の
炭
車
を

配
車
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
限
路
に
な
っ
て
「
函
（
炭
車
）
待
ち
」
や
「
函
と
り
争
い
」
が
し
ば

し
ば
生
じ
、
そ
の
た
び
に
作
業
が
中
断
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
三
門
田
川
伊
圏
竪
坑
で
の
調

査
（
衰
1
）
に
よ
る
と
、
坑
内
の
作
業
場
に
い
る
時
間
は
、
先
山
は
八
尺
坑
で
九
時
間
、
四
尺
坑
で

一
〇
時
間
半
程
度
で
あ
り
、
後
山
は
八
尺
坑
で
九
時
間
、
四
尺
坑
で
一
〇
時
間
程
度
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
先
山
の
実
労
働
は
採
掘
と
積
込
み
・
軽
骨
押
し
（
後
山
の
仕
事
の
手
伝
い
）
作
業
で
、
八
尺

坑
で
は
五
時
間
半
、
四
尺
坑
で
は
五
時
閾
程
度
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
後
山
の
実
労
働
は
積
込
み
・

炭
函
押
し
の
み
で
い
ず
れ
も
四
時
間
四
〇
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
時
間
は
昼
食
を
ふ
く
む
休
憩

と
炭
函
待
ち
の
時
間
で
あ
り
、
八
尺
坑
で
は
三
時
間
な
い
し
四
時
間
、
四
尺
坑
で
は
五
時
間
半
に

達
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
労
働
時
間
は
作
業
場
に
い
る
時
間
の
五
割
な
い
し
六
割
と
い
う

の
が
当
時
の
採
炭
労
働
の
実
態
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
同
調
査
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
採

表1　童井田州伊田竪坑における採炭夫の労働隣問調査（1917年）

山後山先

八尺坑四尺坑四尺坑　　八尺坑
作業の種類

繰込後切羽到着まで 35分 43分 39分 39分

作業場にいた時間　　a 10時問25分 8時聞51分 10時間03分 8時間55分

採掘に要した晴問 2時間35分 3時間48分 0 …

積込及び函押し時間 2時間15分 1時間46分 4時間40分 4晦間40分

昇坑に要した時間 29分 39分 29分 25分

野待ち及び休息時間 5時間35分 3時闘17分 5時間23分 4時間15分

実労働時間　　　　b 4晴間50分 5時間34分 4建干40分 4時間40分

突労働疇間の割合　b／a 46．4％ 62．9％ 46．4％ 52．3％

　　＊四尺坑は各5人の平均，八尺坑は各8人の平均（白山彌太郎前掲報文　7G～72頁）
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炭
夫
は
「
単
二
切
羽
ニ
ア
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
テ
疲
労
ス
」
る
の
で
あ
っ
て
、
（
炭
函
待
ち
な
ど
の
）
「
坑
内
ニ
オ
ケ
ル
休
息
ハ
真
正
ノ
休
息
ト
ハ
ナ
ラ

ズ
」
、
「
純
然
タ
ル
勢
力
ノ
空
費
」
す
な
わ
ち
労
働
力
の
浪
費
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
浪
費
を
不
可
避
的
に
と
も
な
う
坑
内
構
造
で
は
、
資
本
の

労
働
指
揮
権
の
全
面
的
な
貫
徹
は
困
難
で
あ
っ
た
。
、

　
こ
の
時
期
の
資
本
の
労
働
指
揮
権
の
行
使
に
は
最
後
に
、
一
先
編
成
労
働
組
織
の
も
つ
制
約
が
か
さ
な
る
。
と
い
う
の
は
、
一
先
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

先
山
と
後
山
の
組
み
合
わ
せ
ば
、
筑
豊
に
お
い
て
は
夫
婦
・
親
子
関
係
が
過
半
を
占
め
、
他
人
同
士
で
も
熟
練
老
と
未
熟
練
者
、
そ
れ
も
男
子

と
女
子
と
で
編
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
極
量
を
ふ
る
う
先
山
が
休
む
と
多
く
の
場
合
採
炭
が
不
可
能
に
な
り
、
切
羽
を
遊
ば
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
る
。
し
か
も
採
炭
夫
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
肉
体
的
消
耗
が
激
し
い
が
故
に
、
ま
た
熟
練
坑
夫
と
し
て
一
定
の
独
立
性
を
有
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
る
が
故
に
、
他
の
職
種
に
比
べ
て
就
業
率
が
低
く
、
　
一
九
一
二
年
の
三
井
田
川
炭
鉱
で
は
五
七
～
五
八
％
、
二
二
年
の
豊
国
第
三
坑
で
は
六

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

○
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
資
本
は
、
日
女
す
べ
て
の
切
羽
で
の
採
炭
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
稼
働
す
べ
き
採
炭
夫
の
ほ
ぼ
一
・
七

倍
も
の
坑
夫
を
確
保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
の
石
炭
の
直
接
的
生
産
過
程
に
お
け
る
資
本
の
労
働
指
揮
権
は
、
採
炭
機
構
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
大
き
な
制

約
を
受
け
、
採
炭
労
働
に
対
す
る
直
接
的
な
指
揮
・
監
督
は
困
難
で
あ
り
、
労
働
は
主
と
し
て
先
山
採
炭
夫
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
生

産
の
編
制
の
こ
の
よ
う
な
段
階
に
お
い
て
は
、
労
働
過
程
に
対
す
る
資
本
の
指
揮
権
の
貫
徹
に
は
、
い
わ
ば
外
か
ら
の
、
間
接
的
な
統
欄
に
よ

る
補
完
を
必
要
と
し
、
そ
れ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
主
要
な
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
、
切
賃
（
出
炭
一
函
あ
た
り
賃
金
）
と
見
込

函
数
を
基
礎
と
す
る
出
来
高
賃
金
や
就
業
督
励
の
た
め
の
精
勤
・
方
数
賞
与
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
チ
ィ
ヴ
賃
金
制
度
、
出
炭
高
の
測
定
に
際
し
て

　
　
　
　
　
⑬

行
わ
れ
る
菊
炭
な
ど
の
労
働
管
理
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
詳
論
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
納
屋
綱
度
が
変
質
し
つ
つ
も
な
お
残
存
し
、

坑
夫
の
確
保
と
就
業
督
励
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
根
拠
の
一
つ
も
ま
た
、
生
産
の
編
調
の
こ
の
よ
う
な
段
階
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
い
え

　
⑬

よ
う
。

　
①
『
三
井
国
用
鑛
業
所
史
料
・
労
務
管
理
韮
』
（
九
州
大
学
石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
　
　

…
所
蔵
）
一
六
頁
。

84・　（398）



戦間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

②
　
た
と
え
ば
「
日
本
製
鐵
二
瀬
鑛
業
所
沢
炎
雇
傭
労
役
規
則
」
（
昭
郡
九
年
二
月

　
一
日
付
九
州
大
学
石
炭
研
究
費
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
で
は
、
「
鑛
夫
の
負
撞
に

　
属
す
る
作
業
用
品
薄
の
如
し
　
一
、
鶴
臓
、
讃
、
込
棒
、
ス
ラ
、
籠
、
金
槌
、
キ

　
ュ
ー
レ
ソ
（
掻
出
棒
）
、
掻
板
、
雁
爪
、
荷
棒
、
エ
ブ
（
箕
）
　
二
、
鋸
、
斧
、
玄

　
翁
、
鍬
　
三
、
大
工
道
具
　
四
、
銀
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

③
透
し
掘
り
が
拙
劣
な
場
合
に
は
炭
価
の
安
い
粉
炭
が
多
く
な
る
た
め
、
未
熱
な

　
先
山
は
「
粉
炭
先
山
」
と
よ
ば
れ
て
敬
遠
さ
れ
た
と
い
う
。
　
（
山
本
作
兵
衛
「
筑

　
豊
炭
鉱
物
語
」
　
『
筑
豊
炭
鉱
絵
巻
』
一
九
七
三
年
葦
書
房
所
収
　
一
五
頁
）
。

④
『
三
井
山
野
鉱
業
所
徳
器
史
』
（
九
州
大
学
石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
第

　
五
巻
　
九
頁
。

⑤
⑦
　
白
山
彌
太
郎
『
三
井
田
川
炭
鉱
伊
田
竪
坑
報
文
』
　
一
九
…
八
年
（
京
都
大
学

　
工
学
部
資
源
工
学
科
図
書
室
所
蔵
）
四
八
、
五
七
～
五
八
頁
。
な
お
以
下
、
『
○

　
○
報
酬
』
は
す
べ
て
同
図
書
室
の
も
の
で
あ
る
。

⑥
　
そ
れ
だ
け
に
、
直
接
の
監
督
に
際
し
て
は
、
し
ば
し
ば
暴
力
的
な
威
圧
・
威
嚇

　
が
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
伊
国
竪
坑
入
髪
坑
の
坑
内
役
員
並
び
に
係
員

　
一
八
人
の
う
ち
に
、
少
尉
・
軍
曹
な
ど
の
軍
隊
経
験
者
六
人
、
元
巡
査
一
人
が
含

　
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

⑧
　
里
村
静
一
「
坑
内
空
気
の
冷
却
力
と
採
炭
機
稼
働
時
間
及
び
体
重
減
少
量
と
の

　
関
係
」
『
日
本
鉱
山
協
会
資
料
第
｝
耳
翼
』
　
一
九
三
一
年
（
京
都
大
学
工
学
部
資

　
源
工
学
科
図
書
室
所
蔵
）
。

⑨
一
九
一
コ
年
八
月
の
明
治
第
囎
坑
に
お
け
る
「
先
の
先
山
と
後
山
の
関
係
は
、

　
夫
婦
が
九
四
先
（
四
八
％
）
、
親
子
｝
九
先
（
九
・
七
％
）
、
兄
弟
三
蓋
（
一
・
五

　
％
）
、
他
人
岡
士
八
○
先
（
四
〇
・
八
％
）
で
あ
っ
た
（
江
鐵
『
明
治
第
四
坑
報

　
文
』
一
九
二
二
年
　
「
　
○
買
）
。
な
お
荻
野
は
、
採
炭
夫
編
成
が
｛
先
山
・
一

　
後
山
の
家
族
的
編
成
で
あ
る
こ
と
を
炭
鉱
労
資
関
係
の
第
一
類
型
（
筑
豊
・
常
磐

　
・
唐
津
炭
田
）
の
特
徴
の
｝
つ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
（
荻
野
喜
弘
前
掲
書
　
三

　
三
頁
）
。

⑩
前
掲
『
ヨ
井
田
川
鑛
業
所
史
料
・
労
務
管
理
－
馳
一
〇
三
頁
。

⑪
　
白
浜
璋
『
三
国
聖
業
所
動
三
豊
報
文
』
一
九
二
三
年
　
践
○
頁
。

⑫
　
検
炭
は
、
各
坑
夫
（
…
先
）
の
繊
炭
高
を
確
定
す
る
た
め
に
、
坑
内
か
ら
巻
き

　
揚
げ
ら
れ
た
炭
函
に
積
ま
れ
て
い
る
石
炭
の
量
の
過
不
足
と
、
硬
の
混
入
度
合
い

　
を
検
査
す
る
制
度
で
あ
る
。
量
の
不
足
や
硬
の
混
入
の
程
度
に
応
じ
て
、
賃
金
が

　
差
し
引
か
れ
た
。

⑬
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
、
こ
の
博
点
で
は
石
炭
産
業
は
機
械
制
大
工
業
の
段
階

　
に
は
到
達
し
て
は
お
ら
ず
、
隅
谷
三
喜
男
が
「
石
炭
産
業
に
お
け
る
産
業
資
本
の

　
確
立
の
メ
ル
ク
マ
…
ル
」
（
『
日
本
石
炭
産
業
分
析
』
岩
波
書
店
　
一
九
六
八
年

　
四
六
五
頁
）
と
規
定
し
た
捲
揚
機
の
普
及
は
、
機
械
擬
大
工
業
へ
の
端
緒
を
開
い

　
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
確
立
に
は
、
本
稿
で
考
察
す
る
採
炭
機
構
の
合
理

　
化
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
荻
野
喜
弘
が
、
「
産
業
革
命

　
期
に
は
基
本
的
生
産
過
程
で
あ
る
採
炭
過
程
の
機
械
化
は
未
完
了
」
と
指
摘
し
な

　
が
ら
、
つ
づ
け
て
「
『
機
械
欄
大
工
業
』
と
し
て
の
確
立
の
た
め
に
は
、
機
械
化

　
の
遅
れ
を
補
完
す
る
独
自
な
資
本
に
よ
る
賃
労
働
統
轄
機
構
の
確
立
が
必
要
不
可

　
欠
で
あ
る
、
と
し
た
い
」
（
荻
野
前
掲
盤
王
六
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
点
は
首

　
碧
し
が
た
い
。
「
独
自
な
賃
労
働
統
轄
機
構
」
と
は
納
屋
制
度
や
賃
金
制
度
な
ど

　
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
る
補
完
は
、
生
産
過
程
が
機
械
制

　
大
工
業
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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二
　
採
炭
機
構
の
合
理
化
す
な
わ
ち
生
産
の
編
制
の
編
成
替
え

86　（40e）

ω
採
炭
機
構
合
理
化
の
背
景

　
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
好
景
気
は
石
炭
需
要
を
急
増
さ
せ
、
全
国
出
炭
高
も
一
九
一
九
年
に
は
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
超
え
た
が
、
こ
れ
ら
は

主
と
し
て
炭
鉱
労
働
者
の
増
加
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
採
炭
能
率
は
か
え
っ
て
低
下
し
て
い
た
（
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
九
年
の
間

