
１

大
正
３
年
12
月
15
日
、
そ
の
事
故
は
起
こ
っ
た
。



も、忘れ去られようとしている。も、忘れ去られようとしている。も、忘れ去られようとしている。も、忘れ去られようとしている。も、忘れ去られようとしている。

３

→ 炭鉱災害で日本最大の犠牲者を出した「方城
大非常」。事故直後、三菱方城炭鉱の正門前には
安否を気遣う家族が押し寄せた。大正３（1914）
年12月15日の事故当日撮影。写真／毎日新聞社
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かつて筑豊では、坑内災害

やみ



５

［
爆
裂
の
波
動
］

　

の
ど
か
な
農
村
に
現
れ
た
巨
大
な
鉄
塔
。

高
さ
21
㍍
、
見
上
げ
る
ほ
ど
の
櫓や

ぐ
ら

が
川
筋
を

見
渡
す
よ
う
に
そ
び
え
ま
し
た
。

　

筑
豊
炭
田
に
進
出
し
た
三
菱
合
資
会
社
は
、

明
治
29
年
か
ら
の
炭
層
調
査
を
経
て
明
治
35

年
に
方
城
で
竪た

て
こ
う坑
の
建
設
に
着
手
し
ま
す
。
そ

れ
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
炭
鉱
が
坑
夫
（
坑
内

作
業
員
）
の
昇
降
を
斜
め
に
行
う
斜し

ゃ
こ
う坑
で
し
た

が
、
三
菱
方
城
炭
鉱
は
深
部
の
良
質
な
炭
層
を

採
掘
す
る
た
め
、新
式
の
竪
坑
方
式
（
直
下
型
）

東
洋
一
の
竪た

て

坑こ
う

筑
豊
炭
田
屈
指
の
新
式
大
炭
鉱

パニック状態の「直方七番」

ロープをすぐに

　爆風で飛んだレンガでガラスが割れた

事務所の電話「直方七番」は、事故発生

以来、休まるヒマがありませんでした。事

故当日を含む３日間で１千400通の電報が

行き来し、金田駅の鉄道の乗降客は４千

402人を数えます。現場では悲報でかけつ

けた坑夫の家族を整理するため、正門か

ら下風坑の坑口に向かってロープが２本、

２㍍幅に張られていました。金田商店街の

三村本店は「非常や非常、ロープをすぐに」

と、しぼり出すよう

な悲痛な声で連絡を

受けています。店主

と従業員数人がすぐ

さまロープを手に駆

けつけ、その後、現

場では炊き出しを行

ったといいます。

「
大お

お
ご
と事
ば
い
」。
た
だ
の
非
常
で
は
な
い
こ
と
は
、だ
れ
の
耳
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。

大
正
３
年
12
月
15
日
、午
前
９
時
40
分
。
筑
豊
炭
田
、三
菱
方
城
炭
鉱
で
の
大
爆
発
。

中
空
で
渦
巻
く
黒
煙
に
、
人
々
は
お
の
の
い
た
。
そ
の
時
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。

炭
鉱
で
活
気
づ
く
町
を
涙
と
悲
痛
に
一
変
さ
せ
た
日
本
最
大
の
事
故
と
向
き
合
う
。

方城炭鉱からの連絡の
話を祖母から聞いた三
村貢作さん（金田新町）

大
地
を
裂
く
よ
う
に
と
ど
ろ
い
た
音
が
、
こ
の
町
と
人
と
心
を
大
き
く
ゆ
る
が
し
た
。

地底の声を聞いた
手島直信さんの子

手島 直倫さん

坑口から何とも表現しが
たい、うめき声のような
声が聞こえたと父は語っ
ていました。わたしも三
井三池の炭鉱爆発で友
人を失いましたが、その
悲惨さや遺族の心痛は相
当なものでした。さらに
大規模な方城大非常は、
我々では想像もつかない
惨状だったと思います。

インタビュー

（弁城 新町）

ご
う

お
ん

特集 　　　　　［第１章］その時

↓明治 41年の竪坑完成時のもち投げ、炭層調査から12 年もの年月をかけた。【写真右】明治 37 年には早くも金田駅へと石炭
輸送用の鉄道引込線が敷かれ、彦山川に鉄橋が架かった。奥に見える建物は金田小学校。三菱は明治 43 年に金田鉱も買収した。

↑
明
治
期
の
採
炭
現
場
で
は
、
手
堀
り
の
採
掘
が
行
わ
れ
た
（
田
川
市
石
炭
歴
史
博

物
館
）【
写
真
下
】
三
菱
方
城
炭
鉱
の
象
徴
と
な
っ
た
両
竪
坑
と
赤
レ
ン
ガ
の
煙
突
。

三井田川、日鉄二瀬とともに明治期の「日本三大竪坑」
とされた三菱方城。当初その規模は鉱業界を驚かせた。
明治 45 年に発電所を開設し、出炭量をさらに伸ばした。

　

方
城
炭
鉱
が
開
鉱
し
て
か
ら
６
年
が
過
ぎ

た
大
正
３
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃ぼ

っ
ぱ
つ発
し
、

日
本
が
８
月
に
参
戦
し
ま
す
。
そ
の
主
要
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
産
出
す
る
筑
豊
も
、
あ
わ
た
だ
し

く
年
末
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
12

月
15
日
、
み
ず
ゆ
き
（
み
ぞ
れ
）
が
降
る
こ
と

以
外
は
、
い
つ
も
と
か
わ
ら
な
い
朝
で
し
た
。

　

方
城
炭
鉱
近
く
の
伊
方
尋じ

ん
じ
ょ
う常
小
学
校
で
は

２
時
間
目
の
授
業
を
む
か
え
、
子
ど
も
た
ち
が

教
科
書
を
開
い
て
ま
も
な
い
こ
ろ
。
時
計
の
針

は
９
時
40
分
を
指
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
ド
ド
ー
ン
」。

　

大
地
が
裂
け
た
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
音
。
窓

ガ
ラ
ス
が
破
れ
、
チ
ョ
ー
ク
が
跳
ね
上
が
り
、

教
室
は
悲
鳴
に
つ
つ
ま
れ
ま
し
た
。
窓
の
外
に

見
え
る
は
ず
の
櫓や

ぐ
ら
が
、
吹
き
上
が
っ
た
黒
煙
に

覆
わ
れ
、
地
底
か
ら
の
煙
は
渦
を
巻
き
な
が
ら

し
だ
い
に
キ
ノ
コ
状
の
雲
と
な
っ
て
上
空
に
広

が
っ
て
い
く
…
。
ま
も
な
く
、あ
た
り
か
ら「
非

真
っ
黒
な
キ
ノ
コ
雲

雷
が
地
底
を
は
う
よ
う
な
衝
撃

常
や
、非
常
」
と
叫
ぶ
声
が
響
き
渡
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
証
言
や
新
聞
記
事
で
は
「
雷
が
地

を
は
う
よ
う
に
し
て
、
一
気
に
吹
き
上
げ
た
」

「
巨
砲
10
数
門
を
一
度
に
発
射
し
た
よ
う
だ
」

「
８
㎞
四
方
ま
で
響
い
た
」
と
、
す
さ
ま
じ
い

爆
発
音
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
猛
烈
な
威
力
は
「
坑
口
か
ら
10
㍍
ほ

ど
離
れ
た
煽せ

ん
ぷ
う
き

風
機
室
が
壊
れ
、
四
散
し
た
レ
ン

ガ
の
破
片
が
60
㍍
先
の
事
務
所
の
ガ
ラ
ス
戸
を

打
ち
や
ぶ
っ
て
飛
び
込
ん
だ
」「
昇
降
機
が
櫓

や
ぐ
ら

の
上
ま
で
噴
き
あ
げ
ら
れ
た
」「
地
上
で
は
坑

口
か
ら
約
２
百
㍍
以
内
の
人
が
歩
い
て
い
て
倒

れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
」な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
33
年
生
ま
れ
の
手
島
直
信
さ
ん
（
弁

城
・
平
成
３
年
没
）
は
当
時
伊
方
尋
常
高
等

小
の
高
等
科
１
年
生
（
現
在
の
中
１
）。
学
校

か
ら
事
故
現
場
ま
で
走
り
、
ロ
ー
プ
越
し
に
坑

口
か
ら
底
を
の
ぞ
き
ま
し
た
。

　
「
悲
鳴
と
も
、
叫
び
と
も
い
え
ん
げ
な
切
な

い
声
が
、
つ
ぼ
し
た
（
坑
底
）
か
ら
聞
こ
え
て

き
よ
っ
た
」
と
、
の
ち
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

う
な
り
声
や
し
ぼ
り
出
す
よ
う
な
声
が
入

り
交
じ
っ
た
息
も
た
え
だ
え
な
叫
び
…
。

　

直
径
約
５
㍍
の
坑
口
か
ら
響
い
て
く
る
声
に

「
全
身
を
打
ち
の
め
さ
れ
た
気
が
し
た
」
と
い

い
ま
す
。
彼
は
そ
の
場
に
い
た
た
ま
れ
な
く
な

り
、
思
わ
ず
後
ず
さ
り
し
ま
し
た
。

　
「
大お

お
ご
と事
ば
い
」。
激
し
く
な
る
身
震
い
は
、
当

分
お
さ
ま
り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

周囲が吹き飛んだ爆発後の坑口に坑夫の家族が悲痛な面持ちで押し寄せ
た。この衝撃で彦山川の対岸にあった三菱金田炭鉱で落盤が発生、１人
が死亡、１人が重傷を負った。写真／福岡日日新聞（西日本新聞社の前身）

