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橋
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三

春

啓
一

戟
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石
炭
銘
菓
に

お
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る

合
理

化
と
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人
員
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小

田

橋

貞

寿

曾
て

上

田

博
士

指
導
の

下
に

日

本
人
口

の

職
巣
構
成
の

整
地

を

調
べ

た

際
､

石

栄
錆
葉
菜
に

従
事
す
る

人
口

が

著
し

く
減
じ
て

ゐ
る

こ

と

を

見
た
の

で

あ
る

｡

そ
の

時
に

は

大
正

九

年
と

昭

和
五

年
の

国
勢
調
査
を

比

喫
し

た
ゞ

け
で

あ
る

が
､

大
正

九

年
の

三

十
二

高
が

昭

和

五

年
に

堅
†

十

二

萬
と

減
少

し
､

減
少

数
十
寓

､

減
少

率
は

茸
に

三

〇

%
を

超
え

､

か

く
の

如
き

大

な
る

減
少

率

堅
不

し

た

も
の

は

他
に

殆
ど

蟄
点
す

る

こ

と

を

待
な

か
つ

た
の

で

あ
る

｡

し

か

も
こ

の

期
問
に

出

衆
量
は

二

千

九
.
百

萬
旛
か

ら

三

千

百

萬
旗
へ

と

僅
か

な

が

ら

増

加
し
て

ゐ

た
｡

私
達
は

人

員
減
少

が

女
子

の

従
菜
月
に

お
い

て

多
く

､

老

幼
年
者
に

お

い

て

著
し
い

研
か

ら
､

一

應
之

を

斯
業
に

お

け
る

合
理

此

と

社
食
政

東
の

脅
し

た

結
果
で

あ

ら

う

と

論
断
し

た

(

上

田

博
士

窮
､

日

本

人
口

問
題
研

究

第
二

､

三

輯
)

の

で

あ

る

が
､

こ

の

十
年

問
並

に

そ
の

後
最
近

に

至

る

ま
で

の

斯
菓
の

歴
史
を

仔
細
に

研

究
し
て

見
て

､

前
の

論
断
が

必

ず
し

も
的
外

れ
で

な

か

つ

た
こ

と

を

信
ず

る

に

至
つ

た
｡

こ

の

間
に

お

い

て

我

国
石

漠
鋳
巣
は

採
茨
技
術
に

お
い

て

も
事
業
経
営
に

お

い

て

も
､

賓
に

目

醸
し

き

欒
革
を

経
験
し

た

の

で

あ
つ

て
､

磯
城
此

嫁

各
方

面
に

行
は

れ
､

従
つ

て

鍍
夫
数
の

減
少
に

も
拘
ら

ず
出
来
能
率
の

向
上

と

な
つ

て
､

大
正

九

年
の

全

銀
夫

≠
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ト
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旭

.
印

一

人

雷
り

年
出

呆
量
八

十
五

感

が

そ

の

後
最
も
能

率
高
か

り

し

昭

和

八

年

に

は
二

百
二

十
五

萬
鷹
と

約
三

倍
化

す

る

に

至
つ

た
｡

そ
の

上
､

屡
次
の

鋳
夫

労
役
扶
助

規
則

改

正

と

相

保
つ

て
､

坑
内

に

お

け

る

女

子

幼
年
者
は

殆

ど

姿
を

治
し

､

世

界
大
戦
常
時
よ

り

多
年
懸
案
で

あ

つ

た

納
屋
制
度

(

飯

場
樹

医
)

も
多
く
は

こ

の

期
間
に

廃
さ

れ
て

､

鋳
夫
の

生

宿
そ
の

も
の

に

も
著
大
な

る

攣
此

を

見
せ

る

に

至

り
ー

他
方

鎮

琴
王

側
は

別

に

大
正

十
年
の

石

未
餞
菓
聯
合
食
結
成

､

蓬

栄
制
限

､

昭

和

七
年
の

昭

和

石

米

倉
放

課
立

並

に

版

費
統
制

賓
施
等
相

率
ゐ

て

漸
次

耗
制
段

階
へ

と

移
行
L

た
｡

こ

れ

等
の

著
し
い

欒
革
が

此
の

十
数
年
の

問
に

展
開
さ

れ

た
の

で

あ
る

が
､

私
は

本
文
に

お

い

て

我

国
石

宋
錦
巣
に

ぉ

け
る

合
理

他
の

賓
情
と

そ

れ
が

前
述
の

如
く
茨
坑
労
働
者
数
に

如

何
に

反

映
し

た
か

を

論
述
し
て

見
よ

う
と

息

ふ
｡

〓

我

国
茨

碩
菓
に

お

い

て

右
に

述
べ

た

合
理

化

を

強

行
せ

し

め

た

も
の

は

世

界
大

哉
後
の

探

刻

字
る

不

況
で

あ

る
｡

各
種
生
産
車
菓
の

縮

鮨

少

休
止

､

海
蓬
の

不

況
等
が
直

接
間
接
に

石

米
の

帯

苦
減
少
せ

し

め
■
た
が

､

他
方
重
油
が

鮭
料
と

し
て

重

苦
る

地

歩
を

占
め

主

と

し

石

衆
鎖

菓
に

わ

伊

る

合

理

化
と

夢
働
人

員

85



凸
U

Q

O

】

橋

辞

叢

第
三

容

顔
}

親

て

舶
用

石

袈
に

代

位
す
る

と

共
に

､

電
力
が

動
力

瀕
と

し

て

の

石

茨
を

伎
蝕
し

た
こ

と

も
相
保
つ

て

愈
≧

石

衆
の

需
要

む

歩

く
し
て

､

石

鮎

米
の

市
債
は

､

仮
令

一

上

〓
卜

は

あ

る

と

も
､

大
正

八
､

九

年
の

好
況

か

ら

昭

和
の

初
頭
へ

か

け
て

崩
落
の

一

途

む

辿
つ

た
の

で

あ

る
｡

そ

の

た

め

石

米
韓
菓
に

お

け
る

収

益

率
も
低
下

し
て

､

生

産
條
件

不

良
の

小

米
磯
は

次
々

に

捜
落
し

て

休
止

米
山
の

積
出

を

見
る

に

室

斗

條
件
の

よ
い

合
祀
で

も
漸
次

減
配
を

徐
儀
な

く
さ

れ
､

昭

和
の

初
め

か

ら

無
配
を

何
期
か

頼
け
ね

ば
な

ら
ぬ

も
の

も
見
る

に

至
つ

た
｡

右
の

如
き

状
態
の

下

に

お
い

て

各
衆

礪
主
は
二

方
に

石

米
鏡
菜

聯
合

食
を

通
じ

て

迭

米
制
限
を

行

ひ
､

米
債
釣
上

を

策
す
る

と

共
に

､

他
方

不

良
坑
を

審

理
し
て

元

横
切

下
に

狂

奔
す
る

こ

と

1

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

然
し

元

債
む

切

下

げ
る

一

つ

の

方

法
と

し

て

出

空
音
南

加
し

漁

係
費
の

感
官
り

原

偶
の

引
下

げ
が

考
へ

ら

れ
る

｡

∵
万

に

造

米
朝
限

を

唱
へ

な

が

ら

各
碩
相

競
争

し
て

出

次
の

増
加
に

努
め

､

貯

栄
の

堆
積
と

な
つ

て

そ
の

効

果
の

興
ら

な
■
か

つ

た
の

は

全

く
此
の

属
め

で
､

か

く
の

如
き

状
藤
が

略
と

大
正
の

末

年
ま

で

績
い

た

の

で

あ

る
｡

H
宋
の

減
少

し

な

か

つ

た
こ

と
に

は
､

淡
坑
夫
が

坑
所
に

堆

鋳
せ

る

貯
呆
の

激

増
を

見
て

､

そ
の

頃

漸
く
盛
行

し

は

じ

め

た

尚
首
を

逃

れ

る

た

め

に
､

精
勤
せ

る

結
果
で

も
あ

る

と
い

ふ
｡

そ

こ

で

袈
債

釣
上

に

努
力

す

る
一

方
､

硯

茸
の

衷
情
に

引
合
ふ

ま

で

生

産
原

頂
む

引
下

げ
る

こ

と
が

初

茸
の

問
題
と

な
る

｡

そ
の

場
合

に

原

債
の

中
に

占
め

る

地

位
の

最
大
な

る

労
働
賃
銀

〈

大

正

十

年

頃
に

原

偶
の

約
五

割
)