に
、
全
国
鉱
夫
は
一
八
・
七
万
人
か
ら
三
四
・
八
万
人
に
増
加
、
鉱
夫
一
人
一
か
月
当
り
出
炭
は
九
・
九
ト
ン
か
ら
七
・
五
ト
ン
に
低
下
）
。
戦
後
恐
慌
か
ら

昭
和
恐
慌
へ
と
つ
づ
く
不
況
の
中
で
炭
価
は
急
落
し
、
炭
鉱
経
営
は
苦
境
に
陥
っ
た
。
若
松
普
通
炭
の
ト
ン
当
り
価
格
は
、
一
九
一
九
年
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

九
・
八
五
円
を
ピ
ー
ク
に
、
二
六
年
に
は
九
・
六
七
円
、
三
二
年
に
は
七
・
三
〇
円
に
下
落
し
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
、
た
と
え
ば
三
菱
鉱
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
石
炭
部
門
の
利
益
は
、
一
九
一
九
年
五
～
一
〇
月
の
七
、
〇
三
七
千
円
か
ら
三
二
年
四
～
九
月
の
一
、
O
O
七
千
円
ま
で
減
少
し
た
。
こ
う

し
た
状
況
の
下
で
炭
鉱
資
本
は
、
置
炭
制
限
に
よ
っ
て
炭
価
の
維
持
を
図
る
一
方
で
、
コ
ス
ト
削
減
に
よ
る
利
潤
確
保
を
め
ざ
し
て
、
採
炭
機

構
の
合
理
化
に
本
格
的
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
こ
の
時
期
に
合
理
化
を
促
進
し
た
い
ま
一
つ
の
要
因
は
、
鉱
夫
保
護
の
た
め
の
法
的
規
制
の
強
化
に
あ
る
。
米
騒
動
以
後
の
労
働
運
動
の
高

揚
と
、
国
際
労
働
条
約
案
に
よ
る
「
外
圧
」
を
背
景
に
鉱
夫
保
護
の
問
題
が
注
目
を
集
め
、
一
九
二
八
年
に
は
「
鉱
夫
労
役
扶
助
規
則
」
が
改

定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
九
三
〇
年
か
ら
坑
内
労
働
は
一
〇
時
間
に
綱
限
さ
れ
、
三
三
年
か
ら
は
女
子
と
一
六
歳
未
満
の
者
の
坑
内
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
と
お
り
筑
豊
に
お
い
て
は
採
炭
後
山
と
し
て
女
子
や
年
少
者
が
か
な
り
の
割
合
を
占

め
て
い
た
。
ま
た
、
坑
内
労
働
時
間
の
面
で
も
、
一
九
二
六
年
の
鉱
山
監
督
局
の
調
査
に
よ
る
と
、
福
岡
鉱
山
監
督
局
管
内
の
採
炭
夫
の
平
均

在
坑
時
間
は
、
他
の
管
内
に
比
べ
て
ほ
ぼ
一
時
間
長
い
一
〇
時
間
＝
二
分
で
、
在
坑
一
〇
時
間
を
こ
え
る
坑
内
夫
（
採
炭
夫
、
支
柱
夫
、
そ
の
他
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
数
は
全
国
八
一
、
七
六
四
人
の
う
ち
の
八
八
・
八
％
を
福
岡
管
内
で
占
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
筑
豊
諸
炭
鉱
は
、
労
働
力
編
成
の
面
で
も
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ミ
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製
職
聡
蕊
類
刃
韓
園
娠
e
叢
魍
巡
蝋
ゆ
む
魯
慧

表2　筑豊主要炭鉱における採炭機構の状況

轍1実習炭鉱 採炭方式 採　炭　用　呉 切羽運搬 採炭労働組織
　　　　　’］実習報告者

7
8
8
9
9
0
1
1
1
1
2
2
2
4
6
7
7
7
8
1
1
2
2
3
3
4

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

三井田川伊田竪坑

方城炭鉱

二瀬中央坑

負含田炭鉱

第二目尾炭鉱

新入炭鉱

第二目尾炭鉱

赤池炭鉱

明治第四坑

三井山野炭鉱

豊国炭鉱第三坑

方城炭鉱

三井田川伊田竪坑

二瀬中央坑

上山田炭鉱

大之浦炭鉱第三坑

豊国炭鉱第二坑

赤池炭鉱第二坑

三井田川第三坑

大之浦炭鉱第二坑

豊国炭鉱第猛坑

ま二山田炭坑

住友忠隈炭坑

中鶴第一坑

嘉穂鉱業所

平山炭鉱

炭柱式　前進長壁式

炭柱式

残柱式　長壁式

残柱式

残柱式　炭櫨払

長壁式　一部残柱式

残柱式　前進長壁式

前進長壁式

残柱式

残柱長壁式　長壁式

残柱式　長壁式

残柱式　長壁式

炭撞式　長壁式

残櫨式　長壁式試験

前進長壁式

長壁式

前進長壁式

前進長壁式

長壁式

長壁式

長壁式

前進長：壁式

長壁式

長壁式

長壁式

長壁式

一部残柱式

一部残柱式

一部残柱式

臓
吻
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
嚇
鵬
嚇

鶴
鶴
鶴
鶴
鶴
鶴
鶴
鶴
鶴
鶴

難岩機　ピック

繋岩機（戯炭機）

鶴嚇　馨岩機

鶴噛　繋岩機　載炭機

鶴臓

鶴嚇　難岩機（載炭機）

鶴噛盤孔機
鶴嚇　難岩機

鶴囎盤岩機
穿孔機載炭機
繋岩機　ピック　載炭機

馨岩機蔵炭機

馨岩機識炭機
載炭機　鶴嬉

繋岩機　ピック　戯炭機

ピック　繋岩機　識炭機

人力（背負雛）

スラ　水流し

スラ

スラ　セナ

ー部コソベヤー

人力

人力　戸樋流し

人カ　コソベヤー

人力

戸樋流し

コンベヤー・人力

エフ　スラ

人力　戸樋流し

コソベヤー

コソベヤー

コソベヤー・人力

戸樋・コソベヤー

コソベヤー・人力

コソベヤ・一・

一先（2入か3人）

一先　長壁式は12人

一先（2人か3人）

一先3間10先入坑　流水切羽は共同採炭

一先に2．5問～3間を割りあて

一先に9尺～12尺を割り当て

一人1問受持（先山7人後9人）

一先

一部共同採炭20～23人

共同採炭（先山10後山6）

共同採炭（先山8後山6）

共圃採炭20人

2先

5～6人一先3間
共同採炭　自治切羽制13～14人

共同採炭6～11人

共同採炭24人

共同採炭20～40人

共同採炭9人

共同採炭40人（採炭夫20充順夫20）

白山彌太郎

谷口憲道
高木　毅
今川　正
阪本勝之
土田清次
胡　源深
周　斯銘
江　　　鉄

川上亀郎
白　銘璋
塚騎久一一郎

藤田直正
赤尾孝太郎

荒島義賢
文　諌柱

東條卓薫
飯島　巌
荒木久治
野原正一
由田信雄
西谷民雄
武藤興道
神庭米市
田中　稔
亀山喜三郎

　京都大学工学部採鉱学科学生の炭鉱実習報告書（京都大学工学部資源工学科図書室所蔵）より。右欄の氏名は実習・報告書提繊者を示す。年次は実

習・調査した年であり，報告書提出年次は実習の翌年または翌々年である。

（
δ
畑
）
ト
。
Q



坑
内
労
働
時
間
の
面
で
も
、
新
た
な
法
的
規
舗
の
影
響
を
も
っ
と
も
大
き
く
被
る
こ
と
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
労
働
力
編
成
の
革
新
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
面
か
ら
も
、
石
炭
生
産
の
技
術
的
工
程
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ω
　
合
理
化
の
三
つ
の
側
面

　
表
2
は
、
一
九
一
七
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
京
都
帝
国
大
学
工
学
部
採
鉱
学
科
の
学
生
が
、
筑
豊
の
諸
炭
鉱
で
お
こ
な
っ
た
実
習
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

書
を
も
と
に
、
当
時
の
各
炭
鉱
の
採
炭
法
、
採
炭
用
具
、
切
羽
運
搬
方
法
、
労
働
組
織
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

採
炭
方
式
で
は
残
暑
式
（
炭
柱
式
）
か
ら
長
壁
式
へ
、
採
炭
用
具
で
は
鶴
噛
か
ら
難
岩
機
や
コ
ー
ル
ピ
ッ
ク
・
戯
炭
機
な
ど
の
機
械
へ
、
切
羽
運

搬
で
は
ス
ラ
や
セ
ナ
を
使
っ
た
人
力
運
搬
か
ら
樋
流
し
を
経
て
コ
ン
ベ
ヤ
ー
へ
、
そ
し
て
採
炭
労
働
組
織
で
は
一
先
か
ら
共
同
採
炭
へ
と
変
化

し
て
い
る
さ
ま
を
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
期
的
に
は
、
と
く
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
は
じ
め
に
集
中
的
な

発
展
が
見
ら
れ
る
。
採
炭
方
式
・
採
炭
技
術
・
労
働
組
織
の
三
つ
の
側
面
の
発
展
が
重
な
り
合
っ
て
進
行
し
、
生
産
の
編
制
を
組
み
替
え
た
の

で
あ
る
。

㈲
　
長
壁
式
採
炭
方
式
と
共
同
採
炭

　
表
2
を
仔
細
に
見
る
と
、
三
つ
の
側
面
の
う
ち
で
は
長
壁
式
採
炭
方
式
の
採
用
が
先
行
し
、
合
理
化
に
主
導
的
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
長
壁
式
採
炭
方
式
は
、
片
盤
と
雨
落
の
間
の
炭
層
全
体
を
長
い
切
羽
と
し
て
採
掘
し
て
い
く
方
式
で
あ
る
。
管
柱
式
採
炭
方
式
の
場
合
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

炭
層
の
石
炭
全
部
を
採
炭
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
収
工
率
は
「
七
〇
～
八
○
％
ヲ
越
エ
ナ
カ
ッ
タ
」
の
で
あ
る
が
、
長
壁
式
採
炭
方
式
で
は
「
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

％
内
外
の
損
失
に
て
殆
ど
全
部
採
掘
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
筑
豊
で
は
一
八
八
九
年
に
有
田
炭
鉱
で
初
め
て
採
用
さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦

期
に
は
、
全
国
で
ほ
ぼ
半
数
の
炭
坑
が
長
壁
式
を
採
用
し
て
い
た
（
表
3
）
。
こ
の
時
期
の
長
壁
式
の
採
用
は
主
と
し
て
坑
木
費
の
節
約
を
動
機



戦間期における採炭機構の合理化と蛍働指揮権（鮎川）

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
世
界
大
戦
「
当
時
炭
鉱
二
使
用
セ
ル

爆
薬
、
捲
揚
機
、
ポ
ン
プ
、
其
他
機
械
類
ハ
過
半
、
其
供
給
ヲ
外
国
二
仰
イ

デ
イ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
新
シ
イ
機
械
設
備
二
依
ル
合
理
化
ハ
不
可
能
デ
ア
ヅ
タ
。

依
ヅ
テ
合
理
化
ノ
方
向
ハ
労
働
賃
金
二
次
ギ
採
炭
費
ノ
ニ
○
～
三
〇
％
ヲ
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
⑩

メ
ル
坑
木
費
ノ
節
約
二
向
ケ
ラ
レ
タ
」
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
長
壁
式
採
炭
方
式
は
、
労
働
組
織
や
採
炭
労
働

表3　長壁式採炭方式と採炭機械の採用状況

空気
墾岩機

電　気
墾岩機

ノ、ンr？　H

ピック
載炭機

915台

2138

2450

2776

153台

495

720

1012

954

1141

1096

394台

1765

2068

2288

2828

10台

12

工39

187

225

234

216

223

長壁式採
用比率

全国　48％

九州　69％

％
　
　
　
　
　
％

0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
b

q
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Q
）

グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ

九
　
　
　
　
九

年次

1918

1925

1927

1929

1930

1932

1933

1934

1935

（久保山雄三編『日本石炭鑛業大観』，『筑豊石炭聖業組合月

報』第272号，『石炭晴報』第10巻より）

用
具
は
従
来
の
ま
ま
で
、
一

〇
数
間
な
い
し
数
一
〇
間
の

払
面
を
、
一
・
五
な
い
し
二

間
ず
つ
に
小
分
け
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
一
先
に
割
り
当
て
て

採
炭
す
る
と
い
う
方
法
が
取

ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一

九
一
七
年
三
井
田
川
伊
田
竪
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ロ…炭車　　　　　　　　　（土田報文より作成）

　図1　三菱新入坑勘々層採掘図（1920年）

坑
四
尺
坑
で
は
、
四
〇
～
五
〇
間
の
払
面
を
九
尺
ず
つ
の
切
羽
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
先

　
　
　
　
　
⑪

を
割
り
当
て
た
。
と
は
い
え
一
〇
数
人
な
い
し
数
一
〇
人
の
坑
夫
が
、
同
一
臆
面
で
隣
り
舎
わ

せ
で
労
働
す
る
こ
と
に
よ
る
相
互
の
刺
激
や
、
係
員
に
よ
る
現
場
監
督
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
、
協
業
に
よ
る
「
社
会
的
労
働
の
生
産
力
」
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
て
、
孤
立
分
散
し
た
四

丁
切
羽
に
比
較
し
て
生
産
力
を
高
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
採
炭
夫
一
人
当
り
の
出
炭
は
…
瓢
八
％
増
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⑬

加
し
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
逆
に
同
一
払
面
で
多
数
が
、
し
か
も
一
先
ず
つ
ば
ら
ば
ら
に
労
働
す
る
と
い
う
形
態
に
は
、
か
え
っ
て
採
炭
能
率
を
引
き
下
げ
る