坑
底
か
ら
響
い
た「
う
ご
め
く
声
」。

少
年
は
全
身
を
打
ち
の
め
さ
れ
た

気
が
し
て
、思
わ
ず
後
ず
さ
り
し
た
。

坑内爆発（炭じん爆発）によって巻き上がった噴煙。
方城炭鉱の爆発事故は、この写真をはるかに上回る規
模だったと想定される。写真／田川市石炭歴史博物館

を
採
用
し
ま
し
た
。
深
さ
２
７
０
㍍
、
当
時
、

東
洋
一
の
深
度
を
誇
り
ま
し
た
。
明
治
41
年
に

第
二
坑
、
そ
の
２
年
後
に
第
一
坑
が
完
成
し
、

筑
豊
炭
田
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
た
大
型
竪
坑
が
こ

の
地
に
立
っ
た
の
で
す
。

　

福
智
山
を
背
景
に
、
誇
ら
し
く
立
ち
並
ん

だ
両
竪
坑
と
赤
レ
ン
ガ
の
煙
突
は
、
た
ち
ま
ち

「
炭た

ん

都と

・
筑
豊
」
の
象
徴
と
し
て
、
も
て
は
や

さ
れ
ま
し
た
。
方
城
炭
鉱
は
、
明
治
41
年
に

12
万
㌧
、
５
年
後
の
大
正
２
年
に
は
26
万
㌧

を
出
炭
し
、
め
ざ
ま
し
い
躍
進
を
と
げ
ま
す
。

方
城
村
も
農
村
か
ら
炭
都
の
一
角
と
し
て
様
相

を
変
え
、
炭
鉱
景
気
に
わ
き
か
え
り
ま
し
た
。
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大
非
常
に
直
面
し
た
坑
長
の
吉
澤
一
磨
は
、

捲ま
き
あ
げ
ば

揚
場
付
近
に
対
策
本
部
を
設
置
し
、
ひ
た

す
ら
事
態
の
収
拾
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
な
に
よ
り
の
急
務
は
、
爆
発
に
よ
る

坑
内
の
火
災
を
お
さ
め
る
こ
と
で
し
た
。
吉
澤

は
排
気
坑
を
密
封
し
て
火
を
消
し
止
め
た
後
、

巨
大
な
扇せ

ん
ぷ
う
き

風
機
の
回
転
数
を
最
大
に
上
げ
て
、

煙
を
外
に
出
し
ま
す
。
噴
煙
が
よ
う
や
く
見

え
な
く
な
っ
た
の
は
、
爆
発
後
５
時
間
を
経
た

午
後
２
時
半
ご
ろ
。
そ
の
間
、
昇
降
機
が
修

繕
さ
れ
ま
し
た
。

　

昇
降
機
を
降
ろ
す
前
の
、
そ
の
時
で
す
。

大
量
の
「
夏
み
か
ん
」
が
次
々
と
坑
内
へ
と
投

げ
込
ま
れ
ま
し
た
。
夏
み
か
ん
の
酸
で
ガ
ス
を

中
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
の
た
め
商

店
や
農
家
か
ら
は
、
保
存
用
の
夏
み
か
ん
が
一

つ
残
ら
ず
か
き
集
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

明
治
35
年
生
ま
れ
の
池
本
喜
代
蔵
さ
ん
（
伊

方
・
昭
和
53
年
没
）
は
「
２
人
の
係
員
が
、
カ

マ
ス（
袋
）
に
入
れ
て
あ
る
夏
み
か
ん
を
半
分

に
切
り
、そ
れ
が
撰せ

ん
た
ん炭
用
の
ザ
ル
で
運
ば
れ
て
、

坑
口
か
ら
ど
ん
ど
ん
投
げ
込
ま
れ
よ
っ
た
」と
、

そ
の
場
面
を
目
撃
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
夏
み
か
ん
投
入
は
化
学
的
に

全
く
無
意
味
な
行
為
で
し
た
。
事
実
、
夏
み
か

ん
に
含
ま
れ
る
多
量
の
ク
エ
ン
酸
と
坑
内
の
メ

タ
ン
ガ
ス
や
一
酸
化
炭
素
な
ど
の
間
で
は
、
何

ら
有
効
な
化
学
反
応
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
も
、
坑
口
か
ら
坑
底
ま
で
の
高
さ
は

２
７
０
㍍
。
落
下
の
衝
撃
が
強
く
、
真
っ
暗
闇や

み

の
坑
底
で
は
存
命
の
人
が
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な

っ
た
と
い
い
ま
す
。「
何
か
に
す
が
っ
て
で
も

助
け
た
い
」
と
い
う
現
場
の
思
い
と
あ
せ
り
が

こ
の
夏
み
か
ん
投
入
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

ガ
ス
と
中
和
さ
せ
る
た
め
に
投
下
し

た
夏
み
か
ん
。
し
か
し
有
効
な
化
学

反
応
の
な
い
、
無
情
な
行
為
だ
っ
た
。

　

救
援
作
業
は
、

明
け
番
（
二
番
方
）

の
坑
夫
が
招
集
さ

れ
、
赤
（
坑
内
係
）

と
白
（
坑
外
係
）
の

腕
章
を
つ
け
て
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
中
か
ら
真
っ
先

に
坑
内
に
降
り
る

「
決
死
隊
」
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
数
十
人
が
名

乗
り
出
ま
す
。
午
後
１
時
、
選
抜
さ
れ
た
９

人
の
決
死
隊
は
、
夏
み
か
ん
を
口
に
く
わ
え
、

鼻
で
息
を
し
な
が
ら
、
ま
だ
薄
煙
を
は
く
坑
口

か
ら
降
り
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
充
満
す

る
ガ
ス
で
９
人
は
ま
も
な
く
窒
息
。
地
上
に
運

ば
れ
て
手
当
て
を
受
け
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
５

人
が
命
を
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

煙
が
お
さ
ま
っ
た
午
後
２
時
半
ご
ろ
、
決
死

隊
に
次
ぐ
「
捜
索
隊
」
が
送
り
込
ま
れ
ま
す
。

し
か
し
竪た

て
こ
う坑
の
破
損
が
ひ
ど
く
、
坑
底
ま
で
あ

と
６
～
７
㍍
の
と
こ
ろ
で
昇
降
機
が
停
止
。
隊

員
は
助
け
を
求
め
る
生
存
者
の
声
を
真
下
に
聞

き
つ
つ
も
、引
き
あ
げ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

坑
底
付
近
の
補
修
は
遅
れ
、
や
が
て
用
意
さ
れ

た
ハ
シ
ゴ
で
ど
う
に
か
坑
底
に
達
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
吉
澤
坑
長
は
夜
７
時
す
ぎ
、
池
田

主
任
を
は
じ
め
技
師
や
医
師
を
し
た
が
え
、
夏

み
か
ん
を
そ
れ
ぞ
れ
口
に
く
わ
え
て
入
坑
し
ま

す
。
一
行
に
は
、
福
岡
鉱
務
署
の
目
黒
技
師
も

加
わ
り
ま
し
た
。
坑
底
に
達
し
た
彼
ら
は
、
そ

こ
で
想
像
を
絶
す
る
光
景
を
目
に
し
ま
す
。
炭

←救助入坑の前、意を決して坑口のそばに立つ池田亀三郎坑内主任。
　写真／福岡日日新聞（西日本新聞社の前身）

↑昇降口から見上げた竪坑櫓。ここから坑底までは
地下およそ270mもあった。234mの福岡タワーより
36mも高い位置から夏みかんが投下されたことになる。

車
や
レ
ー
ル
、
坑こ

う
ぼ
く木
な
ど
が
爆
風
に
よ
っ
て
四

散
し
、
落
盤
や
ガ
ス
の
充
満
な
ど
で
、
途
中
か

ら
前
進
不
能
で
し
た
。
ま
も
な
く
吉
澤
坑
長
が

ガ
ス
で
意
識
不
明
と
な
り
探
索
は
中
断
、
幸
い

坑
長
は
人
工
呼
吸
で
息
を
吹
き
返
し
ま
し
た
。

　

17
日
早
朝
、
新
た
に
１
８
０
人
以
上
の
救
援

隊
が
組
織
さ
れ
、
大
規
模
な
救
護
活
動
が
試

み
ら
れ
ま
す
が
、落
盤
の
影
響
で
通
気
が
乱
れ
、

修
繕
用
の
資
材
も
運
び
込
む
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
つ
い
に
救
助
の
手
は
八
方
ふ
さ
が
り
と
な

り
、
生
存
者
の
救
出
に
全
く
手
が
出
せ
な
い
状

態
と
な
り
ま
す
。
坑
底
に
は
炭
鉱
側
発
表
の

入
坑
者
６
百
数
十
人
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
の
救
出
が
絶
望
的
と
な
り
ま
し
た
。↑方城大非常の遺体搬出の様子。事故当日の 12 月 15 日午後４時に