の

切

下

が

第
一

に

上

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ
の

み
で

は

充

分
と

は

い

へ

ず
､

殊
に

時
恰
も
労
働
運
動
の

最
盛
時
で

あ
つ

た

た

め

に
､

他
方

作
業
を

合
理

化

し
て

鋳
夫

一

人

首
り
の

出

家
能
率
を

増
進
せ

し

め
､

各
鏑
夫
の

所
得
に

大
な

る

欒
此

な

か

ら

し

め
る

代

り

出

未
題

常
り
の

支

梯
貨
鎚

額
を

出
来
る

だ

け
少

額
に

止

ら

し

め

る

こ

と

に

懸
命
の

努
力

が

捧
げ

ら

れ

た
｡

そ

れ

が

特
に

強

く
賓
硯

さ

れ

た
の

は

昭

和
の

初

頭
か

ら

七

年
頃
ま

で

ゞ

特
に

唱

和

五
､

六

年
頃
の

欒

此
は

著
し
い

も
の

が

あ

る
｡

㌧
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了
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†

叫
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叫
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叫

一

ノ
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一

一
､

Y

㌦

″

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

衆

磯
の

仕

事
は
地

下
に

あ
る

石

茨
を

採
掘
し

て

之

を

坑
外
に

運
搬
し

､

之
ヰ

濫
壇

来
し
て

商
品
と
な

す
に

率
ワ

Q

｡

そ
の

作
菜
は

杢

倍
と

し

で

こ

つ

の

石

米
の

流
れ
で

あ
る

｡

こ

の

流

れ
を

大
量
に

し
､

囲
滑
に

し
､

経

費
を

出
来
る

だ

け

少

く
す
る

こ

と

に

末
破
綻

瞥
に

お

け
る

合

理

化
が

あ
る

｡

採
掘
の

準
備
作
業
上

し
て

ま
づ

宋
屏
の

放

撃
仁

調

査

す
る

為
に

試

錐
が

必

要
で

あ

る
｡

試
錐
は

従
凍
と

て

も
機
械
の

力
む

頼
り
て

ゐ

た

が

こ

こ

に

も
最
近

に

お

け
る

進
歩
頗
る

顔
菅
な

る

も
の

が

あ

る
｡

然
し

私
が

こ

1

に

最
近

十
数
年
問
に

お

け
り

勺

斯
菓
の

進
歩
と

い

ふ

の

は
､

寧
ろ

そ
れ

以

後
の

エ

程
に

お

い

て

特
に

著
し
い

も
の

が

あ
る

｡

宋
犀
の

状

態
が

確
認
さ

れ

た

場
合

､

衆
屏
に

達
す

る

ま

で

の

坑
道

掘
進

作
業
が

あ

る
｡

こ

れ

に

斜
坑
と

か

竪

坑
と

か

ゞ

あ

る

が
､

こ

の

坑
道

は

や

が

て

採

米
が

開
始
さ

れ
ゝ

ぼ

通

風
と

蓬
搬
の

主

要

坑
道

と

な

る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

主

要

坑
道

は

更
に

茨
犀
に

沿
ふ

て

進
む

こ

か

た

ば

ん

と

も
あ
る

が
､

茸
際
の

抹
栄
に

首
つ

て

は

虞
に

呆
盾
に

沿
ふ

て

片

磐
と

解
す

る

何
本
か

の

支

線
を

出
し

て
､

そ
の

片

磐
の

先
々

で

抹

漠
に

璽
芋

ノ

る

場
所

即
ち

郎
郷
(

又
は

切

端
､

切

匁
)

を

作
る

｡

採
掘
茨
は

片

磐
を

通

史

主

要

坑
道
に

集
め

ら

れ
､

坑
外
へ

搬
出
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

こ

れ

等
の

作
菓
は

大
正

の

中
頃
ま

で

殆
ど

人

力
で

行
は

れ
て

居
わ
ヽ

た
ゞ

主

要

坑
道
と

片
磐
の

蓬
按
だ

け

に

は

馬
匹

が

多
く
用

ひ

ら
れ

､

蒸
気
や

電
気
に

よ

る

茨
串
の

蓬

殺
､

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

の

使

用
が

見
ら

れ
た

が
､

こ

れ

等
と

て

現

在
の

そ
れ

と

比

較
す

れ
ぼ

規
模
に

お
い

て
l

能
率
に

お
い

て

隔
世
の

感
l

が

あ

る
｡

更
に

切
羽

も
小

規

模
で

､

採
米
方

式
は

魂
柱
法

､

社
屋

法
と

解
せ

ら

れ
る

所
の

手

工

業
に

き

き
や

ま

も
比

せ

ら

る

べ

き

個
人

的

作
業
で

､

こ

ゝ

で

は

先

山
と

稀
す
る

採
茨
夫
が

掘
つ

た

石

漠
を

､

鰯
鵬
と

稀
す
る

抹
未
助
手

が

木

箱
や

籠
に

掬

さ

き

ひ

込
み

､

そ

し
て

片
磐
に

廻

さ

れ

た

米
軍
(

函
)