面
も
あ
っ
た
。
図
1
は
一
九
二
〇
年
の
、
三
菱
新
入
第
一
坑
巌
々
層
の
長
壁
面
の
採
掘
図
で
あ
る
。
三
〇
間
の
切
羽
に
一
〇
先
が
配
置
さ
れ
て

お
り
、
一
先
当
り
三
間
ず
つ
を
分
担
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
と
受
け
持
ち
切
羽
か
ら
片
盤
ま
で
の
傾
斜
や
距
離
が
異
な
る
た
め
に
運
搬
能
率
に
不

公
平
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
図
の
よ
う
に
、
傾
斜
の
下
り
方
向
に
は
一
番
か
ら
七
番
ま
で
の
組
が
ス
ラ
を
曳
き
お
ろ
し
、
八
番
か
ら
一
〇
番
ま
で

は
昇
り
方
向
に
ス
ラ
を
曳
き
あ
げ
る
こ
と
と
し
、
し
か
も
各
組
の
炭
車
の
配
置
を
図
の
よ
う
に
し
て
、
受
け
持
ち
切
羽
か
ら
炭
車
ま
で
の
距
離

の
均
等
化
を
は
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
各
坑
夫
の
技
禰
に
よ
っ
て
払
出
に
凸
凹
が
生
じ
る
、
片
盤
ま
で
の
ス
ラ
の
出
入
り
が
混
雑
す
る
な
ど
の
弊

害
が
生
じ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
が
つ
く
。
長
壁
式
採
炭
方
式
と
一
先
編
成
労
働
組
織
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

矛
盾
に
い
ち
は
や
く
対
応
し
、
筑
豊
で
共
同
採
炭
を
最
初
に
採
用
し
た
の
は
三
井
田
川
炭
鉱
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
三

年
に
「
七
、
八
人
乃
至
二
〇
人
位
を
一
先
と
す
る
共
同
切
羽
制
を
実
施
し
た
」
と
こ
ろ
好
成
績
を
あ
げ
た
こ
と
か
ら
、
し
だ
い
に
「
共
同
切
羽
」

　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
普
及
し
た
と
い
う
。

　
か
く
し
て
長
壁
式
採
炭
方
式
の
普
及
は
、
共
同
採
炭
へ
の
労
働
組
織
の
改
編
を
促
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
ん
ど
は
そ
れ
ら
と
、
採
炭
用
具
と

の
間
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、
碁
盤
式
・
一
先
編
成
に
照
応
し
て
い
た
採
炭
用
具
は
、
長
壁
式
・
共
同
採
炭
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
、

す
な
わ
ち
採
炭
機
械
に
置
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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ω
　
採
炭
過
程
の
機
械
化

　
長
壁
式
採
炭
方
式
は
、
作
業
現
場
を
広
げ
る
と
と
も
に
坑
内
構
造
を
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
採
炭
機
械
の
導
入
を
可
能
に
し
、
促
進
し

た
。
全
国
的
な
進
行
状
況
は
表
3
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
各
機
械
に
よ
る
能
率
の
向
上
と
採
炭
労
働
に
与
え
た
変
化
を
中
心
に
考

　
　
　
　
　
⑬

察
し
て
み
た
い
。



戦間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

　
①
ド
リ
ル
と
発
破
採
炭

　
も
っ
と
も
大
量
に
導
入
さ
れ
た
の
は
発
破
孔
を
穿
つ
墾
孔
直
す
な
わ
ち
ド
リ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
破
採
炭
が
普
及
し
た
。
発
破
は
、

危
険
で
あ
り
し
か
も
穿
孔
作
業
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
従
来
坑
道
の
掘
進
や
松
岩
の
破
砕
な
ど
に
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

炭
鉱
用
安
全
爆
薬
の
開
発
と
ド
リ
ル
の
導
入
で
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
之
浦
第
三
坑
の
調
査
で
は
、
従
来
の
手
作
業
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
九
〇
㎝
の
孔
ひ
と
つ
に
三
四
分
を
要
し
た
の
が
、
ド
リ
ル
を
使
え
ば
五
〇
秒
で
す
む
と
い
う
。
一
九
二
五
年
三
月
の
上
山
田
炭
鉱
で
の
調
査

に
よ
る
と
、
ド
リ
ル
の
導
入
に
よ
っ
て
先
山
一
人
当
り
の
採
炭
能
率
は
進
撃
採
炭
の
二
倍
に
、
総
採
炭
夫
一
人
当
り
で
は
一
・
五
倍
に
増
大
し

た
。
経
費
の
面
で
は
、
一
襲
当
り
の
切
賃
四
六
銭
を
三
四
・
四
銭
ま
で
切
り
下
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
発
破
採
炭
に
よ
る
火
薬
費
の
増
加

を
加
味
し
て
も
な
お
一
ト
ン
当
り
経
費
は
○
・
一
六
円
の
引
き
下
げ
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
坑
夫
の
人
員
で
い
え
ぼ
、
能
率
の
向
上
に
よ
り
娼
炭

一
ト
ン
当
り
○
・
一
五
人
の
削
減
が
可
能
で
あ
り
、
同
炭
鉱
の
全
量
炭
量
に
要
す
る
人
員
で
は
一
四
五
人
の
削
減
、
当
時
の
就
業
率
六
割
を
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

隠
す
れ
ば
、
在
籍
で
は
二
四
〇
人
の
削
減
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
一
九
二
七
年
豊
国
炭
鉱
第
二
坑
の
調
査
で
も
、
ド
リ
ル
採
炭
は
手

掘
り
に
比
べ
て
、
先
山
一
人
当
り
出
炭
で
は
二
倍
、
総
採
炭
夫
一
入
当
り
で
は
一
・
六
倍
と
な
り
、
火
薬
費
は
一
ト
ン
当
り
一
〇
％
増
加
し
た

が
、
切
賃
は
四
三
％
低
下
し
た
。

　
②
コ
ー
ル
ピ
ッ
ク

　
コ
ー
ル
ピ
ッ
ク
は
、
圧
縮
空
気
で
ピ
ッ
ク
を
往
復
運
動
さ
せ
て
炭
層
を
突
き
崩
す
い
わ
ば
機
械
鶴
隣
で
あ
る
。
発
破
採
炭
の
普
及
に
よ
っ
て

鶴
鯖
に
よ
る
切
り
付
け
作
業
は
少
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
発
破
採
炭
で
は
火
薬
代
が
か
さ
む
こ
と
や
、
破
砕
に
よ
っ
て
粉
炭
が
多
く
な
る
こ
と

か
ら
、
火
薬
は
補
助
的
に
用
い
る
こ
と
に
し
て
、
コ
ー
ル
ピ
ッ
ク
を
採
用
す
る
炭
鉱
も
あ
っ
た
。
と
く
に
大
量
に
導
入
し
た
の
は
大
之
浦
炭
鉱

で
、
同
鉱
の
第
二
坑
七
ヘ
ダ
層
に
お
け
る
調
査
に
よ
る
と
、
採
炭
夫
一
人
当
り
出
炭
は
、
発
破
採
炭
の
一
・
八
九
ト
ン
に
く
ら
べ
て
、
ピ
ッ
ク

採
炭
で
は
二
・
七
五
ト
ン
へ
と
一
・
五
倍
に
増
加
、
火
薬
代
は
一
ト
ソ
当
り
○
・
四
〇
七
円
か
ら
○
・
一
九
六
円
へ
と
減
少
し
、
ピ
ッ
ク
使
用

経
費
を
含
め
て
も
、
一
ト
ン
当
り
○
・
一
四
七
円
の
節
約
と
な
っ
た
。
し
か
も
発
破
採
炭
で
は
出
炭
量
の
五
一
・
八
％
も
あ
っ
た
粉
炭
が
三
七
・
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⑲

七
％
に
減
少
し
た
。

　
③
コ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー

　
コ
ー
ル
カ
ッ
タ
ー
は
採
炭
作
業
の
第
一
段
階
で
あ
る
炭
層
の
透
し
掘
り
を
行
う
機
械
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
手
摺
採
炭
で
は
透
し
掘
り
こ

そ
が
、
採
炭
夫
に
と
っ
て
も
っ
と
も
熟
練
を
要
す
る
作
業
で
あ
っ
た
が
、
カ
ヅ
タ
ー
は
そ
れ
を
機
械
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
採
炭
労
働
の
技

術
と
形
態
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
筑
豊
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
か
ら
カ
ヅ
タ
ー
採
炭
が
試
み
ら
れ
た
が
、
「
松
岩
多
く
又
機
械

に
も
不
備
の
点
あ
り
た
る
と
使
用
者
不
熟
練
と
相
ま
っ
て
」
、
当
時
は
充
分
な
効
果
を
収
め
得
な
か
っ
た
。
戦
費
期
の
不
況
の
下
で
、
機
械
の

改
良
や
カ
ッ
タ
ー
マ
ン
の
養
成
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
本
格
的
に
導
入
さ
れ
、
山
野
炭
鉱
で
は
一
九
三
四
年
に
八
台
を
使
用
す
る
に
至
っ
て
い

る
。　

三
井
田
川
炭
鉱
で
は
、
当
初
の
英
国
メ
ー
バ
ー
母
型
カ
ッ
タ
ー
で
は
一
時
間
当
り
の
透
戴
の
長
さ
は
」
O
m
（
「
方
当
り
四
〇
m
）
、
採
炭
夫

一
人
当
り
出
炭
は
二
・
四
六
ト
ソ
で
あ
っ
た
が
、
英
国
サ
リ
バ
ン
鎖
型
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
・
七
m
（
七
九
m
×
四
・
八
五
ト
ン
と
な
り
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
に
三
池
製
作
所
に
よ
る
五
〇
馬
力
鎖
式
開
発
に
よ
り
、
三
三
・
五
m
（
一
三
四
m
）
、
六
・
〇
ニ
ト
ン
へ
と
飛
躍
的
に
能
率
を
高
め
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、
一
九
三
一
年
の
大
之
浦
炭
鉱
で
の
カ
ッ
タ
ー
採
炭
と
ピ
ッ
ク
採
炭
と
の
比
較
で
は
、
切
羽
進
行
速
度
す
な
わ
ち
同
一
期
間
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
出
炭
は
カ
ヅ
タ
ー
の
方
が
大
き
か
っ
た
が
、
「
カ
ヅ
タ
ー
ノ
使
用
ハ
未
熟
デ
ア
ヅ
テ
火
薬
代
大
差
ナ
ク
、
　
カ
ヅ
タ
ー
費
大
ナ
ル
」
た
め
、
一

ト
ソ
当
り
の
経
費
や
採
炭
夫
一
人
当
り
出
炭
の
成
績
で
は
ピ
ッ
ク
採
炭
を
む
し
ろ
下
回
っ
て
い
た
。
こ
の
例
に
限
ら
す
、
カ
ッ
タ
ー
採
炭
は
必

ず
し
も
よ
い
成
績
を
収
め
得
ず
、
そ
の
導
入
は
一
九
三
三
年
時
点
で
全
国
で
二
三
四
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
（
表
3
）
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

断
層
や
松
岩
・
下
毛
の
凹
凸
の
多
い
炭
層
の
た
め
、
カ
ッ
タ
ー
が
そ
の
先
進
性
を
十
分
に
発
揮
で
き
か
か
っ
た
こ
と
、
ド
リ
ル
や
ピ
ッ
ク
の
よ

う
な
小
型
機
械
に
比
べ
て
、
カ
ヅ
酒
事
は
多
額
の
設
備
費
を
必
要
と
し
（
輸
入
カ
ッ
タ
ー
の
原
価
は
本
体
と
付
属
品
で
一
台
一
五
、
○
○
○
円
、
ド
リ
ル

　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
芸
口
一
、
○
○
○
円
）
、
切
賃
の
低
下
や
人
員
削
減
に
よ
る
人
件
費
削
減
を
見
込
ん
で
も
な
お
企
業
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
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戦問期における採炭機機の合理化と労働指揮権（鮎川）

　
④
切
羽
運
搬
の
機
械
化

　
上
述
の
よ
う
に
諸
機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
石
炭
採
掘
の
能
率
が
高
ま
る
と
、
切
羽
運
搬
能
力
と
の
矛
盾
が
生
じ
る
。
従
来
の
ス
ラ
や
籠
に
よ

る
人
力
運
搬
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
主
要
坑
道
で
あ
る
斜
坑
や
竪
坑
に
お
け
る
運
搬
手
段
は
、
す
で
に
蒸
気
捲
揚
機
か
ら
電
気

捲
揚
機
へ
と
改
良
さ
れ
て
い
た
が
、
底
盤
坑
道
で
も
手
押
し
な
い
し
馬
匹
運
搬
に
か
わ
っ
て
エ
ン
ド
レ
ス
や
テ
イ
ル
・
ロ
ー
プ
が
導
入
さ
れ
、

切
羽
運
搬
に
は
コ
ン
ベ
ヤ
ー
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
切
羽
運
搬
の
機
械
化
は
、
一
九
＝
二
年
の
三
井
田
川
炭
鉱
に
お
け
る
吊
樋
式
揺
樋
運
搬
機
（
シ
ェ
ー
キ
ン
グ
．
コ
ン
ベ
ヤ
ー
）
を
も
っ
て
噛
矢
と

す
る
が
、
当
時
は
普
及
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
長
壁
式
・
共
同
採
炭
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
本
格
的

導
入
が
進
み
、
と
く
に
三
井
山
野
炭
鉱
で
饗
宴
式
運
搬
機
（
チ
エ
ー
ソ
・
コ
ン
ベ
ヤ
ー
）
が
考
案
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
改
良
型
が
開
発
さ
れ
る
と
急