１人目の遺体が上がった。写真／福岡日日新聞（西日本新聞社の前身）

↓水でぬらしたミノやムシロで身を包み
決死の入坑を図る。写真／方城町と炭鉱

夏
み
か
ん
を
口
に
決
死
の
入
坑
。

救
助
の
手
は
、
な
す
す
べ
も
な
く

絶
望
の
ふ
ち
に
立
た
さ
れ
た
。

［
無
情
と
決
死
］

つ
い
に
起
き
て
し
ま
っ
た
。
と
て
つ
も
な
い
爆

発
だ
っ
た
。
何
人
が
生
き
て
い
る
の
か
。
う

ち
の
人
は
、
父
ち
ゃ
ん
は
、
母
ち
ゃ
ん
は
…

だ
れ
も
が
家
族
の
無
事
を
祈
っ
た
。
つ
の
る

あ
せ
り
、
い
ら
だ
ち
。
救
助
も
命
が
け
だ
っ
た
。

炭鉱時代の格差　 我部堂と百円坂
　

犠
牲
者
の
遺
体
は
地
元
の

人
は
土
葬
で
、
遠
方
か
ら
の
出

稼
ぎ
の
人
は
火
葬
に
さ
れ
ま
し

た
。
火
葬
場
は
「
我わ

ら
べ
ど
う

部
堂
」
の

裏
と
、
今
は
な
い
「
湧わ

き
ぶ
ち
い
け

淵
池
」。

我
部
堂
の
裏
に
は
幅
２
㍍
ほ
ど

の
細
長
い
溝
穴
が
掘
ら
れ
、
そ

れ
に
沿
っ
た
４
本
の
レ
ー
ル
の

上
で
、
棺ひ

つ
ぎ
が
石
炭
を
燃
料
に
焼

か
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

坑
夫
の
葬
儀
に
比
べ
、
炭
鉱

職
員
の
社
葬
は
盛
大
な
も
の
で

し
た
。
花
輪
が
職
員
住
宅
街
の

あ
っ
た
西
購
売
（
現
購
売
バ
ス

停
付
近
）
か
ら
事
務
所
ま
で
連

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
坂

は
職
員
の
高
給
取
り
を
指
し
て

「
百ひ

ゃ
く
え
ん
ざ
か

円
坂
」と
呼
ば
れ
て
ま
し
た
。

坑
夫
が
休
み
な
し
に
働
い
て
月

給
20
円
ほ
ど
の
時
代
で
し
た
。

九州日立マクセルや赤
レンガ記念館に続く現
在の百円坂、桜並木の
名所として知られる。

す
が
る
思
い

見
え
な
い
坑
底
に
非
常
の
あ
せ
り

九
人
の
決
死
隊

救
い
の
手
も
届
か
ず
に

16 歳ほどの若い修験僧が厳
しい修行で亡くなった場所
と伝わる「我部堂」。地域交
流センターの裏側にあたる。

夏みかん投入を目撃し
た池本喜代蔵さんの子

池本正義さん

「いったい、あれだけの
夏みかんを短い時間でど
こから集めたやろうか」
と父が話していました。
とにかく、とてつもない
量の夏みかんが、坑口
から投げ込まれたようで
す。遺体があがる現場は、
思わず目を背けてしまう
ような悲惨な状況だった
と、父から聞いています。

インタビュー

（伊方 局通り）

　レンガ塀が衝撃で壊れ、坑木が噴き上げられた坑口（写
真左）。事務所前には犠牲者氏名の掲示場が設けられた

（写真上）。写真／福岡日日新聞（西日本新聞社の前身）
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乗
せ
ら
れ
た
遺
体
の
先
頭
に
立
ち
、
帰
り
を

待
ち
わ
び
て
い
る
家
族
の
目
の
前
を
次
々
と
通

り
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。
気
が
つ
く
と
、
櫓や

ぐ
ら
の
す

き
間
か
ら
は
、
粉
雪
が
は
ら
は
ら
と
落
ち
て
い

ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
雪
を
ぬ
ぐ
っ
た
手
が
た

ち
ま
ち
黒
ず
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
黒
い
雪
で
し
た
。
爆
発
で
舞
い
上

が
っ
た
黒
煙
が
溶
け
込
ん
だ
粉
雪
で
し
た
。

　

方
城
炭
鉱
発
表
の
生
存
者
は
21
人
。
生
還
後

ま
も
な
く
一
酸
化
炭
素
中
毒
で
亡
く
な
っ
た
人

も
い
ま
し
た
。
橋
元
光
子
さ
ん
の
父
・
坂
本
藤

市
さ
ん
は
、
数
少
な
い
生
存
者
の
ひ
と
り
で
し

た
。
足
を
被
災
し
た
坂
本
さ
ん
を
衝
撃
で
目
が

見
え
な
く
な
っ
た
見
下
多
十
さ
ん
が
背
負
い
、

目
が
見
え
る
坂
本
さ
ん
の
指
示
に
従
っ
て
坑
底

に
た
ど
り
つ
き
、
救
助
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

や
が
て
坂
本
藤
市
さ
ん
は
、
方
城
炭
鉱
の

医
局
に
入
院
。
し
か
し
、
背
中
の
痛
み
は
、
日

が
た
つ
に
つ
れ
、
ひ
ど
く
な
る
一
方
で
し
た
。

医
師
が
あ
ら
た
め
て
診
察
し
た
と
こ
ろ
、
背
中

に
は
爆
風
で
飛
ん
だ
坑
夫
の
小
指
の
骨
が
突

い
。
父
ち
ゃ
ん

は
、
こ
げ
な

格
好
や
な
か
っ

た
」。
親
の
遺

体
を
前
に
し
ゃ

が
み
こ
む
子
、

棺ひ
つ
ぎの
中
を
確

認
し
て
泣
き
な

が
ら
職
員
の

問
い
か
け
に

う
な
ず
く
子
…
。
大
非
常
で
父
や
母
を
失
っ
た

人
は
３
０
３
人
に
お
よ
び
ま
し
た
。

　

女
手
一
つ
で
育
て
た
３
人
の
息
子
を
失
っ
た

岩
本
リ
エ
さ
ん
は
、
坑
口
の
側
に
立
ち
つ
く
し

「
息
子
を
か
え
せ
」
と
声
を
か
ぎ
り
に
数
日
間

叫
び
続
け
ま
し
た
。
坑
口
に
飛
び
込
ま
ん
ば
か

り
の
彼
女
の
様
子
を
係
員
が
つ
き
っ
き
り
で
見

守
っ
た
と
当
時
の
新
聞
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

乳
飲
み
子
を
背
負
っ
た
ま
ま
夫
の
遺
体
に

と
り
す
が
っ
て
泣
く
人
。「
あ
が
り
酒
ば
い
」

と
語
り
か
け
、
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
遺
体
に
酒

を
ふ
り
か
け
る
人
…
。
方
城
炭
鉱
の
露
地
は
乾

く
ま
も
な
く
、遺
族
の
涙
を
吸
い
続
け
ま
し
た
。

　

事
故
翌
朝
の
12
月
16
日
、
発
見
場
所
や
名

前
を
記
し
た
板
を
掲
げ
た
少
年
が
、
タ
ン
カ
に

乾
か
な
い
露
地

涙
と
途
方
に
暮
れ
た
遺
族

き
刺
さ
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

坂
本
さ
ん
に
は
ま
だ
乳
飲
み
子
の
次
女
が

い
ま
し
た
。
こ
の
大
非
常
の
シ
ョ
ッ
ク
と
看
病

で
妻
・
ト
メ
さ
ん
の
心
労
が
か
さ
み
、
母
乳
が

止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
次
女
サ

カ
エ
ち
ゃ
ん
は
栄
養
不
良
か
ら
つ
い
に
他
界
。

大
非
常
の
隠
れ
た
犠
牲
者
と
な
り
ま
し
た
。

　

年
を
越
え
て
も
方
城
村
の
空
に
焼
香
と
火

葬
の
煙
が
漂
わ
な
い
日
は
１
日
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
遺
体
の
捜
索
は
な
お
も
続
き
、
翌
年

1
月
６
日
に
は
４
９
６
番
目
の
遺
体
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
う
わ
さ
で
は
死
者
が
千
人
を
超
え
て

い
る
と
も
さ
さ
や
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
年
、
方

城
は
正
月
な
ど
祝
え
る
は
ず
も
な
く
、
次
の

日
も
、
ま
た
次
の
夜
も
、
非
常
の
か
が
り
火
が

鬼お
に
び火
の
よ
う
に
ゆ
ら
め
い
て
い
ま
し
た
。

↑方城大非常で救い出された生存者（鉄工所の３人も含まれている）。前列左端が
坂本藤市さん、前列右から３人目が見下多十さん。ともにポンプ座で働いていた。

［
無
言
の
再
会
］

絶
望
と
の
対
面
。
変
わ
り
は
て
た
遺
体
が
昇
坑
す

る
た
び
、む
せ
び
泣
く
声
が
方
城
の
ヤ
マ
に
響
い
た
。

明
日
か
ら
ど
う
や
っ
て
暮
ら
せ
ば
い
い
の
か
。
僧
侶

が
休
む
ま
も
な
い
読
経
に
声
を
か
ら
す
。
や
が
て

ヤ
マ
中
が
悲
し
み
の
香
煙
に
包
ま
れ
て
い
っ
た
…
。

冷
た
く
か
わ
り
は
て
た
親
の
前
で
、

幼お
さ
な
ご子
は
崩
れ
る
よ
う
に
し
て
泣
い
た
。

雪
を
ぬ
ぐ
っ
た
手
が
、黒
く
に
じ
ん
だ
。

ゆ
ら
め
く
か
が
り
火

年
が
明
け
て
も
心
の
悲
し
み
は
明
け
な
い

数少ない生存者だった
坂本藤市さんの娘

橋元 光子さん

母は「次女をとうとう助
けることができなかった」
と泣きながら三女のわた
しに話してくれました。
父は生存者の中で一番長
生きし、74 歳の命をまっ
とうします。ショックが
大きかったのか、父は事
故のことは口にせず、そ
の後一度も坑内に下がる
ことはありませんでした。