に

運
び

入

れ
た

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

二

人
の

坑
夫
を

一

組
と

し
て

一

克

と

解
し

､

叫

魔

の

87

採
掘
函
数
が

賃
銀
計
算
の

基

礎
と

な

る

の

で
､

九

州
で

は

昭

和
の

初
頃

ま
で

､

曳

山
は

男
､

後
山
は

そ
の

妻
子

た

る

こ

と

が

通

例
で

あ
つ

冤

名7
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一

橋

静

革

第
三

巻

第
一

統

舶

右
の

如
き

状
態
へ

新
し
き

方
法
と

し

て

ま

づ

用

ひ

ら

れ
た

も
の

は

長

壁
法
と

稀
す
る

採
掘
方

法
で

あ

つ

た
｡

抹
衆
方

法
と

し
て

桂
房
法

8 8

は

残
桂
浜
よ

り

は

梢
モ

進
歩
し

た

も
の

で

あ
る

が
､

共
に

栄
屏
の

全

部
を

最
初
か

ら

掘
り
と

る

も
の

で

な

く
､

最
初
は

五

間
隔
位
に

奥
へ

採
掘
し
て

行
き

略
モ

同

幅
の

石

衆
桂
を

壊
し

て

採
掘
跡
の

隔
絶
を

防
い

だ

の

で

あ
る

｡

勿
論
そ
の

一

面
の

茨

犀
を

掘
り

終
る

に

際
し
て

最

後
に

こ

の

虜
桂
を

彿
ふ

の

で

あ
る

包
L
ソ

､

全

部
の

採
掘
を

経
つ

た

時
に

は

石

茨
は

凍
ら

な
い

｡

し

か

し

∵

定
の

米
社
む

穣
す

た
め

に

切

羽

は

狭
く

､

個
人
々

々

の

作
業
を
な

し

得
る

だ

け
で

囲

鰐
の

作
業
に

は

適
し

な

い
｡

一

切

羽
の

出

宋
量
少

き

た

め
､

叫

漠
蹟
の

有
す
る

切

羽

数

は

茸
に

多
く

､

檻
つ

て

切
羽

に

至
る

坑
道

も
全

切

羽

を
合

計
す

る

と

出
家
力

に

比
し
て

長
い

も
の

に

な

る
｡

こ

の

坑
道
の

支

持
は

宋
嬢
の

生

命
で

あ

少
､

之
に

要

す
る

費
用
亦

少
か

ら

ざ
る

も
の

が

あ
る

か

ら
､

切

羽

を

集
中
す
る

こ

と

は

こ

の

方
面

か

ら

も
要

求
さ

れ
る

｡

研
が

長
壁
放
で

は

宋
桂
を
全

然
雄
さ

す
､

六
〇

米
乃

至
ニ

0
0

米
の

暗
む

一

つ

の

切
羽

と

し
て

数
十
人
が

一

列

と

な
つ

て

茨
屏
を

切
り

進
む
.の

で

あ
る

か

ら

坑
道
の

延

長
は

短
縮
さ

れ
､

囲
慣
作
業
に

な

る

か

ら

監
督
も
行
き

屑
き

､

従
つ

て

切

羽
の

進
行
も
速
か

に

な
つ

て

出
衆
能
力

は

増
大
す
る

｡

そ
の

代

り

米
社
が

餞
ら

な
い

の

で

上

磐
へ

の

支
へ

が

少

く
な
つ

て

陥
落
の

危

険
が

あ
る

為
に

､

採
掘
跡
の

充

填
と

切

羽
の

支

P

た

杜
を
完

全

に

せ

ね

ぼ

な

ら
ぬ

｡

充

填
は

採
掘
に

際
し
て

生

ず
る

爽
難
岩

石
(

筑

豊
で

は

硬

と
い

ふ
)

を

以
つ

て
､

或
は

坑
外
よ

り

運
び

入

れ
る

土

砂

を

以
つ

て

す

る
｡

長

壁
法
は

早

く
世

界
大

戦
以

前
か

ら

も
相

常
に

行
は

れ

た

が
､

こ

れ

が

普
及

を

見
た
の

は

大

戦
後

､

殊

に

昭

和

に

入
つ

て

か

ら
で

､

別
表

に

見
れ

ば

大
正

七

年
に

す
で

に

全

国
で

四

八

%
は

長
壁
法

に

な
つ

て

ゐ

る

が
､

こ

の

常
時
に

は

切

羽

に

機
械
む

用

ふ

る

も
の

殆

ど

な

く
､

壁
の

長
さ

も
今
よ

り

ず
つ

と

短
い

も
の

で
､

昭
和

五

+
ハ

年
以

降
の

そ

れ

と

は

全

く
趣
む

異
に

す

る

の

で

あ
る

｡

長

壁
汝
は

作
菓
の

場
所
が

廣
く
仕
事
が

困

慣
的
で

あ

る

か

ら

機
械
採
米
に

適
し

､

そ

れ

に

よ

つ

て

始
め
て

政
男
が

拳
る

の

で

あ

る
｡

採
未
に

つ

い

て

は

大
正
の

末

樹
に

爆
薬
を
用

ひ

る

も
の

が

多
く
な
つ

て
､

能
率
を

高
め

た

が
､

や

が
て

蟄
破
孔

を

穿
つ

蔑
め
の

穿
孔

機

キ

丸

す

ー

L
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→
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一
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､
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､

1

叫

′

叫
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叫

一

計

ノ
へ

八

一

第= 表 我 国採茨方式

長壁式( 幻1 摂社式〔%

5

2 1

2

9

0

3

0

4 7

3 5

2 9

1 1

1し1

7

4

4 8

4 4
66

甲
9 0

9 0

96

大 正 7 年 全 国

大 正1 4 年〈芸慧
昭 和 5 叫芸慧
昭 和 碑〈芸

海

芸

(註) 燃料協 合臨 ､ 最 新燃料 大敵 (昭 和12 年) ､

p ･ 3 8 に 揺 る
｡ 階 段式 は傾 斜度高 き炭 層に 用

ひ ら れ る方法 ｡

ゴ

ー

ル

ビ

ッ

ク

コ

ー

ル

カ

ッ

タ

l

の

利
用

が

盛
ん

に

な

り
､

少

し

遮
れ
て

探
某

鶴
塀

､

裁
未
機
の

使

用

が

漸
次

行
は

れ
る

に

至
つ

た
｡

こ

れ

等
の

諸
機
械
が

紹
介
さ

れ

た
の

は
､

も
つ

と

前
の

時
代
で

あ

る

が
､

大

戦
後
の

不

況
時
に

こ

れ

等
の

賓
用

他
の

研

究
が

行

は

れ
､

茸
際
に

米

碩
で

盛
に

用

ひ

ら

れ

る

や

う

に

な
つ

た
の

は

昭

和

に

八
つ

て

か

ら

で

あ

る
｡

こ

れ

等
の

諸
磯

城
は

何
れ

も
前
の

手

掘
に

代
る

も
の

で
､

夫
々

の

米
韓
の

自
然
的
條
件

に

従
つ

て

之
に

適
す
る

機
械
と

猫
特
の

採

掘
方

法

を

用
ひ

る

ま
で

に

エ

凪
が

進
ん

で

釆
た

｡

試
用

時
代
に

は

能
率
も
熟
練
坑
夫
の

事

掘
に

必

ず
し

も

優
る

と

は
い

へ

ず
､

故
障
の

積
出
に

悩
ま

さ

れ

た
こ

と

も
あ
つ

た

が
､

そ
の

後
こ

れ
が

習
練
を

積

む

と

共

に

採
衆
能
率
を

著
し

く
向
上
せ

し

め

た
の

で

あ
つ

て
､

切
羽

に

お

け
る

探

米
機
械
他
に

よ

る

坑
夫

一

人

雷
り

出
宋
畳
の

増

加
が

二

倍
に

も
三

倍
に

も
な
つ

た

茸
例
は

､

枚
挙
に

逸
な

き

程
の

諸
報
告
に

之
を

見
る

こ

と

が

出

来
る

｡

切
羽

に

お

け
る

か

く
の

如
き

能
率
の

向
上

は

そ

れ
の

み

畢
猫
に

途

行
さ

れ

る

こ

と

を

許
さ

な
い

｡

切
羽

で

能
率
が

上
つ

て

も
坑
内
に

粗

末
を

貯
へ

て

置
く
わ

け
に

は

行

か

な
い

｡

従
つ

て

切
羽

､

片
磐
等
の

運
搬
が

右
と

殆

ど

同

時
に

合
理

化
さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

切
羽
の

這
般

即
ち

採
掘
さ

れ

た
石

衆
を

片

磐
に

麹
さ

れ

た

茨
串
に

運
び

入

れ
る

作
業
は

､

従
凍
後
山
の

不

熟
練
肉
慣
労

働
で

あ
つ

た
が

､

長
壁
法
の

下

で

は

採
茨
が

一

列
に

な
つ

て

進
む
か

ら

そ
の

背
後
に

出
さ

れ
る

石

宋
む
コ

ン

ベ

ヤ

ー

の

中
に

掬
ひ

込
み

､

石

宋
は
コ

ン

ベ

ヤ

1

む
流

れ
て

甜

菜
革
に

在
ぎ

込
ま

れ
る

や

う

に

す

る

こ

と

が

出
凍
る

｡

傾

斜
の

あ

る

茨
居
で

は
､

こ

皇
曇
の

如
く
石

茨
が

自
力

で

流
れ

る

が
､

朽

主
置

か

な

8 9
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一

橋

除

草

啓
三

巻

啓
一

班

90

る

所
で

は

水

棲
に

よ
つ

て

流

し

た

こ

と

も
あ
る

｡

そ

の

後
シ

エ

イ

キ

ン

グ
･

コ

ン

ベ

ヤ

ー

(

揺
樋

式
)

､

チ

エ

ン

;
ン

べ

ヤ

ー
(

鏡

式
)