　
　
　
　
　
㊧

速
に
普
及
し
た
。
筑
豊
で
は
一
九
二
九
年
九
月
に
は
九
一
台
（
八
｝
九
馬
力
）
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
が
設
置
さ
れ
、
一
九
三
三
年
三
月
に
は
二
五
二
台

（
二
、
四
九
四
馬
力
）
に
急
増
し
た
。
こ
の
年
、
三
井
田
川
・
由
野
炭
鉱
で
は
コ
ン
ベ
ヤ
ー
四
〇
台
を
使
用
し
て
全
出
炭
高
の
八
一
・
二
％
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

貝
島
炭
鉱
で
は
五
六
台
で
六
〇
・
二
％
を
出
炭
、
筑
豊
全
体
で
は
五
五
・
二
％
を
出
炭
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
同
年
末
の
全
国
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー

設
置
台
数
は
九
〇
四
台
に
達
し
た
。
能
率
の
面
で
は
、
三
井
山
野
炭
鉱
で
の
切
羽
運
搬
能
力
は
、
従
来
の
残
柱
式
・
人
力
運
搬
で
は
後
山
一
人

一
方
で
炭
車
の
六
七
な
い
し
八
函
、
総
払
い
長
壁
式
・
人
力
運
搬
で
は
一
二
函
な
い
し
一
五
函
で
あ
っ
た
の
が
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
で
は
一
分
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
函
程
度
の
積
み
込
み
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
採
炭
・
切
羽
運
搬
の
機
械
化
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
へ
の
石
炭
の
掬
込
み
が
採
炭
労
働
の
主
要
な
形
態
と
な
っ
た
。
掬
込
み
の
用
具
と
し

て
は
、
当
初
は
従
来
の
掻
板
・
エ
ブ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
ス
コ
ヅ
プ
が
採
用
さ
れ
た
。
三
井
田
川
炭
鉱
の
調
査
に
よ
る
と
、
掻
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
エ
ブ
に
よ
る
従
来
の
掬
み
で
は
一
函
あ
た
り
九
・
三
三
分
を
要
す
る
の
に
対
し
、
ス
コ
ッ
プ
で
は
七
・
五
〇
分
で
す
む
と
い
う
。
た
だ
し
、

コ
ン
ベ
ヤ
ー
は
切
羽
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
移
転
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
切
羽
運
搬
の
機
械
化
は
、
坑
内
労
働
に
コ
ン
ベ
ヤ
ー
移

転
と
い
う
新
た
な
作
業
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
切
羽
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
導
入
は
ま
た
、
坑
夫
固
人
ず
つ
な
い
し
一
先
ず
つ
の
出
炭
量
の
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測
定
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
一
先
単
位
の
賃
金
計
算
を
不
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
先
編
成
労
働
組
織
を
解
体
し
た
。

㈲
　
機
械
導
入
に
よ
る
採
炭
労
働
過
程
の
変
化

94　（408）

　
で
は
こ
れ
ら
の
採
炭
・
運
搬
機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
労
働
過
程
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
交
替
制
を
と
っ
て
い
た
大
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

浦
炭
鉱
第
二
十
七
ヘ
ダ
層
の
例
で
み
よ
う
。
左
二
片
切
羽
の
長
さ
は
三
〇
間
で
、
そ
こ
に
カ
ッ
タ
ー
マ
ン
三
人
と
、
採
炭
夫
＝
人
（
ド
リ
ル
マ

ン
ニ
人
一
一
台
、
ピ
ッ
ク
マ
ン
ご
人
一
二
台
、
樋
口
二
人
、
掬
込
四
人
、
先
山
一
人
）
、
ほ
か
に
御
霊
三
人
、
跡
間
二
人
合
計
一
九
入
が
就
労
し
た
。
採

炭
夫
の
う
ち
先
山
一
人
は
「
切
羽
ノ
全
責
任
者
デ
払
二
於
テ
指
揮
ノ
任
二
当
ル
」
坑
夫
で
あ
り
、
樋
口
の
二
人
は
「
炭
車
ノ
出
入
リ
及
ビ
積
込

ミ
」
の
作
業
に
当
っ
た
。
仕
繰
は
切
羽
の
進
行
に
と
も
な
う
支
柱
、
及
び
払
い
跡
の
硬
巻
（
充
墳
）
に
当
り
、
跡
問
は
同
じ
く
片
盤
延
長
の
作
業

を
す
る
。

　
作
業
の
手
順
を
み
よ
う
。
カ
ッ
タ
ー
マ
ン
は
三
人
で
一
台
の
カ
ッ
タ
ー
を
運
転
す
る
。
入
坑
す
る
と
ま
ず
切
羽
の
中
央
に
置
か
れ
て
い
る
カ

ッ
タ
ー
を
運
転
し
て
、
切
羽
の
肩
側
（
傾
斜
の
高
い
側
）
半
分
を
透
戯
す
る
。
そ
の
間
に
、
掬
込
み
は
、
切
羽
の
深
側
（
傾
斜
の
低
い
側
）
に
前
の

作
業
方
が
崩
落
さ
せ
て
い
た
石
炭
（
い
わ
ゆ
る
「
送
り
炭
」
）
を
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
積
み
込
む
。
同
時
に
ピ
ッ
ク
マ
ソ
は
ピ
ッ
ク
を
使
っ
て
石
炭
を
崩

落
さ
せ
、
切
羽
面
が
一
直
線
に
な
る
よ
う
整
え
る
。
肩
側
の
透
戯
が
終
わ
れ
ば
、
カ
ヅ
タ
ー
マ
ン
は
カ
ッ
タ
ー
を
深
側
に
移
動
さ
せ
て
昏
蒙
す

る
。
そ
の
間
に
ド
リ
ル
マ
ソ
は
、
カ
ッ
タ
ー
で
透
戯
さ
れ
た
肩
側
の
切
羽
に
ド
リ
ル
で
発
破
孔
を
穿
っ
て
発
破
を
ほ
ど
こ
し
、
掬
込
み
は
そ
れ

を
、
ピ
ッ
ク
マ
ン
が
崩
落
さ
せ
た
石
炭
と
も
ど
も
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
積
み
込
む
。
最
後
は
深
側
の
透
戯
あ
と
に
ド
リ
ル
で
穿
孔
し
て
発
破
を
ほ
ど

こ
し
て
石
炭
を
崩
落
さ
せ
、
カ
ッ
タ
：
を
切
羽
中
央
部
に
も
ど
し
て
作
業
終
了
と
な
り
、
次
の
作
業
方
に
引
き
継
ぐ
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

長
壁
一
面
を
二
つ
に
分
け
て
、
カ
ヅ
タ
ー
に
よ
る
透
戯
作
業
と
ド
リ
ル
や
ピ
ッ
ク
に
よ
る
穿
孔
・
崩
落
作
業
と
を
交
互
に
行
う
こ
と
で
、
機
械

を
効
率
よ
く
利
用
し
て
能
率
を
高
め
よ
う
と
す
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
た
ボ
ー
ル
式
シ
ェ
ー
キ
ン
グ
コ
ソ
ベ
ヤ

ー
の
移
転
作
業
は
切
羽
進
行
四
尺
ご
と
、
三
日
に
一
回
の
割
で
な
さ
れ
た
。



㈲
　
切
羽
の
集
申
と
合
理
化
の
到
達
点

戦問期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
長
壁
式
採
炭
方
式
が
機
械
に
よ
る
共
同
採
炭
を
促
し
た
の
で
あ
る
が
、
機
械
に
よ
る
共
同
採
炭
は
ま
た
、
長
壁
切
羽

払
面
の
い
っ
そ
う
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
切
羽
の
集
約
・
集
中
を
促
し
た
。
た
と
え
ば
三
菱
窪
田
炭
鉱
第
五
坑
で
は
、
一
九
三
学
年
に
＝
一
個
あ

っ
た
切
羽
を
、
翌
年
に
は
六
個
か
ら
さ
ら
に
四
個
に
ま
で
集
中
し
、
長
さ
三
〇
〇
m
と
い
う
超
ロ
ン
グ
切
羽
を
実
現
し
、
出
炭
を
五
〇
％
も
増

　
　
　
　
　
⑳

加
さ
せ
て
い
る
。
「
切
羽
の
集
中
」
こ
そ
が
採
炭
機
構
の
合
理
化
の
ま
さ
に
集
約
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
坑
内
は
別
丁
式
採
炭
時
代
と
は

ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
は
一
九
三
二
年
＝
一
月
、
所
属
各
戸
か
ら
の
報
告
を
も
と
に
、
現
場
責
任
者
に
よ
る
「
切
羽
長
さ
研
究
会
」
を
開
催
し

て
、
業
界
を
挙
げ
て
切
羽
集
中
を
推
進
し
て
い
る
。
百
数
十
名
が
参
加
し
、
「
終
始
緊
張
、
誠
に
い
き
づ
ま
る
様
な
雰
囲
気
」
で
す
す
め
ら
れ
、

主
催
者
を
し
て
「
実
に
本
日
ほ
ど
緊
張
し
た
光
景
を
み
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
し
め
た
こ
の
研
究
会
の
報
告
と
質
疑
に
は
、
切
羽
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
に
か
け
る
当
時
の
資
本
の
熱
意
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
詳
細
な
報
告
の
な
か
か
ら
主
要
点
を
ま
と
め
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
報
告
が
出
さ
れ

た
の
は
二
八
炭
鉱
で
あ
り
、
ほ
ぼ
筑
豊
の
主
要
炭
鉱
を
網
羅
し
て
い
る
。
一
九
三
二
年
と
い
え
ば
、
そ
の
翌
年
が
全
国
の
採
炭
能
率
が
戦
前
の

ピ
ー
ク
に
達
し
た
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
は
筑
豊
主
要
炭
鉱
の
採
炭
機
構
合
理
化
の
一
番
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ま
ず
二
般
報
告
」
（
表
4
i
1
）
を
み
る
と
、
報
告
さ
れ
た
二
八
坑
の
六
五
の
炭
層
の
う
ち
、
長
柱
式
採
炭
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
大
之
浦

炭
鉱
八
尺
層
の
二
つ
の
炭
層
の
み
で
、
あ
と
の
六
三
の
炭
層
で
は
長
壁
式
採
炭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
切
羽
の
数
は
全
部
で
二
二
二
個
、
し
た
が

っ
て
一
炭
層
当
り
三
・
五
個
と
な
っ
て
い
る
。
切
羽
の
長
さ
で
は
、
三
菱
総
田
炭
坑
七
ヘ
ダ
三
尺
層
の
二
〇
〇
m
を
最
高
に
、
一
〇
〇
m
を
超

す
切
羽
が
一
七
個
あ
り
、
す
べ
て
の
切
羽
の
平
均
長
さ
は
五
六
．
二
m
と
な
っ
て
い
る
。
さ
き
に
み
た
三
井
田
川
伊
田
竪
坑
八
尺
層
で
も
、
二

〇
〇
も
あ
っ
た
切
羽
が
、
長
さ
一
三
四
m
と
一
〇
〇
m
の
わ
ず
か
二
個
の
切
羽
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
切
羽
運
搬
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー

が
六
三
炭
層
第
五
〇
炭
層
で
採
用
さ
れ
て
お
り
、
他
に
樋
流
し
が
一
四
、
ス
ラ
ま
た
は
籠
が
七
、
掬
込
み
（
切
羽
ま
で
炭
車
を
引
き
込
み
直
接
掬
込
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蓑4－1　「切羽長さ研究会」一般報告の
　　　　まとめ（1932年　筑豊石炭三業
　　　　組合による調査）

116社28殿

表4－2　「切羽長さ研究会］詳細報告のまとめ

1 報笹書提出炭坑数

9
扁
Q
u
4
5
6

7

8

稼行瀬の炭層数計

切羽数計

一炭厨当り平均切羽数

最長切羽（m）

一切羽平均長（m）

切
羽
運
搬
法

片
盤
運
搬

コンベヤー

聞流し

自然流し

掬い込み

スラ・かご

エンドレス

機械捲き

馬匹

手押し

63炭層

222個

3．5個

200m

56．2m

50炭層（79．4％）

13炭層（20，9％）

1炭層（1．6％）

4炭層（6，3％）

7炭層（1LI％）

27ケ日（42．9％）

7炭層（11．1％）

4炭層（6．390）

37炭層（58．7％）

浅：運搬手段や採炭機械は2種以上を併用
　　しているばあいもあり，合計が100％
　　をこえる。
　　（4－1・4－2とも『筑豊石炭鑛業組合
　　月報』342号・343号　1932・33年より
　　作成）

1
　
　
2

詳細報告提出炭坑数

ﾚ細報告切羽数

16社28炭坑

@　28
3

切機

H械
剥ﾌ
@用

コールドリル

Rールピック

Rールカヅター

香[ダー

27切羽（96．4％）

W切羽（28，6％）

P4切羽（50．0％）

P切羽（3．6％）

4 力作

萩ﾆ
二交替制

O交替制

19切羽（67，9％）

X切羽（32ユ％）

5
採炭方一方の坑

v数

最高

ﾅ低
ｽ均

71人（禽念田炭坑）

U人（平山炭坑）

@　2＆0人

6
一日に入坑する

B夫数

最高

ﾅ低
ｽ均

150人（総田炭坑）

P2人（平山炭坑）

@　53．7人

7 採炭炎一人一方　最高

o炭高　　　　最低

15．Ot（赤池炭坑）

P．7t（山内炭坑）

8
切羽総坑失一人

齦繒o炭高

最高

ﾅ低
ｽ均

8，0t（赤池炭坑）

P2t（漆生炭坑）

@　2．84t

　
い
っ
ぽ
う
、
研
究
会
の
た
め
の
「
詳
細
報
告
」
で
は
、
二
八

坑
の
主
た
る
炭
層
の
代
表
的
切
羽
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る

（
表
4
－
2
）
。
ま
ず
採
炭
機
械
の
状
況
を
み
る
と
、
発
破
採
炭

は
二
八
罪
す
べ
て
で
行
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
二
を
除
い
て