インタビュー

（伊方 後谷）

↑ひとたび雪をかぶると、ため息が出るほどに白く輝いた方城の炭鉱住宅。その露地には、大非常で塗炭の苦しみを味わった人々の
涙と悲しみがしみこんでいた。家族との別れの冬を耐えた子どもたちは、どこで、どんな胸の火を燃やして生きてきたのだろうか…。

つのる悲しみと不安　 遺族への見舞金
　

犠
牲
者
の
遺
族
に
は
、
三
菱

か
ら
見
舞
金
（
扶ふ

じ
ょ
り
ょ
う

助
料
）
が
支

払
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
基
準
は
、

坑
夫
が
３
百
円
～
６
百
円
ま

で
で
、
ほ
か
に
弔

ち
ょ
う
さ
い
り
ょ
う

祭
料
（
葬
式

代
）
が
15
円
。
職
員
、
小こ

が
し
ら頭
、

職
工
は
３
百
円
か
ら
１
千
５
百

円
で
、
弔
祭
料
は
給
料
に
応
じ

て
15
円
・
20
円
・
30
円
の
３
段

階
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
、
故
郷
へ
帰
る
遺
族
に
は

交
通
費
や
宿
泊
費
な
ど
も
支
払

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
、

炭
鉱
へ
の
負
債
（
借
金
）
も
免

除
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
人
平
均
約
３
百
75
円
の
見

舞
金
が
遺
族
に
支
払
わ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
を
坑
夫
の
賃
金
に

換
算
す
る
と
１
年
７
か
月
分
ほ

ど
に
あ
た
り
ま
す
。
金
額
の
多

い
少
な
い
は
、
い
ち
が
い
に
言

え
ま
せ
ん
が
、
働
き
手
を
失
っ

た
遺
族
に
は
、
厳
し
い
生
活
が

待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。

↑方城大非常の扶助料証書。（井藤さ
んは広島県北広島町出身の女性坑夫）

特集 　　　　　［第１章］その時

←遺族の悲痛な声
が響く。日本の炭
鉱はどれだけの犠
牲を生んできたの
か。昭和に入って
も坑内事故は後を
絶たなかった。（三
井三池炭鉱の遺族）

　
「
今
あ
が
り
よ
る
ぞ
」「
今
あ
が
っ
た
ぞ
」。

遺
体
が
次
々
と
昇
坑
さ
れ
ま
し
た
。
筑
豊
の
ヤ

マ
（
炭
鉱
）
で
は
、
霊
を
導
く
た
め
、
搬
送
す

る
遺
体
に
場
所
を
呼
び
か
け
る
習
わ
し
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
声
を
耳
に
す
る
た
び
、
帰
り
を

待
つ
家
族
の
胸
は
悲
し
く
揺
れ
動
き
ま
し
た
。

　
「
遺
体
は
４
体
ず
つ
重
ね
、
合
計
８
体
を
昇

降
機
で
上
げ
よ
っ
た
」
と
、
遺
体
引
き
あ
げ
の

光
景
を
池
本
喜
代
蔵
さ
ん
は
語
っ
て
い
ま
す
。

　

方
城
炭
鉱
発
表
の
犠
牲
者
数
は
６
７
１
人
、

う
ち
約
２
割
が
女
性
で
、
11
歳
か
ら
18
歳
が

71
人
（
男
44
人
・
女
27
人
）
も
い
ま
し
た
。
孤

児
の
数
は
94
人
。
２
か
所
の
孤
児
院
が
急
造
さ

れ
、
24
人
の
保
育
士
が
昼
夜
つ
き
っ
き
り
で
世

話
に
あ
た
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

身
内
が
い
る
以
上
、
遺
体
に
は
遺
族
の
確
認

が
必
要
で
し
た
。「
ち
が
う
、
父
ち
ゃ
ん
や
な

↓大非常で最愛の家族を失い、竹馬を横にふさ
ぎ込んでいる孤児たち。写真／田川市図書館



非
常
の
情
報
は
、
事
故
当
日
に

大
正
天
皇
の
耳
に
入
り
ま
し
た
。

そ
の
２
日
後
、
見
舞
い
と
し
て
勅

ち
ょ
く

使し

（
天
皇
の
使
者
で
天
皇
の
名
代
に
あ
た
る
）

差さ

遣け
ん

の
知
ら
せ
が
新
聞
で
伝
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
三
菱
合
資
会
社
の
岩
崎
久
彌

会
長
（
男
爵
）
は
、
大
正
３
年
12
月
18
日
に

新
設
で
に
ぎ
わ
う
東
京
駅
か
ら
方
城
炭
鉱
に

向
か
い
、
現
場
で
細
か
い
指
示
を
出
し
ま
し

た
。
勅
使
の
来
村
は
12
月
22
日
と
伝
え
ら
れ
、

侍じ
じ
ゅ
う従
職
の
澤さ

わ

宣せ
ん

元げ
ん

男
爵
が
勅
使
に
任
命
さ
れ

ま
し
た
。

→伊方小学校から方城炭
鉱へと向かう勅使一行。こ
の日、門司を出発した澤侍
従は11時 29分に折尾で
下車し、遠賀郡役場で昼
食。12時 54分に金田駅
に向けて折尾を出発した。

大

10

　

当
時
、
天
皇
は
「
現あ

ら
ひ
と
が
み

人
神
」
と
さ
れ
、
神

と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
天

皇
の
名
代
と
し
て
勅
使
が
は
る
ば
る
来
村
す

る
と
い
う
の
で
す
。
方
城
村
全
体
が
異
様
な

緊
張
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

伝
達
の
式
場
に
講
堂
が
あ
て
ら
れ
た
伊
方

小
を
は
じ
め
、
炭
鉱
や
納
屋
で
は
大
掃
除
が

行
わ
れ
ま
す
。
道
は
掃は

き
清
め
ら
れ
、
伊
方

小
の
校
舎
前
に
は
白
砂
を
ま
き
、
勅
使
用
の

通
路
に
は
布
が
敷
か
れ
ま
し
た
。

　

12
月
21
日
、
勅
使
の
澤
侍
従
は
午
前
８
時

発
の
列
車
で
東
京
駅
を
出
発
。
翌
朝
下
関
に

着
き
、
船
と
汽
車
を
乗
り
継
い
で
、
午
後
２

時
13
分
、
金
田
駅
に
到
着
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
雨
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
金
田
駅

に
は
人
力
車
20
台
が
、
伊
田
や
直
方
か
ら
も

か
き
集
め
ら
れ
、
郡
長
や
筑
豊
の
各
炭
鉱
長
、

首
長
、
議
員
ら
が
出
迎
え
ま
す
。
伊
方
川
の

ほ
と
り
か
ら
伊
方
小
ま
で
の
道
の
両
脇
に
並

ん
だ
伊
方
・
弁
城
の
児
童
生
徒
お
よ
そ
千
人

は
、
傘か

さ

も
さ
さ
ず
に
勅
使
一
行
を
迎
え
、
教

師
の「
最さ

い
け
い
れ
い

敬
礼
」の
号
令
で
頭
を
さ
げ
ま
し
た
。

　

午
後
２
時
40
分
過
ぎ
に
勅
使
が
伊
方
小
に

到
着
。
講
堂
で
御ご

救き
ゅ
う

恤じ
ゅ
つ

金
（
天
皇
か
ら
の

見
舞
金
）
が
県
知
事
に
渡
さ
れ
「
こ
の
た
び

の
非
常
は
、
お
国
の
た
め
に
戦
っ
て
戦
死
し

た
の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
の
内
容
の
聖せ

い
し旨
（
天

皇
か
ら
の
言
葉
）
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

休
憩
の
後
、
澤
侍
従
は
同
校
を
午
後
４
時

に
出
発
し
、
方
城
炭
鉱
を
40
分
間
ほ
ど
視
察
。

午
後
５
時
21
分
発
の
列
車
で
金
田
駅
を
あ
と

に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
勅
使
か
ら
下か

し賜
さ
れ
た
御
救

恤
金
の
２
千
円
や
義ぎ

え
ん捐
金
は
分
配
さ
れ
、
大

正
４
年
９
月
15
日
に
遺
族
の
手
に
渡
さ
れ
ま

す
。
伊
方
小
・
弁
城
小
の
１
千
31
人
の
児
童

生
徒
に
は
、
勅
使
か
ら
鉛
筆
が
１
本
ず
つ
下

賜
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
敬
礼
で
迎
え
た
勅
使

勅使来村
悲しみの方城に天皇の使者。

もうひとつの

その時。

↑右が勅使として来村した澤宣元侍従、左は
谷口留五郎福岡県知事。伝達式は伊方尋常小
学校の講堂で行われ、校舎２階の１号室が侍
従、２号室が知事の控え室としてあてられた。

　高さ３㎝、幅１㎝の小さな像。大非常の犠
牲者が身につけていたこのお守りは、約270
ｍの地底から噴き上げられていた。入坑寸前
で運よく助かった出口松治さんが爆発直後に
拾った。「この像が、わしの身代わりになって
くれたかもしれん」と松治さんは常々語ってい
たという。観音像ともマリア像ともとれる一部
がかけたこの像は、娘の出口クニエさんから
「方城大非常」著者の織井青吾さんに渡り、現
在は田川市石炭歴史博物館に展示されている。