､

ベ

ル

ト

コ

ン

ベ

ヤ

ー

等
が

や
が
て

普
及
す

る

や

う

に

な
つ

溌
｡

そ
こ

で

後
山

夫
が

殆

ど

不
用

に

な
つ

て
､

従
来
の

尭

山

採
袈
夫
は

､

我
家
横

に

よ

つ

て

下

部
む

厚
さ

五
､

六
寸

探
さ

五
､

六

尺
に

透
し

裁
り
に

さ

れ
た

袈
犀
に

向
つ

て
､

之

を

朝
n
乙
朋

し
て

シ

ャ

ベ

ル

に

よ

タ
コ

ン

べ

ヤ

ー

に

掬
ひ

込
む

こ

と

に

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

コ

ン

ベ

ヤ

ー

に

掬
払

込

む

作
業
だ

け
は

未
だ

に

手

で

行
は

れ
､

積
込
硬
は

僅
か

に

三

池
の

一

部
に

見
る

に

過

ぎ

な
い

｡

石

米
は

次
に

片

磐
坑
道
を

通
り

主

要

坑
道
を

坑
外
へ

と

運
ば

れ
る

｡

こ

ゝ

で

も
従
来
の

手

押
辛
が

馬
力
に

な

カ
､

更
に

蒸
気
又
は

電
力

で

エ

ン

ド

レ

ス

持

揚
磯

(

斜
坑
)

､

エ

レ

ベ

ー

タ

ー
(

竪

坑
)