す
べ
て
ド
リ
ル
で
穿
孔
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ー

ル
カ
ッ
タ
ー
は
一
四
坑
で
使
用
さ
れ
、
コ
ー
ル
ピ
ッ
ク
は
八
三

で
の
採
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
コ
ン
ベ
ヤ
ー
へ
の
石
炭

掬
込
み
の
機
械
で
あ
る
ロ
ー
ダ
ー
を
遵
溶
し
て
い
る
の
は
三
菱

新
入
炭
鉱
の
み
で
あ
る
。

　
次
に
一
日
の
作
業
方
数
を
見
る
と
、
九
坑
が
三
交
替
制
で
、

あ
と
は
す
べ
て
二
交
替
制
を
採
用
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
二

番
方
で
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
移
転
や
払
い
跡
の
充
填
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。
一
切
羽
に
お
け
る
一
番
方
の
入
坑
坑
夫
数
は
、
最
低
が

平
山
炭
坑
の
六
人
、
最
高
は
鯨
田
炭
坑
の
七
一
人
で
、
平
均
二

八
・
○
人
で
あ
り
、
一
日
の
入
坑
坑
炎
数
は
、
最
低
一
二
人
、

れ　三三

る⑫七
。　も

　　あ
　　り
　　　N

　　片
　　盤
　　運
　　搬
　　機
　　械
　　化
　　の
　　相
　　対
　　的
　　な
　　遅
　　れ
　　が
　　み
　　て
　　と

む
）
が
四
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
片
盤
運
搬
で
は
エ
ソ
ド
レ

ス
ニ
七
、
コ
ー
ス
捲
き
七
に
対
し
て
、
馬
匹
が
四
、
手
押
し
が
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最
高
は
一
五
〇
人
、
平
均
五
三
・
七
人
で
あ
る
。

　
最
後
に
出
炭
能
率
を
み
る
と
、
採
炭
夫
一
人
一
方
当
り
で
は
、
最
低
が
山
内
炭
坑
の
一
・
七
ト
ン
、
最
高
は
赤
池
炭
坑
の
一
五
・
○
ト
ソ
で

あ
り
、
切
羽
総
員
一
人
一
方
当
り
で
は
、
最
低
が
漆
生
炭
坑
の
一
・
ニ
ト
ン
、
最
高
は
赤
池
炭
坑
の
八
・
○
ト
ン
で
あ
る
。
二
八
坑
の
総
計
で

は
切
羽
総
人
員
一
人
当
り
平
均
二
・
八
四
ト
ン
と
な
る
が
、
そ
の
う
ち
カ
ヅ
タ
ー
と
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
両
方
を
使
用
し
て
い
る
＝
一
坑
だ
け
の
平

均
は
三
・
四
八
ト
ン
、
ど
ち
ら
も
使
用
し
て
い
な
い
四
天
の
平
均
は
一
・
六
九
ト
ン
で
あ
り
、
そ
の
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
一
九
三
〇
年
代
前
半
期
に
、
筑
豊
主
要
炭
鉱
に
お
け
る
生
産
の
編
制
は
、
残
塁
式
採
炭
方
式
・
手
掘
採
炭
・
一
先
編
成
か
ら
長
壁

式
採
炭
方
式
・
機
械
採
炭
・
共
同
採
炭
制
へ
と
編
成
替
え
さ
れ
、
新
た
な
段
階
へ
と
発
展
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
炭
坑
の
坑
内
構

造
は
根
本
的
に
変
化
を
遂
げ
、
生
産
の
最
前
線
た
る
切
羽
か
ら
片
盤
・
主
要
坑
道
を
経
て
坑
口
に
至
り
、
さ
ら
に
坑
外
で
の
石
炭
の
種
別
の
選

り
分
け
か
ら
貯
炭
庫
へ
の
搬
入
に
至
る
ま
φ
り
一
連
の
過
程
が
、
個
肉
の
過
程
の
機
械
化
と
、
そ
れ
ら
の
連
係
と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
有
機
的

な
体
系
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
点
で
は
炭
坑
は
、
石
炭
を
生
産
す
る
一
種
の
巨
大
な
「
地
下
工
場
」
と
で
も
い
う
べ
き
生
産
体
制
を
実

現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
筑
豊
主
要
炭
鉱
で
は
工
場
体
制
が
一
応
の
成
立
を
み
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
先
に
み
た
と
お
り
、
機
械

採
炭
と
い
っ
て
も
カ
ヅ
タ
ー
の
採
用
は
不
十
分
で
あ
っ
た
点
、
ロ
：
ダ
ー
は
皆
無
に
近
く
コ
ン
ベ
ヤ
ー
へ
の
掬
込
み
は
も
っ
ぱ
ら
ス
コ
ッ
プ
で

の
手
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
点
、
片
盤
運
搬
に
は
手
押
し
が
か
な
り
残
っ
て
い
た
点
な
ど
、
採
炭
・
坑
内
運
搬
過
程
の
基
本
作
業
の
一
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

依
然
と
し
て
手
作
業
に
依
存
し
て
お
り
、
工
場
体
制
と
し
て
は
不
完
全
な
面
を
残
し
て
い
た
。

　
①
　
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
会
五
〇
年
史
』
同
会
発
行
　
一
九
三
五
年
　
四
三
～
四
四
頁
。
　
　
　
　
指
摘
が
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
「
鉱
山
で
の
女
や
子
供
（
一
〇
歳
未
満
）
の

②
　
『
蛍
菱
鉱
業
社
史
』
　
｝
九
七
六
年
　
巻
末
資
料
に
よ
る
。

③
　
こ
の
間
の
詳
し
い
経
過
に
つ
い
て
は
、
荻
野
喜
弘
前
掲
書
　
二
七
六
～
二
八
八

　
頁
参
照
。

④
　
「
石
炭
鉱
夫
坑
内
就
業
時
間
の
概
況
」
『
石
炭
時
報
』
第
六
巻
　
一
九
三
一
年

　
四
＝
頁
。

⑤
　
こ
の
点
で
は
マ
ル
ク
ス
が
一
九
世
紀
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
べ
た
次
の

労
働
が
禁
止
さ
れ
る
ま
で
は
、
は
だ
か
の
女
や
少
女
を
、
し
ば
し
ば
男
と
い
っ
し

ょ
に
し
て
炭
坑
や
そ
の
他
の
鉱
山
で
使
用
す
る
方
法
が
、
資
本
か
ら
見
れ
ば
そ
の

道
徳
律
に
も
、
ま
た
こ
と
に
そ
の
元
帳
に
も
合
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
禁
止

さ
れ
て
か
ら
の
ち
に
は
じ
め
て
資
本
は
機
械
に
手
を
出
し
た
の
で
あ
る
」
（
前
掲

『
資
本
論
駈
第
二
分
冊
　
五
＝
二
頁
）
。

　
た
と
え
ば
三
菱
鉱
業
で
は
、
　
一
九
二
八
年
の
場
所
長
会
議
に
お
い
て
、
「
人
員
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ノ
配
置
補
充
、
設
備
装
置
ノ
増
設
改
廃
、
作
業
組
織
ノ
改
革
等
人
立
蚊
物
的
両
方

　
面
三
瀬
リ
且
両
者
ノ
聯
連
々
係
ニ
ッ
キ
総
合
的
研
究
ヲ
遂
ゲ
、
各
場
所
実
情
二
応

　
ジ
漸
次
之
が
準
備
ヲ
進
メ
テ
新
制
適
応
ノ
状
勢
ヲ
馴
致
シ
、
尚
実
施
期
限
ヲ
待
タ

　
ス
シ
テ
実
行
シ
得
ル
モ
ノ
ハ
漸
次
着
手
シ
、
以
ッ
テ
急
激
ナ
ル
変
革
勝
論
リ
生
ズ

　
ル
事
業
上
、
社
会
上
ノ
影
響
ヲ
可
及
的
鮮
少
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
の
対
策
が
提

　
起
さ
れ
、
「
い
よ
い
よ
本
格
的
な
経
営
合
理
化
が
要
請
さ
れ
た
」
（
前
掲
『
三
菱
鉱

　
業
社
史
』
二
九
｝
頁
）
。

⑥
　
表
の
各
学
生
の
報
蕾
書
は
い
ず
れ
も
京
都
大
学
工
学
部
資
源
工
学
科
図
書
釜
所

　
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

⑦
　
文
謙
柱
「
大
之
浦
炭
鉱
第
三
坑
報
文
」
一
九
二
八
年
　
二
三
頁
。

⑧
　
久
保
山
雄
三
編
『
目
本
石
炭
鉱
業
大
観
』
公
論
社
　
一
九
三
九
年
二
〇
一
頁
。

⑨
、
神
庭
米
市
「
中
歯
第
一
坑
報
文
」
一
九
三
五
年
、
三
六
頁
。

⑩
荻
野
は
長
壁
式
採
炭
方
式
の
普
及
を
、
坑
木
費
の
増
大
の
要
因
と
し
て
あ
げ
て

　
い
る
（
荻
野
喜
弘
前
掲
書
　
二
六
三
頁
）
が
、
長
壁
式
採
炭
で
は
、
一
切
羽
で
の

　
坑
木
は
も
ち
ろ
ん
増
加
す
る
が
、
坑
道
の
構
造
が
簡
素
化
さ
れ
る
た
め
、
全
体
と

　
し
て
は
坑
木
費
が
節
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
，
現
に
一
九
二
五
年
の
報
皆
書
で

　
あ
る
『
筑
豊
炭
山
労
働
事
情
』
（
大
阪
地
方
職
業
紹
介
寮
務
局
発
行
　
一
五
頁
）

　
で
も
長
壁
式
採
炭
方
式
の
長
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
坑
木
使
用
節
約
」
を
あ
げ
て

　
い
る
。
ま
た
、
大
之
浦
第
三
坑
で
は
「
従
来
ノ
残
柱
式
採
炭
法
時
代
月
比
シ
凡
ソ

．
三
〇
％
ノ
坑
木
費
節
約
ガ
デ
キ
タ
」
と
報
出
口
さ
れ
て
い
る
（
文
面
柱
前
掲
報
文

　
二
四
頁
）
。
な
お
濁
中
直
樹
も
長
壁
式
採
用
の
目
的
が
坑
木
費
の
節
約
に
あ
っ
た

　
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
田
中
前
掲
轡
　
三
七
三
頁
）
。

⑪
白
山
彌
太
郎
前
掲
記
文
六
二
頁
。

⑫
　
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第
一
分
冊
　
四
三
二
頁
。

⑬
三
川
＝
「
労
働
能
率
の
増
進
と
採
炭
法
の
進
歩
」
『
石
炭
時
報
虚
血
二
巻

　
一
九
二
六
年
　
八
九
頁
。

⑭
前
掲
『
三
井
田
川
鍍
業
所
史
料
・
労
務
管
理
H
』
一
六
、
一
七
頁
。
た
だ
し
、

　
共
同
採
炭
の
採
用
に
は
賃
金
支
払
い
形
態
の
改
革
が
不
可
欠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
賃
金
が
一
先
ご
と
の
娼
炭
函
数
を
墓
準
と
す
る
出
釆
高
払
い
の
形
態
を
と
る
か
ぎ

　
り
は
、
労
働
組
織
も
一
先
を
基
本
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
共
同
採
炭

　
を
採
用
す
る
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
賃
金
支
払
形
態
を
う
み
だ
す
必
要
が
生
じ

　
る
。
三
井
田
川
炭
鉱
で
は
、
共
同
採
炭
の
総
繊
来
高
賃
金
を
、
個
々
の
坑
夫
の
技

　
禰
を
勘
案
し
て
設
定
し
た
歩
合
に
応
じ
て
配
分
す
る
「
歩
立
て
」
の
制
を
糊
入
し
、

　
や
が
て
そ
れ
が
広
く
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑯
　
筑
燈
諸
炭
鉱
へ
の
機
械
の
溝
入
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
荻
野
喜
弘
が
詳
し
く
実

　
証
し
て
い
る
（
前
掲
書
「
両
大
戦
聞
期
に
お
け
る
筑
豊
炭
鉱
労
資
関
係
」
参
照
）
。

⑯
文
練
柱
前
掲
報
文
五
八
頁
。

⑰
荒
島
義
賢
「
上
山
田
炭
鉱
報
文
」
｝
九
二
七
年
目
二
七
～
三
二
頁
。

⑱
東
條
卓
三
「
豊
国
炭
鉱
第
二
坑
門
文
」
一
九
二
八
年
四
〇
頁
。

⑲
野
原
正
一
「
大
之
浦
第
二
坑
報
文
」
一
九
三
三
年
四
七
頁
。

⑳
　
前
掲
『
三
井
山
野
鉱
業
所
沿
革
史
』
第
五
巻
　
一
九
、
二
二
買
。

⑳
　
前
掲
『
艮
本
石
炭
鉱
業
大
観
』
二
三
三
頁
。

⑫
　
野
原
正
一
前
掲
報
文
　
四
八
頁
。

　
　
一
二
菱
鉱
業
の
蹴
合
、
㎝
九
三
一
年
二
月
時
点
で
の
カ
ッ
タ
ー
採
炭
の
状
況
は
、

　
総
門
炭
鉱
で
＝
二
台
、
出
炭
高
の
二
七
・
五
％
、
帯
域
炭
鉱
四
台
、
二
五
・
九
％
、

　
上
山
田
炭
鉱
二
台
、
○
・
二
％
で
、
新
入
炭
鉱
で
は
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