第二章

いつしか、闇
や み

のベールに閉ざされてしまった日本最大の炭鉱爆発事故。
いったい何人の尊い命が犠牲になったのか。なぜ大爆発が起きたのか。いまここで２つの謎に迫る。

忘れられたのか。

それとも、忘れようとしたのか。

この町であったことさえ広く知られていない方城大非常。

当時を知る人は口を閉ざしたまま、

この世から去ってしまった。

炭鉱災害史に最も多くの墓標を刻んだ大事故は、

その原因と結果でさえも「謎」に包まれている…。

↑事故現場の方城炭鉱を視察する
三菱の岩崎久彌会長（右から２人目）

子
ど
も
た
ち
は
傘
も
さ
さ
ず

ページ下から掲載写真３点／福岡日日新聞（西日本新聞社の前身）

爆発事故発生後の方城炭鉱の
現場。この写真に写っている
人々の声は、もはや聞くことは
できない。写真／毎日新聞社
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の
数
は
あ
っ
て
い
る
の
に
、
人
の

犠
牲
者
数
が
あ
わ
な
い
…
。
今

で
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
で
す
が
、
方
城
大
非
常
で
は
そ
う
で
し
た
。

　

三
菱
方
城
炭
鉱
が
発
表
し
た
大
非
常
の
犠

牲
者
は
６
７
１
人
（
男
性
５
４
０
人
・
女
性

１
３
１
人
）。
う
ち
４
人
が
決
死
隊
員
で
、
２

人
は
救
出
後
の
死
亡
と
し
て
い
ま
す
。
亡
く
な

っ
た
入
坑
者
は
６
６
７
人
。
三
菱
鉱
業
社
史
に

は
当
時
の
入
坑
者
が
６
８
８
人
と
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
21
人
が
助
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
当
時
の
新
聞
記
事
や
資
料
で
は
死

者
数
が
６
５
５
人
か
ら
８
百
人
ま
で
と
、
ま
ち

ま
ち
。
一
方
、
犠
牲
と
な
っ
た
石
炭
運
搬
用
の

馬
の
数
だ
け
は
、
ほ
ぼ
11
頭
（
一
部
は
当
初
６

頭
と
発
表
）
で
一
致
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
は
「
納な

や屋
制
度
」
と
い
っ
て
、
炭
鉱
が

坑
夫
を
直
接
雇
用
す
る
の
で
は
な
く
、
炭
鉱

と
契
約
す
る
各
納
屋
が
、
坑
夫
を
坑
内
へ
と

送
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

　

大
正
３
年
12
月
15
日
の
事
故
後
、
各
納
屋

が
17
日
・
19
日
・
20
日
と
３
回
に
わ
た
っ
て
入

坑
者
名
簿
を
事
務
所
に
提
出
し
ま
す
。
そ
の

数
は
「
福
岡
日
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た

が
、
３
回
と
も
人
数
は
バ
ラ
バ
ラ
で
し
た
。
し

か
も
４
百
人
ほ
ど
の
坑
夫
を
抱
え
て
い
た
と
い

う
内
海
納
屋
を
は
じ
め
、
山
下
、
田
尻
、
荒
川

な
ど
の
納
屋
の
人
数
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。↖

　

か
つ
て
方
城
炭
鉱
の
守
り
神
と
さ
れ
た
「
山

の
神
社
跡
」
に
は
方
城
大
非
常
の
犠
牲
者
を

ま
つ
っ
た
「
招し

ょ
う
こ
ん
ひ

魂
碑
」
が
あ
り
ま
す
。
事
故
の

翌
年
に
三
菱
方
城
炭
鉱
が
建
立
し
た
碑
で
す
。

そ
の
裏
に
は
６
７
１
人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
と

い
う
碑
文
の
後
に「
一
坑
二
坑
役
夫
約
三
千
人
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
三
菱
鉱
業
社
史
に
は
「
大
正
４
年

５
月
か
ら
一
部
採
炭
を
開
始
し
、
労
務
者
数
も

２
千
８
４
１
人
と
な
り
、
大
正
５
年
の
出
炭
量

は
22
万
３
千
㌧
で
、
災
害
前
の
水
準
に
復
帰

し
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
大
非

常
前
月
の
大
正
３
年
11
月
は
２
万
２
千
㌧
の

月
産
量
で
し
た
。
大
正
５
年
の
平
均
月
産
量
は

約
１
万
８
千
６
百
㌧
。
出
炭
の
能
率
面
か
ら
見

て
も
３
千
人
ほ
ど
の
坑
夫
が
い
た
と
十
分
に
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

当
時
の
坑
内
労
働
は
一い

ち
ば
ん
か
た

番
方
と
二
番
方
の
↘

消
え
て
い
る
納
屋

新
聞
掲
載
の
な
い
複
数
の
納
屋
の
存
在

馬

２
交
代
制
（
一
部
を
除
き
12
時
間
労
働
）。
一

番
方
の
方
が
10
対
８
の
割
合
で
二
番
方
よ
り

多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
日
は「
給

料
日
」
で
、翌
日
の
16
日
は
月
に
２
回
あ
る
「
公

休
日
」
で
し
た
。
も
う
す
ぐ
年
末
で
正
月
を
ひ

か
え
た
12
月
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え

る
と
、
い
つ
も
以
上
の
人
数
が
坑
内
に
い
た
こ

と
は
、
だ
れ
も
が
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

参
考
ま
で
に
算
出
す
る
と
、
坑
夫
３
千
人
、

一
番
方
が
少
な
め
に
み
て
１
千
６
百
人
。
坑
内

に
入
ら
な
い
坑
外
夫
が
こ
の
３
千
人
に
含
ま
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
お
よ
そ
、
ど
こ
の
炭
鉱
も

坑
内
夫
８
割
、坑
外
夫
２
割
の
割
合
で
す
か
ら
、

坑
内
夫
は
約
１
千
２
８
０
人
。
仕
事
を
休
む

人
が
い
て
も
大
非
常
当
日
に
坑
内
に
い
た
人
数

は
「
千
人
を
超
え
て
い
た
」
と
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

三
菱
方
城
炭
鉱
発
表
の
大
非
常
で
助
か
っ

た
入
坑
者
は
、わ
ず
か
21
人
で
し
た
。
当
時「
千

人
以
上
が
死
ん
で
い
る
」
と
さ
さ
や
か
れ
た
方

城
村
で
の
う
わ
さ
も
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い

話
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

「方城炭坑罹災死者霊鑑」にない名前　 松永義男の墓
　

我わ
ら
べ
ど
う

部
堂
の
東
側
に
あ
る
墓

地
に
は
、
大
非
常
犠
牲
者
の
墓

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

に
あ
る
松
永
義
男
の
墓
。
彼
は

６
百
人
以
上
の
坑
夫
を
か
か
え

た
大
納
屋
・
松
永
納
屋
の
あ
と

と
り
息
子
で
し
た
。
墓
石
に
は

大
正
３
年
12
月
15
日
の
命
日
に

続
い
て
「
策
郎
長
男 

瓦ガ

ス斯
爆
発

変
死 

松
永
義
男 

十
八
才
」
と

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
裕
福
な
納

屋
頭
の
長
男
は
、
現
場
視
察
の

た
め
に
、
た
ま
た
ま
坑
内
に
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
墓
に
自
ら

の
名
前
と
息
子
の
死
因
を
記
し

た
納
屋
頭
で
あ
る
父
・
松
永
策

郎
の
無
念
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

犠
牲
者
で
「
霊
鑑
」
に
記
載
の

な
い
人
が
多
数
存
在
し
て
い
ま

す
が
、
そ
こ
に
は
松
永
義
男
の

名
も
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

父の名と死亡原因が刻まれている松永義男の墓。

千
人
以
上
の
可
能
性

招
魂
碑
を
手
が
か
り
に
算
出
す
る
と
…

田川市石炭歴史博物館
館長

安蘓 龍生さん

千人以上の犠牲者が出
た可能性は十分にあると
思います。各納屋は入坑
者数を把握できていない
ようですし、未報告の納
屋もあるようです。いず
れにしても方城大非常の
犠牲者数は、発表された
671人であっても、２位
以下を大きく引き離す日
本最大の炭鉱災害です。

インタビュー

採
掘
現
場
は
炭
を
掘
る
先さ
き
や
ま山
と
運
搬
す
る
後あ
と
や
ま山
が
い
て
、
後

山
は
主
に
女
性
が
担
っ
た
。
昭
和
８
年
か
ら
女
性
と
16
歳
未
満

の
入
坑
が
禁
止
さ
れ
た
。
写
真
／
田
川
市
石
炭
歴
史
博
物
館

当時、石炭運搬などで活躍した馬は、貴重な労働力だった。大非常の復旧作業では、筑豊一円の炭鉱から馬が無償で提供されたという。写真／田川市石炭歴史博物館

特集 　　　　　［第２章］謎
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山の神社跡にある
招魂碑、大正４年
11月に建立され
た。表の碑文は、
永平寺（福井県）
の慧光玄照住職が
揮
き