が

用
ひ

ら

れ
る

に

至
つ

た
｡

三

池
の

宮
之

滴
坑
と

､

日

本
鍍
菓

望
見

枚

坑
で

は

主

要

坑
道
を
全

部
ベ

ル

ト

式
に

し

た
｡

夕
張
で

は

切

羽

か

ら

坑
外
の

選

衆
場
ま
で

す
べ

て

ベ

ル

ト

で

蓬
擬
す

み

が
､

こ

れ

は

我

国
唯

芸

道
米
設
備
で

あ

る
｡

米
車
で

運

ぶ

も
の

も
動
力
と

米
車
の

容
量
が

著
し

く
大
き

く
な
つ

た
｡

従
来
木

箱
の

宋
革
で

軌
促
も
軽
小

､

仮
令

転

覆
脱
線
し
て

も
ー

､

二

人
の

協
力

で

修
復
し

得
る

程
度
に

と

ゞ

め

て

ゐ

た

も
の

が
､

最
近

で

は

大
き

な

軌
保
の

上

を

容
且

竺

-
二

趨
の

重

い

餞
製
米
車
が

電
力
で

走
る

や

う

に

な
つ

た
｡

そ

れ
だ

け

能
率
は
ご

向

ま

り

な
が

ら

坑
内

外
の

道
政
夫
が

不
用

に

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

切
羽

が

集
中
し

､

道
政
設
備
が

完
備
す

る

こ

と

は

又

他
面

坑
内
の

諸

設
備
が

之

に

相

臆
し
て

完
全

な

も
の

と

な

ら

ね

ば

な

ら

ぬ
｡

長

壁

法
に

お

い

て

充

項
を
今

ま

で

よ

り

丁

寧
に

す
る

の

も
そ

れ
で

あ
る

が
､

切

羽

を

支

持
す

る

た

め
､

坑
道
を

保
全

す
る

た

め

に

は

支

柱
を

完

全

に

す
る

必

要
が

あ

る
｡

従
つ

て

支

柱
夫
の

数
は

他
の

坑
夫
数
ほ

ど

は

減
少
せ

ず
､

時
に

増
大
す
る

こ

と

す
ら

見
ら

れ

た
｡

従
来
支

柱
に

は

木
材
を
使

用
し

て

釆
た
の

で

あ

る

が
､

木
材
は

附
近

の

山

林
を

伐
採
し

表
し
て

､

.
斯
業
に

合
理

化
の

最
も
行
は

れ

た
る

頃
に

は

鋳
鋼
債

格
の

暴
落
に

よ
つ

て
､

耐
久

力

あ

り

再

使

用

可

能
の

鋳

鋼
材
を

使

用
す
る

が

却
つ

て

割
安
と

な
つ

て
､

主

要

坑
道
の

枠
用
の

み

な

ら

ず
切

`

人
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人

ノ

バ

一

羽
の

支

柱
に

ま

で

之
が

使

用

む

見
る

に

至
つ

た
｡

軽
費
の

射
で

少
か

ら

ぎ
る

節
約
を

見
た
の

で

あ

る
｡

坑
外
仲
条
の

合

理

佗

も
坑
内
の

そ

れ

に

劣
ら

ざ

る

程
度
に

進
捗
し

た
｡

坑
外

は

坑

内
と

異
な
り
ヽ

さ

ほ

ど
の

危

険
も
な

く
､

設
備
の

改

欒
も
比

較
的

日
由
で

あ

る

か

ら
､

不

況
の

歴
力

む

綬
和

す
る

た

め
の

努
力

は

坑

内

よ

り

も
早
く

か

ら

見
ら

れ

た
｡

然
し

坑
外
作
菓
は

束

碗

経
営
仝

常
に

占
め
る

地

位
低

く
､

鏡
夫
数
も
坑
内
に

比

す

れ

ぼ

遠
か
に

少

な

く
し
て

､

昭

和

四

年
に

お

け
る

坑
内

夫
十
七

萬
に

封
し

､

坑

外
夫

は

僅
か

五

萬
八

千
､

即
ち

約
三

四

%
に

過

ぎ

ザ
､

賃
銀
支

沸
痢
に

お

い

て

も
九

州
で

は

坑
内

夫
の

三

〇

%
､

北

海
道
で

は

二

七

%
と

な
つ

て

ゐ
る

｡

こ

の

鮎
に

お

い

て

坑

外
に

お

け

る

合
理

化
の

程

度
が

坑
内
の

そ

れ

よ

力

強
か

つ

た
に

し
て

も
､

そ

れ
の

全

鱈
へ

の

影

響
は

絶
封
的
に

は

少
か

つ

た
の

で

あ
る

｡

坑
外
で

の

合
理

化

は
主

と

し
て

選

宋
と

蓬
栄
で

あ

る
｡

蓬
栄
に

つ

い

て

は
コ

ン

ベ

ヤ

ー

を

始
め

と

し

て

自
動
運
搬
施
設
が

人

力
に

と
つ

て

代
つ

た
｡

選
茨
に

お

い

て

は

水

洗
機
の

盛
行
で

あ

る
｡

選
呆
は

好
況

時
に

は

あ

ま

り

顧
み

ら

れ

な

か

つ

た
が

､

不

況
の

襲
凍
と

共
に

需
要

家
の

側
に

お

い

て

石

茨
の

品
位
を

重
税
す
る

に

至
つ

た

為

め
､

早
く
大
正

九

年
傾

よ

り

選
米

機
の

新

設
嬢
張
が

行

は

れ
､

加
ふ

る

に

そ
の

後
の

横
根
採
決
普
及

は
､

抹
宋
を

個
人

的
作
菜
よ

り

囲

饉
的

作
業
へ

移
行

せ

し

め

抹
某
夫
の

激

減
を

発
た

し
､

そ

れ
だ

け
に

坑
内

で

粗
末
中
の

爽
雑
物
を

除
く
や

う

な

細
か

い

作
莫
を

す

る

も
の

な

く
､

そ
の

上

米
犀
の

劣
悪

化

に

よ

つ

て

増

加
せ

る

爽
准
岩

石

は
､

石

米
と

共

に

坑
外
へ

搬
出

さ

れ
､

こ

の

方

面

か

ら

も

道
家
の

必

要

は

増
大
し
.
た

の

で

あ
る

｡

し

か

し

水

洗
磯
の

普

及

は

中
塊
以
下

粉
栄
ま
で

を

自
動
的
に

水

洗
す

る

や

う

に

な
つ

た

か

ら
､

選
栄
夫
の

増

加
は

見
ら

れ

ず
､

む

し

ろ

減
少

し

た
｡

そ
の

後
昭

和

八

年
九
月

一

日

よ

り

保
護
鏡
夫
の

床
夜
業
禁
止

に

封
應
し
て

未
選
の

粗
末
供
給
を

一

定

な

ら

し

む

る

た

め
､

粗
末
ポ

ケ

ッ

ト

を

設
け
て

石

袈
の

流
れ

を

常
に

淀
み

な

く
し

た
こ

と

も
､

一

人

首
り
の

選
茨
能
率
む

向
上

せ

し

め

た
一

因
で

あ

る
｡

9 1

以
上

述
べ

た

所
は

大

鰐
大
戦
後
の

不

況

時
代
か

ら

昭

和

六
､

七
年

頃
ま

で

に

行
は

れ

た

技

術
的

進
歩
の

主

な
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

外

卯

石

炭

頻
発
に

射

け

る

合

理

化
と

螢

働
人
員



一

橋

静

養

第
三

春

草
一

統

9 2

に

も

坑
内
の

照

明
､

排
水

､

通

気
の

改
善
が

採
米
能
率
に

欒
此

を

及

ぼ

し

た
こ

と

も

決
L
て

軽

祀
す

る

こ

と

を

許
さ

な
い

も
の

で

あ
る

｡

9 2

更
に

合
理

化

と
い

ふ

難
か

ら
い

へ

ぼ
､

不

良
米
機
の

整
理

合
同

等
に

も
言
及

す
べ

き

で

あ
る

が
､

本
文

で

は

そ
こ

ま
で

腐
れ

ず
に

置
く

｡

上

述
の

如
き

技
術
上
の

改

善
は

､

多
少
の

前
後
は

あ

る

け

れ
ど

も
こ

つ

の

袈
嬢
と

し

て

は

殆

ど

各
部
面
に

わ

た
つ

て

同

時
に

貴
行
さ

れ
､

我

国
金

環
と

し
て

は

大
慣
昭

和

六
､

七

年
頃
に

完
成
さ

れ

た
こ

と

は

寄

算
で

あ

ら

う
｡

そ
の

後
満
洲

事

欒
を

楔
横
と

し

て

軍

需
工

菓
の

繁

･

巣
､

金
再

禁
止

を

通
じ
て

放
出
工

業
の

躍
進
が

見
ら

れ
､

栄
典
は

急
に

明

る

く
な
つ

た
｡

そ
の

後
最
近

ま
で

石

袈
鏡
莫
は

接
張

を
つ

ゞ

け

て
､

労
働
者
数
は

増
加
し

､

不

熟
練
坑
夫
の

増
加
と

､

條
件

不

良
坑
の

再

操
菓
と

相

保
つ

て

鎮
夫

一

人

雷
り

出

漠
量
は

却
つ

て

減
少

す
る

に

至
つ

た
こ

と

第
一

表
に

見

た

通
り
で

､

米
機
に

お

け
る

扱
術
の

改

善
は

一

項

挫
を

来
し

た
か

の

感
が

あ
る

｡

然
し

茨
碩
経
営

盟
別

途
の

如
き

合
巧

拙
に

よ

つ

て

一

つ

の

新
し
い

型
に

移
つ

た

と

考
へ

ら

れ

る
｡

前
の

好

況
時
に

何

故
に

合
理

此

が

行

は

れ

な

か

つ

た

か

に

就
い

て

は
､

多
く
の

も
の

は
､

好
況
な

る

が

故
に

た
ゞ

出

毅
の

増
加
に

努
め

､

そ
の

た

め
に

は

切

羽
の

増
加
に

の

み

専
念
し

た
､

と
い

つ

て

ゐ

る

に

過

ぎ

な
い

｡

だ

が

元

来
坑
内

作
菜
は

危
険
多
く

故

障
を

件
ひ

勝

ち

で
､

そ
の

た

め
に

は

作
業
を

出
来
る

だ

け
分

散
し
て

一

の

破

綻
が

他
に

波
及

す

る

こ

と

む

防
ぎ

､

小

さ

な

事

故
は

常
に

起
り

な

が

ら

も
仝

醍
と

し
て

の

造
営
に

支

障
な

か

ら

し

め

る

こ

と

が

必

要

と

さ

れ

た
で

あ

ら

う
と

息

ふ
｡

宋
革
を

大
き

く
し

な
い

で

脱
線
も
そ
の

場
で

簡
畢
に

修
裸
出
凍
る

程
度
に

止

め

た
の

も
ー

例
で

あ
る

が
､

切

羽

を

多
く
し

､

坑
口

を

幾
つ

か

持
つ

て

ゐ

た
の

も
そ

れ
で

あ
ら

う
(

二
二

蒙
鎖
巣
が

大
正

十
三

年
中
島
鎖
巣
よ

り

委

任

露

営
を

受

け
､

後
昭

和

四

年
買
収
し

た

飯
塚

米

碗
の

如
き

､

大
正

十
三

年
頃
は

十

二
何

の

坑
口

む

持
ち

､

昭

和

四

年
に

百

箇
の

切
羽

を

掘
つ

て

ゐ

た
｡

三

菱
に

移
つ

て

か

ら
こ

れ

が

漸
次

集
約
さ

れ
て

昭

和
八

年
四

月
に

は

坑
口

は

事
茸
上

叫

坑
､

切

羽

は

十
箇
彿
に

な
つ

た

如
き

例

が

あ
る

盲
本
銀
山

協
食

費
料
飾
三

八

輯
)