　
（
前
掲
『
三
菱
鉱
業
社
史
』
四
〇
四
頁
）
。

⑳
前
掲
『
日
本
石
炭
鉱
業
大
観
』
二
四
一
頁
。

⑯
前
掲
『
筑
豊
石
炭
鑛
業
会
五
十
年
史
』
八
九
～
九
一
頁
。

⑯
　
岡
田
丈
太
郎
「
揺
樋
式
切
羽
運
搬
具
の
研
究
」
『
九
州
鉱
山
学
会
誌
』
第
四
巻

　
二
〇
頁
。

⑳
　
晶
嗣
掲
『
一
二
井
山
野
心
鉱
帰
婿
所
献
伯
叢
・
史
』
無
漏
媒
著
　
　
｝
五
三
、
　
一
五
四
、
　
一
六
二
百
ハ
。

⑱
　
小
野
善
七
・
田
q
武
次
郎
「
時
間
研
究
に
よ
る
坑
内
調
査
の
事
例
二
・
三
」
『
筑

　
豊
石
…
灰
鑛
輩
小
組
ム
個
月
報
』
籠
〃
三
五
二
号
　

山ハ

S
ハ
。
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戦間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

　
⑭
　
野
原
正
一
前
掲
上
文
　
四
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
が
指
摘
（
前
掲
『
日
本
石
炭
産
業
分
析
』
三
七
三
～
三
七
五
頁
）
し
て
い
る
よ

　
⑳
　
神
谷
新
太
郎
「
切
羽
集
中
に
つ
い
て
」
『
筑
豊
石
炭
鑛
業
組
合
月
報
』
第
三
三
　
　
　
　
　
う
に
、
石
炭
産
業
の
ば
あ
い
は
炭
層
の
賦
存
状
況
が
生
産
力
を
第
｝
義
的
に
規
定

　
　
｝
号
　
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
お
り
、
機
械
力
も
そ
の
欄
約
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
で

　
⑳
　
「
切
羽
長
さ
研
究
会
報
告
」
『
筑
豊
石
炭
鑛
業
組
合
月
報
』
第
三
四
二
号
二
二
四
　
　
　
　
　
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
三
号
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
石
炭
産
業
に
お
い
て
「
機
械
の
自
動
体
系
」
（
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第

　
⑫
　
田
中
直
樹
は
「
採
炭
機
構
の
合
理
化
と
炭
鉱
労
働
問
題
」
の
な
か
で
、
片
盤
運
　
　
　
　
　
一
分
珊
　
四
九
七
頁
）
と
い
う
厳
密
な
意
味
で
の
「
工
場
体
制
」
が
成
立
し
得
る

　
　
搬
の
機
械
化
が
先
行
し
た
雷
の
指
摘
を
し
て
い
る
（
前
掲
『
近
代
日
本
炭
鉱
労
働
　
　
　
　
　
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
坑
内
運
搬
の
機
械
化
と
あ

　
　
史
研
究
臨
三
八
三
頁
、
三
九
五
頁
）
が
、
　
「
切
羽
長
さ
研
究
会
」
の
報
告
を
見
る
　
　
　
　
　
い
ま
っ
て
、
採
炭
過
程
に
カ
ッ
タ
ー
、
ド
リ
ル
、
ピ
ッ
ク
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
加
え

　
　
か
ぎ
り
、
筑
豊
に
お
い
て
は
片
盤
運
搬
の
機
械
化
が
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
た
と
言
　
　
　
　
　
て
ロ
ー
ダ
ー
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
石
炭
生
産
に
お
け
る
工
場
体
糊
の
確
立
と
み
な

　
　
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
が
、
工
場
体
制
の
「
一
応
の
」
成
立
と
限
定

　
⑳
　
と
い
っ
て
も
山
内
炭
鉱
二
尺
層
の
ば
あ
い
は
、
両
方
を
使
用
し
て
い
て
も
、
「
炭
　
　
　
　
　
的
に
規
定
し
た
の
は
、
主
と
し
て
ロ
ー
ダ
…
の
導
入
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点

　
　
贋
内
の
葵
雑
物
が
純
炭
の
一
〇
〇
％
を
こ
え
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
と
お
り
の
　
　
　
　
　
を
考
慮
し
て
い
る
。

　
　
劣
悪
な
巌
層
の
た
め
に
、
一
人
当
り
出
炭
は
丁
三
ト
ソ
し
か
な
く
、
隅
谷
三
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
労
働
に
対
す
る
資
本
の
専
舗
的
指
揮
権
の
確
立

　
上
述
の
ご
と
き
石
炭
産
業
の
生
産
の
編
制
の
編
成
替
え
に
よ
り
、
先
に
あ
げ
た
資
本
の
労
働
指
揮
権
貫
徹
へ
の
制
約
の
多
く
が
取
り
除
か
れ
、

労
働
過
程
に
お
け
る
指
揮
権
は
強
化
さ
れ
、
資
本
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
い
専
制
的
性
格
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
機
械
へ
の
従
属
と
科
学
的
管
理

　
第
一
に
、
採
炭
機
械
化
は
、
従
来
採
炭
夫
の
喧
伝
と
経
験
に
基
づ
く
裁
量
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
採
炭
労
働
を
、
未
熟
練
労
働
力
に

置
き
換
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
六
年
上
山
田
炭
鉱
で
の
熟
練
古
参
坑
夫
に
よ
る
手
掘
採
炭
と
、
宿
禰
の
低
い
未
熟
練

の
朝
鮮
人
坑
夫
に
よ
る
ド
リ
ル
蓑
と
を
比
較
し
た
調
動
に
よ
る
と
・
ド
リ
ル
採
炭
の
ほ
う
が
・
先
山
天
当
り
出
皇
霊
で
四
七
．
五
％
総

採
炭
夫
一
人
当
り
出
炭
高
で
三
九
・
○
％
も
多
か
っ
た
。
経
費
面
で
も
ド
リ
ル
採
炭
の
方
が
一
ト
ン
当
り
○
・
五
九
六
円
（
三
五
．
二
％
）
少
な

99　（413）



か
っ
た
。
ド
リ
ル
に
よ
る
発
破
採
炭
は
採
炭
能
率
を
向
上
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
採
炭
夫
の
熟
練
の
役
割
を
低
下
さ
せ
、
未
熟
練
労
働
力
の
使

用
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
カ
ッ
タ
ー
や
ピ
ヅ
ク
・
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
導
入
は
、
坑
夫
の
労
働
を
コ
ン
ベ
ヤ
ー
へ
の
掬
込
み
労
働
に
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

労
働
を
機
械
に
従
属
さ
せ
る
条
件
を
う
み
だ
し
た
。
具
体
的
に
は
、
カ
ッ
タ
ー
や
ピ
ッ
ク
、
ド
リ
ル
・
発
破
に
よ
る
石
炭
崩
落
量
と
、
コ
ン
ベ

ヤ
ー
の
運
搬
量
と
が
バ
ラ
ン
ス
し
つ
つ
互
い
に
最
高
と
な
る
作
業
点
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
機
械
操
作
・
石
炭
掬
込

み
の
ス
ピ
ー
ド
・
能
率
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
純
化
さ
れ
た
労
働
形
態
は
、
テ
ー
ラ
ー
の
「
科
学
的
管
理
法
」
導
入
の
条
件
を
つ
く

り
だ
し
、
こ
の
当
時
盛
ん
に
時
間
研
究
に
も
と
つ
く
労
働
管
理
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
一
九
三
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
三
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

田
川
第
一
坑
で
行
わ
れ
た
時
間
研
究
に
よ
る
合
理
化
を
み
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
当
初
は
、
カ
ヅ
タ
ー
一
台
を
操
作
す
る
カ
ッ
タ
ー
マ
ソ
ニ
名
、
カ
ッ
タ
ー
透
戴
あ
と
の
切
粉
出
し
一
名
、
ド
リ
ル
一
台
を
操
作
す

る
ド
リ
ル
マ
ソ
ニ
名
、
採
炭
掬
論
客
名
、
支
柱
夫
二
名
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
か
ら
炭
車
へ
と
石
炭
を
流
し
込
む
漏
斗
口
に
一
名
、
炭
車
を
押
出
し
・

引
込
む
中
押
二
名
、
こ
れ
ら
全
体
を
統
制
す
る
貴
任
者
一
名
、
合
計
一
八
名
の
グ
ル
ー
プ
で
共
同
採
炭
し
て
い
た
。
し
か
し
時
間
研
究
に
よ
っ

て
各
作
業
を
標
準
化
し
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
カ
ッ
タ
ー
を
二
台
（
四
名
）
に
ふ
や
し
て
一
日
二
方
透
戴
と
し
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
は
チ
ニ
ー
ソ

式
に
あ
ら
た
め
て
掬
込
み
を
一
名
増
員
、
中
押
し
・
漏
斗
口
も
各
一
名
増
員
し
、
計
二
三
名
編
成
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
坑
夫
一

人
当
り
出
炭
高
を
一
日
一
〇
ト
ン
か
ら
一
五
ト
ソ
へ
と
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
す
で
に
実
施
後
わ
ず
か
な
間
に
一
三
ト
ン
蕉
で
実
現

し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
間
研
究
に
お
い
て
は
、
ス
コ
ヅ
プ
で
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
掬
込
む
さ
い
の
両
足
の
位
置
、
両
手
の
使
い
方
、
一

分
間
の
掬
込
み
回
数
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
ま
で
の
距
離
と
投
げ
入
れ
に
さ
い
し
て
こ
ぼ
れ
る
石
炭
の
量
と
の
関
係
な
ど
ま
で
を
分
析
し
て
標
準
化
を

試
み
、
最
大
の
能
率
を
追
求
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
過
酷
で
あ
っ
た
と
は
い
え
坑
夫
が
自
己
の
経
験
の
中
で
つ
ち
か
っ
た
勘
と
技
禰
を
発
揮

し
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
な
り
の
程
度
に
自
己
の
裁
量
で
行
っ
て
い
た
採
炭
労
働
は
、
い
ま
や
資
本
の
一
存
在
形
態
と
し
て
の
機
械
に
主
導
さ
れ
、

機
械
に
よ
っ
て
駆
り
た
て
ら
れ
る
労
働
へ
と
、
そ
の
形
態
と
性
格
を
変
え
た
。
「
労
働
条
件
が
労
働
者
を
使
う
」
と
い
う
資
本
主
義
的
生
産
の
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顯
倒
が
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。

②
直
接
的
監
督
の
強
化

戦間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

　
第
二
に
、
長
壁
式
採
炭
方
式
の
採
用
、
と
り
わ
け
切
羽
の
集
中
に
よ
っ
て
従
来
多
数
分
散
し
て
い
た
労
働
現
場
が
数
ヵ
所
に
集
中
さ
れ
た
た

め
、
採
炭
労
働
に
対
す
る
直
接
的
・
持
続
的
な
監
督
が
可
能
と
な
っ
た
。
機
械
化
が
進
ん
だ
と
は
い
え
、
機
械
の
自
動
体
系
に
は
達
し
得
ず
、

手
作
業
や
作
業
の
中
断
・
切
替
が
避
け
ら
れ
な
い
労
働
過
程
で
は
、
な
お
労
働
に
対
す
る
直
接
的
監
督
が
必
要
で
あ
り
、
切
羽
の
集
中
は
そ
れ

を
強
化
す
る
条
件
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
さ
き
に
あ
げ
た
三
菱
総
田
炭
鉱
の
三
〇
〇
m
の
超
ロ
ン
グ
切
羽
で
は
、
九
〇
人
の
採
炭
夫
が
繰
り
込
ま
れ
た
が
、
こ
れ
を
六
人
ず

つ
一
五
の
班
に
分
け
、
五
班
で
一
組
を
編
成
、
各
組
に
一
人
の
坑
内
係
員
が
つ
き
、
各
班
に
は
班
長
一
人
を
お
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
九

〇
人
を
三
人
の
坑
内
係
員
が
監
督
し
、
一
五
人
の
班
長
が
そ
れ
を
補
佐
す
る
体
翻
が
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
作
業
の
命
令
・
合
図
を
つ
た

え
る
た
め
に
雑
面
の
電
灯
照
明
の
ス
イ
ッ
チ
を
利
用
し
、
「
命
令
一
下
、
…
…
百
名
に
近
き
採
炭
夫
も
、
静
粛
に
且
つ
一
斉
に
作
業
の
混
乱
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

陥
る
こ
と
ま
っ
た
く
な
く
、
規
則
正
し
き
切
羽
の
維
持
と
進
行
を
な
し
つ
つ
あ
り
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
三
井
田
川
炭
鉱
で
導

入
さ
れ
た
「
自
治
切
羽
制
度
」
の
ば
あ
い
は
、
坑
夫
集
団
の
互
選
で
選
ば
れ
た
貴
任
者
が
一
般
坑
夫
を
指
揮
し
、
採
炭
作
業
や
切
羽
の
維
持
・

整
理
に
責
任
を
負
い
、
坑
夫
賃
金
の
歩
立
て
す
な
わ
ち
グ
ル
ー
プ
出
来
高
賃
金
の
分
配
比
率
に
つ
い
て
も
、
こ
の
責
任
者
と
切
羽
担
当
係
員
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
び
工
手
長
の
協
議
で
決
定
し
た
。