ごうした。裏に
は「役夫約三千人」
と刻まれている。

い
っ
た
い
何
人
が
命
を
落
と
し
た
の
か
。

当
時
の
「
う
わ
さ
」
は
本
当
だ
っ
た
の
か
。

馬
は
十
一
頭
、

人
は　
　

  
。

↑福圓寺にある「方
城炭坑罹災死者霊
鑑」には、犠牲者氏
名が記されている。

大正初期の
方城炭鉱と
周辺納屋の
配置略地図

運
炭
線
→
金
田
へ

撰炭場

下風坑 上風坑
煽
風
機
室

安全灯室

事務所

修
理
工
場

巻揚機
馬小屋

ボイラー

繰込場

職員
合宿

医
局

共同風呂場

小
頭
社
宅

柳沢納屋

山下納屋

松永納屋

岩崎納屋 矢野納屋

内海納屋

日役納屋

大原納屋

撰炭納屋

青木納屋

田中納屋

正蓮寺

伊方尋常  小学校

郵便局

赤坂神社

駐
在
所

尾
上
納
屋

福
圓
寺

巻揚機

※ 

各
納
屋
の
犠
牲
者
報
告
で
は
、
こ
の
地
図

上
の
内
海
納
屋
、
山
下
納
屋
、
日
役
納
屋
、
撰

炭
納
屋
の
人
数
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（移転前）

い
っ
た
い
何
人
が
命
を
落
と
し
た
の
か
。

当
時
の
「
う
わ
さ
」
は
本
当
だ
っ
た
の
か
。

い
っ
た
い
何
人
が
命
を
落
と
し
た
の
か
。

当
時
の
「
う
わ
さ
」
は
本
当
だ
っ
た
の
か
。



火
の
原
因
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は

発
見
で
き
な
か
っ
た
…
」。
大
正

４
年
７
月
に
三
菱
が
ま
と
め
た

「
方
城
炭
坑
爆
発
調
査
報
告
」
で
は
、
爆
発
原

因
が
想
定
さ
れ
る
12
項
目
を
検
討
し
た
結
果
、

「
原
因
不
明
」
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
ま
す
。

国
内
で
は
こ
の
ま
ま
、
近
年
ま
で
方
城
大
非
常

の
原
因
は
不
明
と
さ
れ
「
た
ば
こ
の
火
が
引
火

し
た
の
で
は
」
と
も
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
非
常
の
現
場
に
か
け
つ
け
て

い
た
福
岡
鉱
務
署
の
目
黒
末
之
丞
技
師
は
、
大

正
４
年
４
月
に
イ
ギ
リ
ス
の
「
Ｔ
Ｈ
Ｅ  

Ｃ
Ｏ

Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｅ
Ｒ
Ｙ  

Ｇ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ａ
Ｎ
（
コ
リ

エ
リ
ー
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
）」
と
い
う
鉱
業
雑

誌
で
重
大
な
発
表
を
し
て
い
た
の
で
す
。
さ
ら

に
、
平
成
12
年
に
北
九
州
市
の
古
書
店
で
見
つ

か
っ
た
「
方
城
炭
坑
瓦
斯
爆
発
調
査
復
命
書
」

（
大
正
４
年
１
月
）
に
も
目
黒
技
師
の
発
表
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
目
黒
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
方
城
大
非

常
の
発
火
原
因
に
つ
い
て 

①
自
然
発
火 

②
落

石 

③
電
気 

④
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト 

⑤
マ
ッ
チ
な
ど

の
携
行
品 

⑥
安
全
灯 

の
６
項
目
に
つ
い
て
調

べ
、
そ
の
結
果
、
最
後
の
⑥
の
安
全
灯
に
問

題
が
生
じ
た
と
し
て
い
ま
す
。

　

目
黒
技
師
は
坑
内
の
様
子
や
状
況
を
科
学

的
に
調
べ
、
爆
発
地
点
と
思
わ
れ
る
場
所
を
中

心
に
死
亡
坑
夫
の
安
全
灯
を
く
ま
な
く
調
査

し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
坑
夫
の
根
来
要
次
↖

↓
方
城
大
非
常
の
約
５
か
月
後
、

大
正
４
年
５
月
に
筑
豊
石
炭
鉱

業
組
合
が
「
安
全
灯
研
究
場
」

を
直
方
市
に
設
立
。
事
故
を
教

訓
に
筑
豊
を
あ
げ
て
の
組
織
的

な
保
安
研
究
が
始
め
ら
れ
た
。

写
真
／
直
方
市
石
炭
記
念
館

郎
氏
が
持
っ
て
い
た
安
全
灯
１
９
３
号
に
目
が

と
ま
り
ま
す
。
安
全
灯
の
ガ
ラ
ス
の
筒
が
完
全

だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
網
の
内
側
に
コ

ー
ク
ス
の
粉
末
（
炭た

ん

じ
ん
の
燃
え
カ
ス
）
が
付

着
し
て
い
た
の
で
す
。
外
部
に
コ
ー
ク
ス
が
付

い
て
い
て
も
、
破
損
せ
ず
に
内
面
に
コ
ー
ク
ス

が
付
い
た
安
全
灯
は
、
こ
れ
以
外
一
つ
も
見
あ

た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
目
黒
技

師
は
、
安
全
灯
１
９
３
号
を
爆
発
の
火
源
と
決

定
し
、
次
の
と
お
り
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　
「
安
全
灯
１
９
３
号
の
持
主
で
あ
る
根
来
た

ち
が
、
爆
発
地
点
の
採
炭
現
場
に
到
着
し
た

時
に
は
、
メ
タ
ン
ガ
ス
も
炭
じ
ん
も
何
ら
危
険

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
、
だ
れ
か
が

通
気
戸
を
開
け
放
し
に
し
た
た
め
に
通
風
系

路
が
乱
れ
、
し
だ
い
に
メ
タ
ン
ガ
ス
や
炭
じ
ん

が
た
ま
り
、
安
全
灯
内
で
小
さ
な
爆
発
が
起

こ
っ
た
。
そ
の
波
動
で
全
坑
内
に
わ
た
る
大
惨

事
を
ま
ね
い
た
」。

　

爆
発
の
衝
撃
で
炭
じ
ん
（
石
炭
の
粉
）
が
舞

い
次
々
と
爆
発
が
連
鎖
す
る
炭
じ
ん
爆
発
。↘

安
全
灯
１
９
３
号

ガ
ス
だ
け
で
は
な
く
炭
じ
ん
に
よ
る
爆
発

国
内
で
は
「
原
因
不
明
」
と
さ
れ
て
き
た
大
非
常
、

イ
ギ
リ
ス
で
発
表
さ
れ
て
い
た
「
事
の
真
相
」
と
は
…
。

目
黒
リ
ポ
ー
ト

点

発
生
件
数
は
少
な
い
も
の
の
、
い
っ
た
ん
起
き

る
と
ド
ミ
ノ
式
に
坑
内
を
全
滅
さ
せ
ま
す
。
そ

の
際
、
爆
風
で
生
き
残
っ
た
と
し
て
も
「
後
ガ

ス
」「
シ
ビ
レ
ガ
ス
」
と
よ
ば
れ
る
一
酸
化
炭

素
で
死
に
至
り
ま
す
。一
酸
化
炭
素（
Ｃ
Ｏ
）は
、

無
色
・
無
臭
で
感
知
し
に
く
い
気
体
で
す
が
、

そ
の
毒
性
は
強
力
。
空
気
中
に
一
酸
化
炭
素
が

０
・
16
％
で
も
あ
れ
ば
２
時
間
で
絶
命
、
１
％

を
超
え
る
と
３
分
以
内
に
人
は
死
亡
し
ま
す
。

　

炭
じ
ん
の
発
生
は
水
や
岩
粉
を
ま
く
こ
と

で
防
げ
ま
す
が
、
当
時
は
散
水
な
ど
の
保
安

も
不
十
分
で
し
た
。
特
に
、
方
城
炭
鉱
の
よ
う

に
、深
部
の
良
質
な
石
炭
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

メ
タ
ン
ガ
ス
も
多
く
発
生
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
初
か
ら
単
に
「
ガ
ス
爆
発
」
と
さ
れ
て
き

た
方
城
大
非
常
で
す
が
、
安
全
灯
の
検
査
の

不
備
、
だ
れ
か
の
通
気
戸
の
閉
め
忘
れ
、
そ
し

て
、散
水
さ
れ
ず
坑
内
に
浮
遊
し
た
炭
じ
ん
…
。

そ
れ
ら
の
要
因
が
重
な
っ
て
「
ガ
ス
・
炭
じ
ん

爆
発
」
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
「
復
命
書
」
で
報
告
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
爆
発
原
因
が
「
不
明
」
と

さ
れ
た
の
か
。
な
ぜ
目
黒
技
師
は
国
内
で
は
な

く
、イ
ギ
リ
ス
で
リ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
た
の
か
。

そ
の
理
由
は
依
然
と
し
て
、
謎
の
ま
ま
で
す
。
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方城大非常を受けて規模拡大　 炭鉱訓練施設
　

大
正
元
年
に
筑
豊
の
炭
鉱
会

社
が
合
同
で
設
立
し
た
炭
鉱
訓

練
施
設
が
、
直
方
市
に
建
設
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
炭
鉱
災
害

時
の
救
護
隊
員
が
養
成
さ
れ
ま

す
。
坑
道
を
模
し
た
ト
ン
ネ
ル

は
高
さ
２・
５
㍍
、
幅
２
㍍
で
、

当
初
の
長
さ
は
11
㍍
で
し
た
。

　

し
か
し
、
大
惨
事
と
な
っ
た

方
城
大
非
常
を
受
け
て
、
救
護

訓
練
が
強
化
さ
れ
、
ト
ン
ネ
ル

は
10
倍
以
上
の
１
１
７
㍍
に
延

長
さ
れ
ま
す
。
各
社
か
ら
派
遣

さ
れ
た
訓
練
生
が
こ
の
施
設
で

1
週
間
、
マ
ス
ク
や
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
身
に
つ
け
て
、
実
践
的
な
救