｡

切

羽

が

首

あ

れ

ぽ

仮
令

一

切
弱

が

災
害
を

受

け
七

も
全

碩
の

百

分
の

一

の

影
響
に

と

ゞ

ま

り

得

､

丸

鴻

ト

k

叫

†

十

吋

㌧

-

-

′

-

1

㌧
イ

十

や

､

ゲ

∴

ト

恥

､

ぺ

､

J

し

ト

山
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油

る

こ

と

が

あ

る

け

れ
ど

も
､

十
筒
に

な

れ
ば

十
分
の

一

の

被
害
は

免
れ

な
い

｡

動
力
に

し
て

も
多
数
系
統
に

し
て

ぉ

け
ぼ

災
蕃
に

よ
る

被

事
は

少

く
て

済
む

｡

そ
の

極
端
な

場
合
は

人

力

や

畜
力
に

よ

る

も
の

で

あ

少
､

か

ゝ

る

関
係
が

低
劣
な
る

労
働

條
件
の

存
在
と

同

様
に

未

嬢
に

お

け
る

機
械
此

を

遅
ら

し
て

釆
た
の

で

は

あ
る

ま

い

か
｡

併
し
な

が

ら

今

や

機
械
此
は

寒
行
さ

れ
､

全

般
的
な

欒
革
と

な
つ

て

米

碩

金

環
が

徒
爽
と

異
つ

た

有

横
的

一

環
と

し
て

形

成
さ

れ

る

に

至
つ

た
｡

そ
こ

で

は

部
分

的
な

故
障
も
恒

ち
に

杢

饉
へ

波
及

し

能
率
を

低
め

る

こ

と

に

な

る

か

ら
､

諸
設
備

藍
刃

金

に

し
て

そ
の

恐

な
か

ら

し

め
る

必

要
が

あ

る
｡

エ

莫
に

お

け
る

エ

場
二

条
の

出

現
に

も
比

す
べ

き

も
の

が

見
ら

れ

る
｡

固
定

費
本
の

増
大
と

流

動
資
本
の

減
少

が

こ

1

で

も
行

は

れ
､

労
働
者
数
は

全

面

的
に

少

く
な
つ

た
が

､

設
備
の

新

設
維
持
に

必

要

な

横
械
夫

､

エ

作
夫

､

支

柱
夫
等
の

人

員
の

停
滞
乃
至

増
加
と

､

他
の

株
安
夫

l

道
雄
夫
等
の

減
少

､

後
山

雅
夫
等
の

力

扇
い

不

熟
練
鏡
夫
の

靡
血

刀
室
数

滅
と

な
つ

て

硯

は

れ

た
の

で

あ

る
｡

≡

●

石

米
銀
菓
に

お

い

て

合
理

此

を

行
は

し
め

､

延
い

て

労
働
人

月
に

急
激
な

る

欒
此

を

輿
へ

た

今
一

つ

の

楔
横
は

社
食
政

策
の

賓
施
で

あ

る
｡

こ

れ

を

右
の

一

面

か

ら
の
.
み

視
察

す
れ

ば
､

問
題
の

社
食
政

策
と

は

昭

和

三

年
九
月
こ

日

蟄
布
の

改

正

鋳
夫

労
役

扶
助
規
則
で

､

そ

の

主

た

る

内

容
は

一

､

昭

和
五

年
九

月

よ

り

坑
内

成
美
時
間
を

原

則
的
に

十
時
間
と

し
､

監
祓
を

主

と

す
る

業
務

､

問

教
的
業
務
を

な

す

者
に

例
外
を

認

む
｡

9 3

二
-

由
和

八

年
九
月

よ

り

保
護
鎮
夫
の

坑
内

労
働

禁
止

､

但
し

薄

屠
探
衆
に

は

例
外

宝
器

(

後
に

昭

和

八

年
に

な
つ

て

竣
栄
採
掘
に

9 3

石

洗
顔
巣
に

射

け

る

合
理

化
と

多
働
人

月



49

一

橋

論

草

第
三

巻
･
第

一

汲

も
例
外

宝
器

､

十
三

年
に

な
つ

て

此

の

禁
止

む

更
に

緩
和

し

空
｡

9 4

三
､

昭

和

八

年

九
月

よ

カ

保
護

鎮
夫
の

深

夜
業
禁
止

｡

で

警
句

｡

第
一

の

鮎
に

つ

い

て

は

鍍
夫
数
の

増
減
に

別
に

さ

し

写
匂

欒
化

を

輿
へ

な
い

｡

若
し

労
働
時

間
の

長

さ

と

出

某
量
が

比

例
す
る

も
の

で

あ

れ

ぼ
､

時
間
の

短

縮
に

よ

つ

て

出

茨
量
の

減
少

を

来
し

､

出

来
畳
む

維

持
す

る

薦
め

に

は

人

員
増
加
と

な

る

べ

き

で

あ

る

が
､

茸
際
に

は

坑
内
に

在
る

時
間
は

十
時
間
よ

カ

長
く
と

も
賓
労

働
時
間
は

五
､

六

時
間
に

過

ぎ

ざ

る

を
通

例
と

し

た

か

ら
で

あ

る
｡

寧
ろ

在

坑
時
間
を

短
縮
す
.

る

こ

と

に

よ

つ

て

作
業
系

溌
を

固
滑
に

す

れ
ぼ

､

出
家

能
率
は

却
つ

て

よ

く
な

る

も
の

が

多
か

つ

た
｡
′

従
つ

て

却
つ

て

労
働
時
間
を

極
限
の

十
時
間
迄
延

長
さ

れ
る

恐
さ

へ

あ

り

と

し
て

､

労
働
組
合
側
か

ら

社
食
政

策
の

遅
滞
か

豊
月

め

た

任
で

､

粗
菓
主

側
か

ら

の

反

封
は

起
ら

な
か

つ

た
の

で

あ

る
｡

第
二

の

保
護
鏡
夫

坑
内

労
働
禁
止

は
､

昭

和
三

年
昔
時

四

寓
近

く
の

保
護
鋸
夫
が

坑
内
に

あ

り
､

殆
ど

全

部
が

九

州
の

呆
山
に

あ
つ

て

探
失

･

支

柱
の

後
山
又

は

難
夫
と

し

て

働
い

て

ゐ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

を
全

然
慶

止

す
る

か

或
は

成
年
男

坑
夫
に

換
へ

る

か
､

何
れ
に

し
て

も

米
韓
労
働
力

の

構
成
は

少

か

ら

ざ

る

変
化

を

受

け
る

わ

け

で

あ

る
｡

こ

れ

よ

且
糾

大
正

十
一

年
工

場
法

改
正

の

際
に

は
､

鎮
山

に

お
い

て

も
エ

場
と

歩
調

を
合
せ

て

女
子

及

び

幼
年

坑
夫
の

保

護
む
厚

く
す
べ

し

と

す
る

詮
に

封
し

翠
玉

は

猛

烈
に

反

勤
し

た
の

で

あ

る

が

蓋
し

常
時
の

作
巣
状
態
を
そ

の

儀
に

保
護
錦
真
の

入

坑
を

禁
止

す
る

な

ら
ば

､

そ

れ
だ

け
成
年
坑
夫

を

増
加
せ

ね
ぼ

な

ら

ず
貸
銀
の

負
括

む

過

重
に

す
る

と
い

ふ

の

で

あ
つ

た
｡

然
る

に

昭

和

三

年
に

右
の

如

き

恍

攣
止

法
が

賓
現
さ

れ
る

に

至
つ

た
の

は
､

勿
論
坑
内

が

不

衛
生

で

危
険
な

る

こ

と
､

風
紀
上

面

白
か

ら

ぬ

こ

と

等
も
あ

る

が
､

主

と

し
て

外
国
の

進
歩
せ

る

労
働
法
制
の

促
迫
で

あ

る
｡

し
か

し

能
率
問

題
か

ら

も
か

く
の

如
き

要

請
が

硯

は

れ

た
こ

と

蜂
正

目

す
べ

き

で

哲
Q

｡

｢

大
正

九

年
の

不

況
以

来
､

哉

困
石

英
菓
は

能
率
の

増

進
の

た

､

≠

叫

ト

ー

叫

イ

+
→

レ

ん

ー

ー

十

←

■
斗

ヾ

〆

･-

廿

､

ド

∴

ト

恥

k
-

人

■れ

ー
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｢ 1 6 歳末満 男子+ の 中 昭 和3 年以薗 は 十 五 歳 末潰 男子 とす
｡

め

に

あ

ら

ゆ
る

努
力

む

梯
つ

た

が
､

其
の

主

要

部
は

機
械
力

の

應
用

､

作
菓
の

集
中
(

麹

桂
法
よ

り

長

壁

法
へ

)

と

云

ふ

こ

と

で
､

斯
く
の

如
き

作
業
方

法
の

改

善
に

首
つ

て

は

女
子

の

如
き

力
の

扇
い

､

鈍
な

労
力

は

寧
ろ

妨
げ
に

な

る
｡

と

云

つ

て

所
謂
家
族

共

稼
ぎ

の

関
係
上

女
子

の

使

用
を

靡
め

れ
ぼ

男
の

貿
銀
を
ズ

ツ

と

騰
げ

な

け

れ
ぼ

な

ら

ぬ
｡

そ
こ

で

法

規
で

禁
止

す

れ

ぼ

事
業

上

も

却
つ

て

好
都
合
と

云

ふ

が

如
き

考
へ

方

が

ボ

ツ

〈
と

で

は

あ

る

が

有
力

な

方

面

に

起
つ

た
の

で

あ

る
+

(

北
岡

尋
逸

民
｢

鉄

夫
静

夜
扶
助

親
周
の

改
正

に

裁
て
+

祀

骨
政

策
時

報

昭

和
三

年
十

｢

月

敦

七

七

-
入

京
)

｡

こ

の

改

正

に

封
し
て

反

封
も
勿

論
あ
つ

た

が
､

我

周
石

茨
鋳
菓
の

中
心

勢
力

は

之

を

茸
施
し

て

も
苦
痛
な
き

状

態
に

立

至
つ

て

ゐ

た
の

で
､

佐
件

の

患
い

宋
疎
も
こ

れ
に

追
随

せ

ぎ

る

を

待
な

か

つ

た
｡

合
理

化

は
こ

の

頃
か

ら

急
速
に

進
展

し
て
+

保
護
坑
夫
の

作
業
む

成
年
坑
夫
に

攣
へ

る

と

共
に

後
山

･

雅
夫
の

作
菓

を
激

減
し
て

､

該
法

茸
施
直
前
の

昭

和

八

年
六

月

末

に

お

け
る

坑
内
保

護
餞
夫

望
ハ

千

七
百

飴
､

翌

九

年
六
月

に

粥

石

炭
鎖
共
に

お

け
る

合
理

化

と

夢

働
人

員
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坑
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毎 年
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1 0
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6
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大 正13 年