　
機
械
採
炭
を
監
督
す
る
現
場
係
員
や
責
任
坑
夫
に
は
、
坑
夫
統
率
力
は
も
ち
ろ
ん
、
機
械
や
電
気
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
も
必
要
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
は
二
般
的
常
識
と
理
科
学
的
知
識
に
か
け
た
る
係
員
で
は
既
に
間
に
合
わ
な
く
な
っ
て
来
た
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
一

九
二
八
年
筑
豊
鉱
山
学
校
に
普
通
科
と
講
習
科
と
を
新
設
し
、
計
画
的
・
組
織
的
な
坑
内
係
員
養
成
に
着
手
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

者
の
一
部
が
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
「
労
働
過
程
で
資
本
の
名
に
よ
っ
て
指
揮
す
る
産
業
士
官
や
産
業
下
士
官
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
資
本
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の
指
揮
権
を
前
提
と
す
る
指
揮
機
能
の
分
担
者
と
し
て
組
織
さ
れ
、
資
本
の
労
働
指
揮
権
貫
徹
の
ラ
イ
ン
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
三
井
田
川
炭
鉱
に
お
け
る
「
自
治
切
羽
翻
字
」
も
、
あ
く
ま
で
も
資
本
が
割
り
当
て
た
切
羽
に
お
い
て
、
資
本
が
決
定
し

た
切
賃
で
、
労
働
者
の
自
主
的
団
結
組
織
で
あ
る
労
働
組
合
の
否
定
を
前
提
と
し
た
「
自
主
的
」
選
出
に
よ
る
資
本
の
指
揮
機
能
の
分
担
者
と

し
て
の
責
任
者
の
指
揮
の
も
と
で
、
し
か
も
限
ら
れ
た
賃
金
の
分
配
を
め
ぐ
る
「
歩
立
て
」
に
よ
る
坑
夫
相
互
の
競
争
を
と
も
な
う
労
働
組
織

で
あ
っ
て
、
資
本
が
労
働
者
の
自
発
性
を
可
能
な
限
り
ひ
き
だ
し
労
働
へ
の
イ
ソ
セ
ン
チ
ィ
ヴ
を
た
か
め
る
手
だ
て
す
な
わ
ち
資
本
の
労
働
指

揮
権
貫
徹
の
一
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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㈲
　
労
働
の
内
包
的
拡
大

　
第
三
に
、
従
来
の
採
炭
方
式
・
技
術
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
労
働
過
程
中
断
の
要
因
と
な
っ
て
い
た
炭
車
の
円
滑
な
配
分
の
困
難
性
は
、
切

羽
の
集
中
と
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
導
入
・
片
盤
運
搬
の
機
械
化
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
、
「
縞
馬
待
ち
」
な
ど
の
労
働
力
の
浪
費
は
少
な
く
な
っ
た
。

資
本
は
ほ
ぼ
坑
夫
の
全
労
働
時
間
を
指
揮
権
下
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
井
田
川
炭
鉱
の
一
九
三
四
年
の
調
査
で
は
、
採
炭
夫
の
実
労
働
時
間
は
七
時
間
三
〇
分
で
、
そ
れ
は
作
業
場
に
い
る
時
間
の
八
四
％
に
達

　
　
　
⑦

し
て
い
る
。
表
5
の
三
つ
の
炭
鉱
の
ぼ
あ
い
に
も
、
実
労
働
仁
恕
は
、
作
業
場
に
い
る
時
間
の
八
○
～
九
〇
％
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
さ
き
に
み

た
泥
画
採
炭
時
代
の
実
労
働
時
間
五
〇
～
六
〇
％
に
く
ら
べ
て
大
幅
に
高
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
定
坑
内
労
働
時
間
が
一
〇
時
間
に
短

縮
さ
れ
た
と
し
て
も
、
実
労
働
時
間
は
か
え
っ
て
増
大
さ
え
し
た
の
で
あ
っ
て
、
鉱
夫
保
護
立
法
に
よ
っ
て
労
働
時
間
延
長
に
よ
る
労
働
の
外

延
的
拡
大
を
規
制
さ
れ
た
資
本
は
、
代
わ
っ
て
労
働
の
内
包
的
拡
大
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
い
を
つ
け
た
だ
け
で
な
く
、
よ
り
一
層
の

剰
余
労
働
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。



戦間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

表5－1’中鶴第一坑採炭夫稼働時間

作業内容 所要時間（比率）

のツ㏄
．
、

付
み
刎
議
事

　
込

切
掬
硬
発
食

2時間49分（29．G％）

3時間00分（30．G％）

2時間54分（29．8％）

　　33分（5。7％）

　　27分（4．6％）

実労働時間
1・鯛43分（89・7％）

ピックを使用した採炭夫の作業時間（払

面63m一方25人，ドリルも使用）

1933年8月5藏調査
（神庭米市前掲文　74頁）

表5－2　豊国第三坑稼働時間

作業内容 時間の比率

炭函への積込み

炭函の差替え

炭函待ち

発破のため休憩

休憩
食事

％
％
％
％
％
％

4
　
1
　
り
白
　
9
一
　
9
臼
　
Q
V

8

実労働時間 8590

1931年卸払調査豊国炭鉱では炭車を直接

切羽まで引き込む

（叡旨信雄前掲報文　25頁）

蓑5－3　平山炭鉱の繋岩夫の稼働時間

作業内容 所要時間（比率）

準備・掃除・注油

ドリノレ据付・移転

穿孔
他の手伝い

．発破避難

食事
休　息

　　40分（7．9％）

工面問14分（14．6％）

4時間06分（48．4％）

　　45分（8．9％）

　　　2分（0．4％）

　　20分（3．9％）

1時間21分（15．9％）

実労働時間
i・關・・分（・9・・％）

1934年の調査（三日間の平均二間）

亀山喜三郎「平山炭鉱報文」1936年50頁

　
第
四
に
、
先
に
見
た
と
お
り
一
先
編
成
・
手
掘
採
炭
で
は
、
激
し
い
肉
体
的
消
耗
と
二
人
一
組
の
就
労
形
態
か
ら
い
ず
れ
か
が
休
め
ば
他
方

も
就
労
が
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
就
業
率
が
低
か
っ
た
が
、
機
械
に
よ
る
共
同
採
炭
の
採
用
は
、
就
業
率
を
高
め
る
作
用
を
し
た
。
た
と
え
ば

さ
き
に
み
た
三
井
田
川
炭
鉱
採
炭
夫
の
就
業
率
は
、
一
九
一
二
年
の
五
七
～
五
八
％
が
、
三
〇
年
下
季
に
は
七
六
％
に
、
豊
国
炭
鉱
第
三
坑
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
れ
は
、
一
九
二
二
年
上
季
の
六
〇
％
が
三
一
年
に
は
七
六
％
に
高
ま
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
就
業
率
向
上
の
要
因
は
、
よ
り
直
接
的
に
は
、

こ
の
時
期
の
深
刻
な
不
況
の
も
と
で
、
ひ
と
つ
に
は
賃
金
が
削
減
さ
れ
た
た
め
坑
夫
は
生
計
維
持
の
た
め
に
就
業
を
ふ
や
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
欠
勤
の
多
い
坑
夫
は
人
員
整
理
の
対
象
と
さ
れ
、
「
勤
勉
な
優
良
坑
夫
」
の
み
が
残
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
あ
る
。
し

か
し
同
時
に
労
働
過
程
の
変
化
が
就
業
率
の
向
上
を
促
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
長
壁
切
羽
に
よ
り
換
気
が
よ
く
な
る
な
ど
作
業
環
境
の
改

善
と
坑
夫
の
労
働
形
態
の
変
化
に
よ
り
肉
体
的
消
耗
が
相
村
的
に
は
緩
和
さ
れ
た
こ
と
、
各
坑
夫
が
共
同
作
業
の
一
部
を
担
う
労
働
組
織
そ
の
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就
業
率
の
向
上



も
の
が
就
労
を
強
制
す
る
側
面
を
も
つ
こ
と
、
逆
に
一
部
の
坑
夫
が
休
ん
で
も
採
炭
作
業
が
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
就
業
率
を
高
め
る
作

用
を
し
た
の
で
あ
る
。
、

　
以
上
の
ご
と
く
、
採
炭
機
構
の
合
理
化
は
、
集
中
さ
れ
た
長
壁
式
切
羽
に
お
け
る
多
数
の
坑
央
に
よ
る
機
械
を
基
礎
と
し
た
分
業
に
基
づ
く

協
業
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
一
丁
切
羽
に
お
け
る
一
先
編
成
に
よ
る
手
労
働
と
い
う
、
労
働
過
程
の
小
宇
宙
的
孤
立
分
散
性
を

打
ち
破
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
は
、
資
本
の
生
産
力
と
し
て
の
「
同
心
的
労
働
の
生
産
力
」
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
形
成
す
る

労
働
を
、
資
本
の
指
揮
権
の
も
と
に
全
的
に
従
属
さ
せ
る
条
件
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
。
労
働
手
段
の
機
械
化
と
監
督
労
働
の
強
化
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
労
働
過
程
に
は
一
種
の
「
兵
営
的
規
律
」
が
っ
く
り
だ
さ
れ
、
資
本
の
労
働
指
揮
権
は
そ
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
い
専
制
的
性
格
を
強
め
た
の

　
　
　
⑭

で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
先
に
み
た
と
お
り
採
炭
機
構
合
理
化
は
、
掬
込
み
を
手
作
業
に
頼
る
な
ど
の
不
十
分
さ
を
残
し
て
い
た
た
め
、
労
働
過
程
に
お
け

る
資
本
の
指
揮
権
貫
徹
に
は
、
切
賃
に
基
づ
く
爾
来
高
賃
金
や
就
業
督
励
の
た
め
の
賞
与
、
検
炭
な
ど
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
「
外
か
ら
の
」

労
働
管
理
に
よ
る
補
完
も
ひ
き
つ
づ
き
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
従
来
段
階
で
指
揮
権
の
補
完
に
大
き
な
役
割
を
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
し
た
納
屋
制
度
が
こ
の
時
期
に
あ
い
つ
い
で
廃
止
さ
れ
た
の
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
坑
夫
合
宿
所
た
る
飯
場
の
管
理
人
（
飯
場
頭
）
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

坑
夫
の
生
活
管
理
や
労
務
係
に
よ
る
き
び
し
い
就
業
督
励
な
ど
の
か
た
ち
で
の
人
身
支
配
的
管
理
が
な
お
残
さ
れ
た
の
も
、
い
ず
れ
も
基
本
的

に
は
生
産
の
編
制
の
編
成
替
え
の
、
こ
の
よ
う
な
段
階
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
①
　
荒
島
義
賢
前
掲
報
文
　
三
二
頁
。
な
お
こ
の
聴
期
の
筑
豊
炭
鉱
へ
の
朝
鮮
人
の
　
　
　
　
④

　
雇
用
は
、
三
菱
系
の
炭
鉱
に
か
た
よ
っ
て
い
た
（
西
成
田
豊
「
日
本
資
本
主
義
の

　
賃
労
働
の
構
造
」
『
近
代
日
本
労
資
関
係
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
入

　
八
年
四
七
頁
）
。

②
小
野
善
七
・
国
崎
武
次
郎
前
掲
「
平
間
研
究
に
よ
る
坑
内
作
業
調
査
の
実
例
二

　
・
三
」
よ
り
。

③
　
神
谷
前
掲
「
切
羽
の
集
中
に
つ
い
て
」
よ
り
。

　
大
木
洋
一
「
石
炭
産
業
の
構
造
」
有
沢
広
巳
編
集
『
現
代
日
本
産
業
講
座
』
岩

　
波
霧
［
店
　
　
一
九
六
〇
年
　
二
＝
コ
一
丸
ハ
。

⑤
　
福
田
政
紀
「
坑
内
係
員
教
育
と
筑
豊
鉱
山
学
校
の
新
施
設
」
『
筑
豊
石
炭
鑛
業

　
組
合
月
報
』
第
三
〇
〇
号
　
一
九
二
九
年
版
　
一
四
五
頁
。

⑥
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第
一
分
冊
四
三
五
頁
。

⑦
　
『
三
井
田
川
鉱
業
所
資
料
労
務
管
理
1
』
九
八
頁
。

⑧
山
圏
信
雄
『
豊
国
炭
鉱
第
三
坑
報
文
』
一
一
六
頁
。
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⑨
　
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
鋤
第
一
分
冊
　
五
五
四
頁
。

⑩
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
的
合
理
化
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
論
じ
た
が
、
採
炭
機

　
構
合
理
化
は
ま
さ
に
こ
の
指
摘
通
り
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
「
機
械
は
、
そ
れ

　
自
体
と
し
て
見
れ
ば
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
が
、
資
本
主
義
的
に
充
用
さ
れ
れ
ば

　
労
働
時
間
を
延
長
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
労
働
を
軽
く
す
る
が
、
資
本
主
義
的

　
に
充
用
さ
れ
れ
ば
労
働
の
強
度
を
高
く
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
然
力
に
対
す

　
る
人
間
の
勝
利
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
的
に
充
用
さ
れ
れ
ば
人
間
を
自
然
力
に
よ

　
っ
て
抑
圧
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
生
産
者
の
蜜
を
ふ
や
す
が
、
資
本
主
義
的
に

　
充
用
さ
れ
れ
ば
生
産
者
を
貧
民
化
す
る
」
（
前
掲
『
資
本
論
』
第
一
分
冊
　
五
七

　
七
頁
）
。

⑪
こ
の
聴
期
の
納
麗
制
度
廃
止
の
動
き
を
、
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
史
年
表
』
（
秀
村
選

　
三
ほ
か
編
纂
委
員
会
編
　
西
日
本
文
化
協
会
）
か
ら
列
挙
し
て
み
る
と
次
の
と
お

　
り
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
三
菱
方
城
炭
鉱
、
古
河
西
部
鉱
業
所
各
炭
坑
、
麻
生
商