護
の
訓
練
を
積
み
ま
し
た
。

↑方城大非常の後、10 倍以
上に延長された救助訓練用
のトンネル。通常は非公開。

田川市教育委員会
文化課 課長補佐

森本弘行さん

今回、目黒リポートを拝見
しましたが、極めて信ぴょ
う性の高い資料だと感じ
ました。方城大非常は日
本の炭鉱災害史上最大の
惨事ですが、これを機に
国内炭鉱の安全意識が飛
躍的に高まっていきます。
この事故が坑内災害を防
ぐ全国の教訓になったこ
とも忘れてはなりません。

インタビュー

（伊方 八幡町）

→ 目黒リポートが掲載されたイギ
リスの鉱業雑誌「THE COLLIERY 
GUARDIAN」。大正 4 年４月 30 日号
と５月７日号の２回にわたり発表された。

←
大
非
常
の
調
査
復

命
書
を
ま
と
め
た
調

査
員
14
人
の
な
か
に

は
目
黒
末
之
丞
技
師

も
名
を
連
ね
て
い
る
。

↓「
大
災
害
と
な
る
炭
じ
ん
爆
発
を
防
ぐ
た

め
、
方
城
大
非
常
を
例
に
、
筑
豊
の
全
炭

鉱
が
保
安
向
上
に
努
め
ま
し
た
」
と
語
る

直
方
市
石
炭
記
念
館
の
坂
田
耕
作
館
長
。

15 14

　大正４年１月に14人の専門技師団によってまとめ
られた「方城炭坑瓦斯爆発調査復命書」。７年前に北
九州市の古書店で発見され、田川市石炭歴史博物館
が購入。当時、主任学芸員の森本弘行氏が活字資料
にまとめた。内容は目黒リポートとほぼ一致している。

↑大非常後に坑内を調べた京都
大学の井出博士も爆発について「い
ずれにしても炭じんが主動力であ
る」とし、炭じんの燃えカスの写
真を「炭坑爆発誌」に掲載した。

「

　当時の安全灯。坑夫用のトーマス式（写真左）は、灯が消えた場合、
坑内で専任の係員が安全灯を管理する火番所（笹部屋）で、別のものと
取り替えなければならなかった。自動点火装置がついているウルフ式（写
真右）は、炭鉱の職員や小頭などが使用した。資料／直方市石炭記念館



た
し
は
、
広
島
に
落
と
さ
れ
た

原
子
爆
弾
で
か
な
り
の
火や

け
ど傷
を

負
っ
て
い
る
。
毎
年
８
月
６
日

が
や
っ
て
く
る
た
び
に
、
生
き
残
り
の
一
人

と
し
て
、
死
ん
で
い
っ
た
友
や
多
く
の
人
々

に
か
わ
っ
て
自
分
が
な
す
べ
き
途と

を
考
え
つ

づ
け
て
き
た
。
方
城
非
常
と
の
出
会
い
が
、

そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
」。

　

昭
和
54
年
に
発
行
さ
れ
た
「
方
城
大
非
常
」

の
著
者
、
織お

り
い
せ
い
ご

井
青
吾
さ
ん
。
は
じ
め
て
訪
れ

た
筑
豊
に
は
、
ま
だ
ボ
タ
山
が
墓
標
の
よ
う

に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
方
城
町
に
足
を
踏
み

い
れ
た
の
は
昭
和
49
年
５
月
１
日
、
織
井
さ

ん
の
メ
モ
帳
に
そ
う
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
古
老
か
ら
方
城
大
非
常
の
話
を
聞
い
て

当
時
の
資
料
な
ど
を
め
く
っ
て
い
る
う
ち
に
、

と
ん
で
も
な
い
事
故
だ
と
思
い
は
じ
め
た
。

爆
発
原
因
が
ぼ
か
さ
れ
て
い
て
は
っ
き
り
し

な
い
。
ど
の
資
料
も
死
亡
し
た
坑
内
馬
の
数

は
合
っ
て
い
る
が
、
人
間
の
数
は
バ
ラ
バ
ラ
。

「わたしは運命的に方城と出
会った」という織井青吾さ
ん。およそ５年の歳月をか
けて28年前に「方城大非
常」を執筆した。遺族や当
時を知る人のもとにくまな
く足を運び、声をつづった。

わ

こ
れ
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
方
城
非
常
追
跡

の
出
発
点
と
な
っ
た
」。

　

そ
し
て
織
井
さ
ん
を
大
非
常
の
執
筆
へ
と

駆
り
立
て
た
の
は
、
生
ま
れ
故
郷
「
広
島
」

と
の
つ
な
が
り
で
し
た
。

　
「
方
城
大
非
常
の
犠
牲
者
に
み
ら
れ
る
広

島
県
出
身
者
は
全
体
の
10
％
弱
、
孤
児
は
20

人
も
い
た
。
原
爆
で
多
く
の
孤
児
が
出
た
が
、

そ
の
40
年
近
く
も
前
に
出
稼
ぎ
の
炭
鉱
孤
児

が
い
た
。
こ
の
地
で
は
坑
夫
に
な
る
こ
と
を

軍
隊
用
語
の
『
志し

が
ん願
』
と
い
う
言
葉
で
よ
ん

だ
が
、
ボ
タ
山
が
ヒ
ロ
シ
マ
に
連
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
」。

　

織
井
さ
ん
が
方
城
大
非
常
の
取
材
で
、
広

島
県
の
山や

ま
あ
い間
を
訪
ね
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

　
「
大
非
常
の
犠
牲
者
と
そ
の
友
人
の
実
家

は
、
両
家
と
も
小
作
農
家
で
２
百
㍍
し
か
離

れ
て
い
な
か
っ
た
。
わ
が
国
全
体
か
ら
み
れ

ば
、
針
で
つ
つ
い
た
ほ
ど
の
地
点
。
そ
の
な

か
で
５
人
が
炭
鉱
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
２
人

が
死
亡
、さ
ら
に
原
爆
で
４
人
、戦
死
が
２
人
、

そ
の
う
え
自
殺
が
２
人
と
、
あ
わ
せ
て
10
人

の
命
が
奪
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
史
実
を

近
く
で
生
ま
れ
育
っ
て
い
な
が
ら
、
同
じ
よ

う
な
境
遇
に
あ
る
自
分
が
知
ら
ず
に
生
き
て

き
た
。
は
ず
か
し
か
っ
た
」。

　

昭
和
53
年
12
月
15
日
、
織
井
さ
ん
の
取
材

活
動
が
思
わ
ぬ
形
で
方
城
に
現
れ
ま
し
た
。

大
非
常
の
時
刻
に
あ
わ
せ
、
役
場
が
哀
悼
の

サ
イ
レ
ン
を
な
ら
し
た
の
で
す
。
大
非
常
か
ら

数
え
て
64
年
目
の
こ
と
で
し
た
。
福
智
山
か

ら
吹
き
下
ろ
す
寒
風
の
中
、
織
井
さ
ん
は
痛

い
ほ
ど
ヒ
ロ
シ
マ
の
夏
を
感
じ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「『
方
城
大
非
常
』
を
出
版
し
て
ひ
と
つ
心

残
り
が
あ
る
。
広
島
と
筑
豊
が
教
え
て
く
れ

た
人
々
の
悲
し
み
。
炭
鉱
で
は
『
非
常
』、
戦

争
で
は
『
非
常
時
』
と
い
う
言
葉
で
命
が
失

わ
れ
た
。
で
き
れ
ば
『
非
情●

』、『
悲●

常
』
と
い

う
言
葉
で
タ
イ
ト
ル
に
し
た
か
っ
た
」。
織
井

さ
ん
が
、
二
つ
の
故
郷
を
ふ
り
返
り
ま
し
た
。

織
井
青
吾
が
み
た
悲
常

方城随想
ヒロシマへと連なるボタ山。

謎を追った

人

織井青吾（おりい・せいご）1931年広島市に
生まれる。広島高師附属中学３年のときに原爆
被災。シナリオ、ルポルタージュ、小説、評論
などを執筆。「地図のない山」「方城大非常」「流
民の果て」「なぞの方城炭坑大爆発」など著書
多数。早大中退、明大卒。東京都国立市在住。

大非常そして今の日常
第三章

大非常が起きたあの日から、あと数年で 100 年が経
た

とうとしている。
日本最大の炭鉱爆発事故は、移りゆく時とともに深い沈黙の底に埋もれてしまった。

しかし、真実を知り、心にとどめられる人がいるかぎり、命の重さとともに大非常は浮かび上がる。

日だまりの路地に響いた あの子の声は消えた…。

閉山からおよそ40年。人は去り、ヤマも消え、

もう、古い写真と言葉でしか伝えられない。

この町にしかない日常に語りかけるメッセージ。

いまここで、ヤマの声を受けとめたい。

方城の炭鉱長屋の路地で「ゴム跳び」をして遊ぶ子どもたち。今では長屋も姿を消し、近隣のつながりも炭鉱の面影さえも消えつつある。 16

　ヤマを見守った一本の古木がある。正蓮寺の
大イチョウ。推定樹齢は200年を超える。台
風の枝落ちで樹形が変わったものの、風土を年
輪に刻んだ風格をにじませている。かつて方城
の人々は言った。「大非常のすべてを知っとるの
は、あのイチョウだけやろう」と。そして今年５月、
その境内に、道をはさんである「伊方古墳」を
かたどった「無縁仏塚」が建立された。正蓮寺
の長川良顯住職が、大非常や強制連行で失わ
れた名もない多くの遺骨をここで供養している。