1 4 年

暇 和元 年

2 年

3 年

4 年

6 年

6 年

7 年

8 年

9 年

10 年

11 年

(註) l‾本邦頻発 の 趨勢+ に 操 る ｡

は

五

千

六

百

に

足
り

な

か

つ

た
｡

第
三
の

探

夜
菜
禁
止

が

直

接
に

影

響
す
る

の

は

裏
作
菓
で

あ
る

｡

昭

和
三

年
六

月
に

お

い

て

坑
外
に

働
く
保
護
錆
夫
は

一

高
八

千

飴
､

選
衆
婦

一

再
二

千

窮
､

女
難
夫
四
千

六

育
た
丁

三

と

す
る

｡

而

し
て

選
衆
の

大

部
分

が

保

護
鋳
夫
に

よ
つ

て

行
は

れ

て

ゐ

た
の

で
､

保
護
鋳
夫
の

醸
夜
業
の

み
が

禁
止
さ

れ
る

と

す

れ
ぼ

､

坑
外
に

頻
出

さ

れ

た

粗
茨
は

之

を
一

時
貯
へ

て

お

く
か

､

或
は

成
年
男

錬
夫
に

よ

つ

て

深

夜
選
呆
を

横
行

し

な

け
れ

ば

な

ら

ぬ
｡

然
し

多
く
の

茨

視
で

は
こ

の

常
時
ま
で

に

避
栄
作
菓
の

磯
城
此

を

茸
現

し
っ

1

あ
つ

た

し
､

又

粗
衆
貯

蔵
ポ

ケ

ッ

ト

を

新
設
し

た

こ

と

眈

述
の

過

少
で

あ
つ

て
､

従
つ

て

選
袈
に

関
す
る

限
力

男

女
と

も
に

減
少

し
､

相

封
的
に

は

女
子
の

割
合

を

増
加
し

た
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

は

坑
内

癖
を

引
上

げ
て

選
衆
に

移
し

た
こ

と

も
強

く
影

響
し
て

ゐ

る
｡

か

く
の

如
く
見
る

時
､

右
の

規
則
改
正

そ
れ

自
倍
が

積
極
的
に

保
護
鎮
夫
の

激

減
を

斎
ら

し

た
と

い

ふ

よ
り

は
､

企
業
の

側
に

お

い

て

減
少

せ

し

む
べ

き

横
道
に

あ
つ

た
か

ら
こ

そ
､

規
則
の

改

正

も
行
は

れ
た

と
い

ふ

べ

き

で

あ
ら

う
｡

然
し

右

は

多
く
の

有
力

な

る

某

夜
に

つ

い

て

ゞ

あ
つ

て

比

較
的
力

窮
き

袈
棟
が

社
食
政

策
の

た

め

に

保
護
鋳
夫
を

慶
す
べ

く
合
理

化

を

促
迫
さ

れ
た

こ

と

は

香

定
し

得
な
い

､

又

茨
媒
菜
金

環
と

し
て

も
､

右
の

規
則
改

正
の

た
め

に

限
ら

れ

た

年
限
内

に

急
速
に

合
理

此
を

賓
現
し

た

こ

と

も
寄

書
で

あ

ら

う
｡

J
鳥

ト

L

叫

て
.

+
∴

h

+
▼

L
■

イ

←

心

㌧
〟
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､
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∴
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い

パ

古

才

一 1

て
′

ゝ

▲

L

｢

一

汁

､

†

叫

′

叫

◆

.イ

一

見

上
ぺ

J

)イ

茨

揖
斐
に

お

け

る

合
理

此

が

労
働
人

負
に

如

何

な

る

影

響
を

密
し

た

か

は

如
上
の

説
明

に

よ

つ

て

略

主
明

ら

か
で

あ

ら

う
｡

鋳
夫
数
の

全

般
的

減
少

､

特
に

米
山
の

横
械
他
に

不

適
な

る

女
子

と

老

幼

坑
夫
の

減
少

は

首
然
で

あ
つ

た
｡

こ

れ

等
に

閲
す
る

詳
細
な
る

分

析
と

､

真
に

そ

れ

が

労
働
者
の

生
括
に

如
何
に

響
い

た

か

に

つ

い

て

は

別
の

横
合
に

論

述
す
る

と

し
て

､

こ

ゝ

に

は

合
理

他
の

直

接
的
反

映
た
る

作
業
別
労
働
人

長
の

欒
他
に

つ

い

て

述
べ

､

以
て

本
文

を

終
る

こ

と

と

す
る

｡

既
に

第

表
で

見
た

如
く

故

人

月
は

戦

後
漸
減
し
て

昭

和

七
年
に

最
低
と
な

斗

最
も
多
く
就
業
し
て

ゐ

た

大
正

八

年
の

三

十
四
寓
八

千

に

比

し

六

〇
%
餞
を

減
じ
て

十
三

寓
八
千

に

減
じ

宅
昭

和
三

年
に

比

し
て

も
侍

四
二

%
を

減
じ

て

警
句

｡

昭

聖
丁
七
年
の

聞
は

減

少
が

最
も
著
し

く
､

何
百

人
と
い

ふ

大
量
解
雇
が

屡
モ

宋
接
地

帯
に

見
ら

れ
た
の

で

あ
つ

た
｡

こ

の

労
働
人

月
の

趨
勢
を

｢

本
邦

鎖
業
の

趨
勢
+

よ

カ

拾
つ

た
の

が

第
四
表
で

あ

る
｡

合
理

他

盟
仇

の

内
外
を

通
じ
て

行
は

れ

た
の

で

あ
る

か

ら
､

坑
内
外
労
働
者
の

比

率
は

大
し

た

欒
砲

撃
不

し
て

ゐ

な
い

｡

紙
じ
て

い

へ

ぼ

昭

聖
率
の

改

正

鏑
夫
労
役
扶
助

規
則
の

公
布
ま

で

は

坑
外
に

ぉ

け
る

減
点
が
目

立

ち
､

そ
の

後
滴
洲
事

欒
の

影
響
を

受

け
て

衆
碩
業

の

快
復
時
代
に

入
る

ま

で

は

坑
内

労
働
人

月
の

減
少

が

特
徴
と

さ

れ
､

準
戦
時

鰐
制
下
に

お

け

る

接
張

は

坑
外
よ

力

も
坑
内
に

お
い

て

入

局
を

要

し

た
と

い

へ

る
｡

試
み

に

坑
内

労
働
者
の

重

労
働
者
に

封
す
る

比

率
を

計
算
し
て

見
る

に

大
正

十
三

年
六

月
の

七
二
･

八

%
が

漸

増
し
て

昭

聖
率
六

月

に

は

七
四

･

五

%
と

な

旦

そ
の

後
漸

減
し
て

七

年
六

月
に

は

七

二

二
一

%
と

ま
で

下
つ

た
｡

然
る

に

そ
の

後
再

9 7

び

頃
内
の

割
合

姦
し
て

凍
て

､

昭

和
十

毒
に

は

七
三
･

八

%
と

な
つ

た
の

で

挙
る

｡

石

炭
顔
彙
に

お

伊
る

合
理

化
と

夢
働
人
月

9 ア
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炭

桂

山

撒

械

作

雑

計

内

探

支

後

遅

機

工

坑

炭

漠

薇

械

作

難

計

外

採

逆

運

機

工

坑

合 計

塩嘗負 蔽額

支

柱
運
搬
等
の

主

要
作
業
に

お
い

て

も
減
点
を

∽▼
▲

生

じ
て

ゐ

ろ
｡

･
減
点
棟
数
約
十
寓
に

し
て

､

う

ち

七
八

%
弱
が

坑
内

､

二

二

%
轟

が

坑
外
で

占

め
て

ゐ
る

｡

昭

和

七

年

後
の

四

年
間
に

お

い

て

は

坑
内

女
坑
夫
の

減
少

を
見
た

る

外
す
べ

て

増

加
し

､

特
に

採
米
麦

桂
に

ぉ
い

て

著
し

か

つ

た

の

で

あ

る
｡

そ
の

た

め
に

作
業
別

労
働
者
比

率

は

第
五

表
の

如
き

欒
此

竜
現
し
て

ゐ

る
｡

採
米

､

支

柱
の

相

封
的
増
大

､

機
械
工

作
の

如
き

蔭

接

横

械
此

と

閲
聯
あ

る

坑
夫
の

異
常
な

る

比

重

増

大
､

後
山

､

雑
犬
の

相

封
的
絶
封
的
減
少

が

見

ら

れ

る
｡

人

員
に

つ

い

て

述
べ

た

困
係
を

賃
銀
支
沸
額

に

よ

つ

て

観

察
す

れ

ぼ

第
六

表
の

如
く
で

あ

る
｡

真

珠
貸
銀
痢
に

関
す
る

競
計
は

昭

和

四

年
以
前

を
放

く
の

で
､

四

年
と

七

年
む
比

較
し

た
の

で

1

･
h
.