　
店
経
営
各
鉱
業
所
、
住
友
忠
隈
炭
鉱
で
納
屋
制
度
廃
止
。
三
井
山
野
炭
鉱
で
請
負

　
親
方
制
度
廃
止
。
一
九
三
〇
年
三
井
田
川
炭
鉱
で
講
負
名
義
人
を
廃
止
。
一
九
三

　
一
年
製
鉄
所
二
瀬
炭
鉱
で
納
屋
制
度
を
廃
止
。

⑫
日
本
石
炭
坑
夫
組
合
編
『
筑
豊
炭
坑
労
働
事
情
』
｝
九
三
五
年
（
九
州
大
学
石

　
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
石
炭
研
究
資
料
叢
書
』
晦
4
）
に
は
、
飯
場
頭
や
労

　
務
係
の
暴
力
的
鉱
夫
支
配
の
実
態
が
な
ま
な
ま
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

月間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮎川）

合
理
化
の
諸
結
果
と
炭
鉱
労
働
者
1
む
す
び
に
か
え
て
一

　
以
上
の
ご
と
き
採
炭
機
構
合
理
化
と
そ
れ
に
よ
る
資
本
の
労
働
指
揮
権
の
強
化
は
、
炭
鉱
資
本
と
炭
鉱
労
働
者
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
を

一
瞥
す
る
こ
と
で
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
採
炭
能
率
す
な
わ
ち
石
炭
産
業
の
生
産
力
は
、
こ
の
時
期
に
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。
炭
鉱
労
働
老
一
人
一
か
月
あ
た
り
の
出
炭
は
、
全
国
平

均
で
は
一
九
二
〇
年
に
は
七
・
一
ト
ン
で
あ
っ
た
の
が
、
三
三
年
に
は
一
八
・
九
ト
ン
へ
と
二
・
七
倍
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
筑
豊
の
三
菱
鉱

業
輪
田
炭
鉱
で
は
八
・
六
ト
ン
か
ら
二
八
・
五
ト
ソ
へ
と
三
・
三
倍
に
、
明
治
鉱
業
豊
国
炭
鉱
で
は
一
〇
・
七
ト
ソ
か
ら
三
〇
・
七
ト
ソ
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

二
・
九
倍
に
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な
石
炭
生
産
力
の
発
展
の
テ
ン
ポ
は
国
際
的
に
み
て
も
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
時
点
で
の
日
本

の
炭
鉱
全
鉱
夫
一
人
一
年
当
り
の
出
炭
能
率
は
、
ア
メ
リ
カ
の
九
分
の
一
、
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
の
二
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
三
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
ア
メ
リ
カ
の
三
四
％
、
ド
イ
ツ
の
六
二
％
、
イ
ギ
リ
ス
の
八
四
％
に
ま
で
向
上
し
て
お
り
、
日
本
の
発
展
が
画
期
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
石
炭
生
産
コ
ス
ト
の
変
化
を
三
菱
鉱
業
の
例
で
み
る
と
、
「
三
菱
鉱
業
設
立
以
来
の
石
炭
部
門
の
平
均
ト
ン
当
り
山
元
原
価
の
推
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移
を
見
れ
ば
、
設
立
当
初
の
大
正
七
年
五
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
七
円
八
六
銭
が
、
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
約
一
〇
～
＝
一
円
と
ほ
ぼ
五
〇

％
も
高
騰
し
、
こ
れ
を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
の
後
は
大
正
宋
期
の
約
八
円
か
ら
昭
和
初
期
の
六
円
台
と
漸
減
し
て
き
た
。
そ
し
て
合
理
化
の
結
果
、

昭
和
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
四
円
台
と
な
っ
て
以
後
こ
の
水
準
で
推
移
し
、
七
年
一
〇
月
か
ら
八
年
三
月
ま
で
の
期
間
で
は
四
円
二
〇
銭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
③

最
低
を
示
す
に
至
っ
た
」
。
つ
ま
り
三
菱
鉱
業
で
は
石
炭
生
産
コ
ス
ト
を
ピ
ー
ク
時
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で

あ
る
。

　
炭
鉱
資
本
に
と
っ
て
の
採
炭
能
率
の
向
上
と
生
産
コ
ス
ト
の
低
下
は
、
炭
鉱
労
働
老
に
と
っ
て
は
、
労
働
過
程
で
の
資
本
へ
の
従
属
の
質
的

深
化
だ
け
で
な
く
、
大
量
の
人
員
整
理
と
賃
金
引
き
下
げ
を
も
も
た
ら
し
た
。
全
国
炭
鉱
労
働
者
数
は
、
一
九
二
〇
年
に
は
三
四
万
人
あ
ま
り

だ
っ
た
の
が
、
三
二
年
に
は
六
割
も
削
減
さ
れ
て
一
四
万
人
足
ら
ず
と
な
り
、
と
く
に
女
子
は
九
万
五
千
人
制
か
ら
一
万
六
千
人
へ
と
八
割
以

上
削
減
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
一
九
二
六
年
に
は
四
万
人
近
か
っ
た
女
子
後
山
は
五
千
人
ま
で
減
少
、
女
子
の
坑
内
労
働
は
一
部
の
中
小
炭
鉱
で

　
　
　
　
　
　
　
④

残
る
の
み
と
な
っ
た
。

　
次
に
賃
金
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
炭
鉱
資
本
は
採
炭
能
率
の
向
上
に
と
も
な
い
、
そ
れ
以
上
の
テ
ン
ポ
で
切
賃
を
引
き
下
げ
、
賃
金
を
切

り
下
げ
て
い
っ
た
。
三
井
山
野
炭
鉱
を
例
に
取
る
と
、
一
九
一
九
年
八
月
に
、
切
羽
等
級
一
等
一
円
か
ら
＝
二
等
四
〇
銭
ま
で
一
等
級
に
つ
き

五
銭
ず
つ
の
差
を
つ
け
て
、
切
賃
を
定
め
た
が
、
二
六
年
四
月
に
は
切
賃
を
一
ト
ン
当
り
六
銭
減
額
、
三
〇
年
一
二
月
に
は
さ
ら
に
一
割
引
と

し
、
「
昭
和
六
・
七
年
頃
よ
り
…
…
著
し
く
低
下
す
る
に
至
」
つ
た
。
そ
の
結
果
、
同
炭
鉱
の
採
炭
夫
の
一
日
あ
た
り
賃
金
は
、
能
率
向
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

反
比
例
し
て
、
一
九
二
〇
年
の
二
・
五
一
一
円
か
ら
二
七
年
二
・
一
四
一
円
、
三
二
年
二
・
〇
六
八
円
と
低
下
し
た
の
で
あ
る
。
人
件
費
削
減

の
結
果
、
石
炭
一
ト
ソ
当
り
の
直
接
生
産
費
は
、
一
九
二
九
年
か
ら
三
二
年
、
三
五
年
に
か
け
て
、
三
・
九
四
一
円
か
ら
二
・
六
〇
三
円
、
三
・

二
九
二
円
と
推
移
し
た
が
、
そ
の
う
ち
で
鉱
夫
（
坑
内
夫
お
よ
び
坑
外
央
）
賃
金
の
占
め
る
割
合
は
、
六
六
・
四
％
か
ら
六
二
・
九
％
、
五
八
・

　
　
　
　
　
　
⑥

五
％
と
低
下
し
た
。

　
最
後
に
、
採
炭
機
構
合
理
化
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
生
命
の
危
険
の
飛
躍
的
な
増
大
を
も
と
も
な
っ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
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戦間期における採炭機構の合理化と労働指揮権（鮒ID

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

炭
鉱
で
は
一
八
六
〇
年
ご
ろ
に
は
毎
週
平
均
一
五
人
ず
つ
が
殺
さ
れ
た
」
と
告
発
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
筑
豊
で
も
、
坑
内
災
害
に
よ
る

坑
夫
千
人
当
り
の
死
亡
者
は
、
一
九
二
六
年
の
三
・
九
三
人
か
ら
三
五
年
置
七
・
四
四
人
ま
で
急
増
し
、
こ
の
一
〇
年
間
に
合
計
八
○
〇
五
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
さ
に
週
平
均
一
五
人
ず
つ
が
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。

　
総
じ
て
採
炭
機
構
の
合
理
化
は
、
炭
鉱
資
本
へ
の
炭
鉱
労
働
者
の
「
賃
金
奴
隷
」
化
の
深
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
石
炭
産
業

の
発
展
の
第
二
の
画
期
を
特
徴
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

①
　
『
石
炭
統
計
総
観
』
（
日
本
石
炭
協
会
、
一
九
五
〇
年
　
一
八
○
頁
）
お
よ
び

　
『
三
菱
鉱
業
社
史
』
『
明
治
鉱
業
社
史
』
掲
載
資
料
に
よ
る
。

②
　
厚
見
利
作
「
最
近
　
五
箇
年
採
炭
一
技
衛
の
進
歩
」
（
『
石
炭
時
報
』
晶
弟
一
〇
巻

　
一
九
三
五
年
所
収
）
。

③
　
前
掲
『
三
菱
鉱
業
社
史
』
二
九
七
頁
。

④
　

晶
則
拍
卿
『
石
順
灰
統
計
総
縮
馳
』
　
一
四
罵
ハ
頁
。

⑤
　
前
掲
『
山
野
鉱
業
所
沿
革
史
臨
第
一
二
巻
　
二
六
四
～
二
六
七
頁
。

⑥
　
前
掲
『
日
本
石
炭
鉱
業
大
観
』
九
六
六
～
九
九
七
頁
。

⑦
　
マ
ル
ク
ス
前
掲
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
分
冊
　
一
一
一
頁
。

⑧
前
掲
『
石
炭
統
計
総
観
』
｝
八
五
頁
お
よ
び
『
本
邦
鉱
業
の
趨
勢
』
昭
和
　
○

　
年
版
に
よ
る
。
な
お
、
炭
鉱
災
害
に
関
し
て
、
荻
野
喜
弘
は
、
一
九
二
〇
年
代
末

　
か
ら
の
死
傷
率
の
顕
著
な
型
染
に
注
目
し
て
い
る
（
前
掲
『
筑
豊
炭
鉱
労
資
関
係

史
』
三
〇
六
頁
）
。
そ
れ
も
一
面
の
事
実
で
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
も
っ
と
も

悲
惨
な
災
害
で
あ
る
死
亡
率
の
顕
著
な
増
加
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
当
蒔
に
お

い
て
さ
え
、
「
鉱
夫
の
死
亡
方
面
を
見
る
に
、
遺
憾
な
が
ら
我
国
に
お
い
て
は
近

年
著
し
く
増
加
の
趨
勢
に
あ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
近
時
に
於
て
死
亡
者

を
多
く
生
ず
る
炭
鉱
の
主
要
災
害
は
…
…
一
時
的
人
的
条
件
の
み
に
欠
陥
が
あ
る

こ
と
に
基
因
す
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
炭
鉱
の
根
本
的
安
全
設
備
の
不
完
備
、

…
…
或
は
炭
鉱
当
事
者
の
責
任
に
起
因
す
る
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
や
と
思
惟
せ
ら
る

る
も
の
も
少
な
か
ら
ざ
る
様
で
あ
る
」
（
山
口
六
平
「
炭
鉱
夫
の
出
炭
能
率
並
び

に
災
害
の
趨
勢
」
『
石
炭
時
報
』
第
九
巻
　
一
九
三
四
年
前
六
一
八
～
六
二
〇
頁
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
採
炭
機
構
合
理
化
が
安
全
対
策
を
後
回
し
に
し
て

強
行
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
全
国
的
な
安
全
運
動
の
展
開
も
む
し
ろ
こ
う
し
た

死
亡
壁
塗
の
増
加
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
京
都
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
　

：
）
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The　Rationalization　of　Coal　Mining　and　the

Command　over　Labor．　in　lnterwar　Japan

by

NoBuo　Ayukawa

　　Based　upon　an　analysis　of　coal　mining　in　Chikuhou，　northern　Kyushu，

this　paper　examines　the　development　of　the　command　over　labor　which

arose　concurrent　with　the　ratiortalization　of　coal　mining．

　　Prior　to　the　first　worid　war，　coal　miners　worked　in　pairs　with　pick

and　tub　in　the　so－called　“　sta！1　and　pillar　”　mining　system．　Productivity，

being　integrally　linked　to　miners’　skill　and　experience，　ensured　that　the

capitalist　command　over　labor　was　limited．

　　During　the　interwar　period，　bowever，　both　the　great　depression　and

increasingly　severe　regu1ations　regarding　labor　in　the　pit　gave　impetus

to　the　rapld　rationalization　of　mining　practices．　With　the　introduction

of　mining　machines　such　as　driil，　pick－hammer，　coal－cutter　and　conveyer，

the　“Long　Wali　”　system　of　mining，　where　miners　worked　cooperativly

in　larger　teams，　became　staridard．　As　a　result　a　kind　of　“factory

system”　of　coal　mining　came　into　existence　in　Chikuhou　district．

　　The　rationa！ization　of　coa1　mining　enforced　the　capitalist　command

over　laboy．　Miners　subjected　to　machines，　which　caused　real　working

hours　extended．　While　the　productivity　increased　rapidly，　many　miners

were　dismissed　or　their　wages　were　cut．　Furthermore，’the’　death　rate

of　miners　by　the　disasters　rose　sharply．

　　On　the　whole，　the　capitais　of　mining　acquired　the　despotic　command

over’labor　and　miners　subjected　to　it　even　more　deeply　as　“Wage

Slaves　”．

（478）