暮

ト

▲
†

軸

･

て
･

J

.咋

⊥

r

ト

√

←

l 山

〆

.イ

†

仰

+
r

∴

れ

ー

㌧
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ぺ
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1

.

ヰ

甘
し

▲

一

一

､,

一

対

､

†

軒

/

叫

＼
ヰ

一

〆

1
へ

ヰ

丸

ぁ

る

が
､

こ

の

間
に

お
い

て

九
州

地

方

些

事
九
百

萬
囲

､

北

梅

造

望
ハ

百

六

十
八

寓
囲
の

減
少

堅
不

し
て

ゐ
る

｡

出
茨
畳
も
こ

の

間
に

減
じ
て

は

ゐ

る

が
､

真

珠

資
銀
鵜

飼
の

減
少

大
な

る

た

め

彗
冒
賃
銀
は

著
絨
し
て

ゐ
る

｡

こ

の

減
少

が

如

何

な

る

部
門
に

多
か

つ

た

か

を

見
る

に
､

両

地

方
と

も
八

〇
%
内

外
は

坑
内
で

､

そ
の

大
部
分

が

探

琴

後
山

､

運
搬

､

雑
犬
に

文

雄
は

れ

た

る

も
の

で

あ
る

｡

北

海

道
で

支

柱
夫
の

賃
銀
額
が

激
減
し

た
の

は

杭
屏

､

厚

犀
の

茨
山
に

お
い

て

従
来
の

木

積
式
を

濱
式
充

填
に

攣
へ

た

こ

と

が

主

な
る

原

因
で

､

後
山
の

比

較
的
少
い

の

は

既
速
の

如
く
北

梅
迫
に

は

従
前
よ

り

後
山
が

少

か

つ

た

か

ら
に

外

な

ら

ぬ
｡

支

梯
額
の

減
少

率
か

ら
い

つ

て

も

(

琴
六

表
で

は

昭

和
四

年
を

;
○

と

す

る

昭

和

七

年
の

指

数
)

両

地

方

と

も
､

坑
内
に

お

ぃ

て

強
い

の

は
､

既
達
の

如
く
こ

の

期
間
の

合
理

化

が

主

と

し
て

坑
内

に

お

い

て

行
は

れ

た

か

ら

で

あ

る
｡

但
し
こ

れ
仕
二

人

雷

賃
銀
の

減
少

と

は

別

問
題

で

あ

る
｡

大

衆
嫁
が

小

米

嬢
に

此

し
て

合
理

他
の

利

便
多
き
は

勿
論
で

あ

る
｡

そ

れ

は

労

働
人
口

構

成
に

も
影

響
を

も
つ

｡

大

鏡
菓

資
本
家
の

も

っ

未
接
多
き

北

梅
迫
に

お

い

て

磯

城
･

エ

作
夫
等
に

支

彿
は

れ
る

賃
銀
の

箕
銀
紙

飼
に

占

む
る

割
合
が

､

九

州
の

そ

れ
に

比

し
て

大
な

る

こ

と

は

第
六

表
に

見
る

と

こ

ろ
で

あ
る

が

(

北

海
道
七

･

六

%
､

九

州

六
･

完
､

共
に

昭

和
七

年
)

､

次

に

小

米

硬
と

全

国
平

均
と
の

作
業

別

坑
夫

数
を

比

較
し
て

見
る

(

第
七

表
)

｡

坑
内

に

つ

い

て

見
れ

ぽ
､

小

米
韓
で

は

後
山

犬
な
る

も
の

を

掲
げ
て

ゐ
な

い

が

恐

ら

く
こ

れ
は

採

琴
支

柱
に

含
ま

れ
て

ゐ

る

も
の

と

し
て

､

こ

の

三

者
合
計

金

開
平

均
は

八

〇

二
%
な

る

に

小

米
蹟
で

は

九
二
･

七
%
の

多
き

に

達
し

て

ゐ

る
｡

然
る

に

機
械
夫

､

エ

作
夫
の

合
計
で

盟
糾

者
八

二
%

-

後
者
三

･

四

%
で

､

機

械
化
の

後
れ
て

ゐ

る

こ

と

む

如

賓
に

示

し
て

ゐ

る
｡

坑
内

労
働
者
の

∵
四

%
が

未
だ

に

女
子

で

あ
る

こ

と

も

既

述
の

改

正

鋳
夫

労
役
扶
助
規
則
の

例

外
規
定
を

顧
み
て

注
目

さ

る

べ

き

⊥

で

挙
る

｡

串
外

で

喀
全

国
で

二

七

%
し

か

占
め

ぬ

選

挙
夫

が

小

米

磯
で

五

二

%
鈴

､

機
械

､

エ

作
美
の

合
計
が

帝
着
で

三

二

%
､

後
者
で

10

完
･

五

%
､

小

米
碩
で

時
坑

外
夫
の

約
年
数
が

女
子

で

空
こ

と

等
､

特
異

挙
る

梼

雷
も
つ

て

ゐ
る

｡

坑
内

外
の

比

率
に

お
い

て

は

M

石

炭
顔
彙
に

わ

け

る

合
理

化

と

歩
働

人

員
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夫

夫

夫

撒
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作

選

機

工

雑

男

女

計{ 女

計

男

女

ノ

＼

し
′

ノ
1

し

夫

計

炭選

夫

夫

大

夫

殺

械

作

蓮

機

工

樺

男

女

計

′

く
し

計

坑

内

坑

外

獅 外 蜂(完
男

女

員
･

坑 内外 合計

(註) ｢ 全 図j は 螢 働統 計 要望 の 昭

和1 1 年 6 月末現 在 の 夢働奇数 に よ

り
､
｢ノj ､ 炭凌+ 姓 昭 和13 年 に お 伊 る

互 助曾系3 00 人宋藩 の 小泉療34 痍

の 合 計 数 を比 率 に 計 算 せ る も の
｡

I O 2

小

米
硬
が

却
つ

て

よ

き

坑
外

率
を

も
つ

て

ゐ
る

｡

こ

の
､
こ

と

盟
別

に

述
べ

た

所
の

昭

和
三

1
七
年
の

合
理

他

に

よ

つ

て

坑

外
労
働
者
の

相

封
的
増

大
を

見
た

事

茸
に

照

合
し
て

奇
異
の

感

を

抱
く
の

で

あ

る

が
､

こ

れ

も

機
械
此

さ

れ

ざ

る

選
茨
夫
の

多
数
に

存
在
す
る

こ

と

に

ょ

つ

て

儲
か

れ
る

で

あ

ら

う
｡

要

す
る

に

合
理

化
に

よ
つ

て

労
働
人

月
は

､

二
十

全

般
的
減
少

､

(

二
)

女
子

幼
老

者
の

減
少

､

(

三
)

機
械
闊
係
者
以
外
の

著
減
が

見
ら

れ

る

が
一

機
械
他
の

未
だ

に

多
く
見
ら

れ

ず
､

社
食
政

策
的
立

法
の

完
全

に

適
用

せ

ら

れ

ざ
る

小

米
頓
に

ぉ

い

て

は

こ

れ

等
の

事

寛
が

甚

だ

稀
薄
な
の

で

あ

る
｡

人
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J
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