　

炭
鉱
の
歴
史
は
、
犠
牲
の
上
に
書
か
れ
た
日
本

の
発
達
史
だ
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
明
治
時
代

か
ら
の
町
内
戦
没
者
は
千
数
十
人
。
町
内
の
炭
鉱

で
命
を
失
っ
た
人
は
、
千
五
百
人
を
も
上
回
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
は
強
制
労
働
で
祖
国

を
夢
見
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
人
や
墓
標
さ
え
な
い

人
も
数
多
く
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
遺
骨
は
、
大
非

常
の
犠
牲
者
も
含
め
、
い
ま
、
こ
の
町
の
ど
こ
か

　

炭
鉱
や
方
城
大
非
常
を
取
り
上
げ
た
伊
方

小
３
年
３
組
の
授
業
。
20
人
の
児
童
が
、
か
つ

て
校
舎
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
っ
た
ヤ
マ
の
歴
史
を

学
ん
だ
。
人
権
同
和
教
育
を
担
当
す
る
佐
藤
滋

先
生
が
、
実
際
の
石
炭
や
当
時
の
写
真
な
ど
を

使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
視
線
を
引
き
つ
け
た
。

悲
し
い
過
去
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
目
を
背
け
て
は
い
け
な
い
。

文
雄
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「
落
盤
事
故
の
現
場
で
、

故
人
が
大
切
に
し
て
い
た
懐
中
時
計
が
持
ち
主
と

反
し
て
時
を
刻
ん
で
い
ま
し
た
。
無
情
に
涙
し
た

あ
の
場
面
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
命
の
重
さ
を
考
え

た
と
き
、
大
非
常
が
ど
れ
ほ
ど
の
犠
牲
と
悲
し
み

を
生
ん
だ
の
か
…
。
過
去
が
あ
っ
て
こ
そ
今
が
あ

る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
の
心
に
刻
ん
で
ほ
し
い
」。

　

か
つ
て
大
非
常
の
日
時
に
響
い
て
い
た
哀
悼
の

サ
イ
レ
ン
。
旧
方
城
町
で
戦
没
者
と
炭
鉱
殉
職
者

の
合
同
慰
霊
祭
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
鳴

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
方
城
炭
鉱

の
菩ぼ

だ
い
じ

提
寺
で
あ
っ
た
福ふ

く
え
ん
じ

圓
寺
の
慰
霊
祭
で
梵ぼ

ん
し
ょ
う鐘
の

音
が
響
く
の
み
で
す
。
列
席
す
る
遺
族
や
関
係
者

の
数
は
年
々
減
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

福
圓
寺
の
冨
永
武
元
前
住
職
は
「
坑
内
で
亡
く

な
り
、
地
底
に
埋
も
れ
た
ま
ま
の
多
く
の
人
が
い

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
人
た
ち
が
眠
る
地

上
で
生
活
し
て
い
る
。
先
人
の
労
苦
と
命
の
尊
さ

を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
力
を
込
め
ま
す
。

　

日
本
史
上
最
大
の
炭
鉱
爆
発
事
故
が
起
き
た
こ

の
福
智
町
で
「
方
城
大
非
常
」
の
意
味
さ
え
わ
か

ら
な
い
人
は
、
人
口
約
２
万
５
千
人
の
う
ち
、
お

そ
ら
く
半
数
以
上
に
お
よ
び
ま
す
。
ま
し
て
全
国

的
に
は
事
故
の
存
在
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。
町
内
の
小
中
学
校
８
校
で
大
非
常
を
授
業

に
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
伊
方
小
、
弁
城
小
、

方
城
中
の
み
。
さ
ら
に
、語
り
部
も
い
な
く
な
り
、

資
料
や
情
報
も
少
な
く
、
授
業
時
間
が
限
ら
れ
て

い
る
た
め
、
内
容
も
縮
小
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
地
元
の
伊
方
小
で
は
、
12
月
の
人

権
週
間
の
事
前
授
業
と
し
て
、
11
月
16
日
に
「
方

城
大
非
常
」を
テ
ー
マ
に
学
習
。
子
ど
も
た
ち
は
、

同
年
代
の
犠
牲
者
や
遺
族
と
自
分
を
重
ね
な
が

ら
、
郷
土
の
歴
史
に
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

で
眠
っ
て
い
ま
す
。
石
炭
産
業
史
よ
り
多
い
命
の

犠
牲
を
持
つ
歴
史
は
、
戦
史
以
外
に
な
い
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
こ
の
町
で
は
戦
没
者
よ
り
も
炭
鉱
殉

職
者
の
数
が
上
回
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

三
菱
方
城
炭
鉱
に
閉
山
前
年
ま
で
勤
め
た
福
田

戦
史
を
超
え
る
犠
牲

日
本
発
展
の
礎
と
な
っ
た
炭
鉱
殉
職
者

真
実
を
見
つ
め
て

今ではきけない「口説き」　 方城非常唄
　

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
方
城
で

う
た
わ
れ
た
唄う

た

が
あ
り
ま
す
。「
方

城
非
常
唄
」。
遺
族
の
悲
し
み
が

唄
と
な
り
、
や
が
て
犠
牲
者
の
め

い
福
を
祈
っ
た
盆
踊
り
の
「
口く

ど説

き
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

豊
前
田
川
の
名
も
高
き

　

三
菱
方
城
炭
坑
に
て

　

坑
内
ガ
ス
が
破
裂
し
て

　

八
百
余
名
の
犠
牲
者
を

　

出
し
た
哀
れ
な
大
非
常

　

六
番
ま
で
あ
る
こ
の
非
常
唄

は
、
か
つ
て
事
故
を
目
の
当
た
り

に
し
た
池
本
喜
代
蔵
さ
ん
が
、
生

前
、
盆
踊
り
で
必
ず
披
露
し
て
い

た
と
い
う
唄
で
す
。
そ
の
節
ま
わ

し
が
踊
り
の
輪
の
中
か
ら
聞
こ
え

る
と
、
姿
は
見
え
な
く
て
も
「
あ

あ
池
本
さ
ん
が
や
っ
て
い
る
な
」

と
わ
か
る
ほ
ど
地
元
で
評
判
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
唄
も
い
つ
し

か
途
絶
え
、
今
で
は
唄
え
る
人
も

い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

方城での盆踊りの輪（昭和34年8月）

「毎月１日に、山の神の
招魂碑に方城炭鉱の
労使が献花し、大非常
の犠牲者に手を合わせ
ていました」と振り返
る福田文雄さん（伊方
鶴ヶ丘）当時、採炭現
場の調査や管理をした。
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「子どもたちに失われた
命とその重さを感じて
欲しい」と語る福圓寺
の冨永武元前住職（伊
方音丸）。旧方城町社会
福祉協議会の会長在職
中に、哀悼のサイレン
と歴史授業をはじめた。

　

日
本
経
済
発
展
の
礎
を
築
き
、
多
く
の
犠
牲
を

は
ら
ん
だ
こ
の
町
の
ヤ
マ
。
隆
盛
は
誇
ら
し
げ
に

伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
暗
く
悲
し
い
過
去
は
、
長
年

伏
せ
ら
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

　

文
化
財
専
門
委
員
会
副
委
員
長
の
永
末
宏
之
さ

ん
は
言
い
ま
す
。「
炭
鉱
で
栄
え
た
時
代
は
、
坑

内
災
害
を
予
感
さ
せ
る
大
非
常
の
こ
と
を
口
に
し

な
い
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
過
去
に
は
強

制
労
働
で
送
り
込
ま
れ
た
多
く
の
人
た
ち
が
、
過

酷
な
勤
務
を
強
い
ら
れ
た
末
に
命
を
落
と
し
て
い

ま
す
。
た
と
え
払ふ

っ
し
ょ
く拭
し
た
い
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、

わ
た
し
た
ち
は
真
実
を
見
つ
め
、
見
極
め
る
目
を

持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」。

　

過
去
か
ら
目
を
そ
ら
す
の
で
は
な
く
、
向
き
合

う
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
権
や
命
の
重
さ

を
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、

沈
黙
の
闇や

み

に
あ
っ
た
大
非
常
や
多
く
の
犠
牲
の
存

在
が
、
こ
の
町
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

↑赤池の松本墓地に点在する無縁仏の墓
石。戦時中の強制労働で、方城炭鉱や赤
池炭鉱にいた朝鮮や中国からの労働者たち
は「生きて必ず祖国に帰ろう」と励まし合
いながら、過酷な状況にたえていたという。

「歴史の表面だけではな
く、その意味を理解し
て欲しい」と語る元教
諭の永末宏之さん（弁
城迫）。かつて、炭鉱災
害の防止をこころざし、
明治専門学校（現九州
工業大学）に進学した。

大
非
常
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

郷
土
の
史
実
と
向
き
合
う
視
点

　大非常の犠牲者の位
い は い

牌（写真右）や霊鑑がおさめ
られている福圓寺では、住職が毎朝欠かさず犠牲者を
供養している。「わが子を残して一瞬のうちに、何も
分らずに亡くなった数百の霊、その犠牲者の気持ちに
なって先々代から供養をしています」と冨永秀元住職。
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方
城
大
非
常
の
４
か
月
前
に
勃ぼ
っ
ぱ
つ発
し
た
第
一
次

世
界
大
戦
は「
筑
豊
に
５
円
以
下
の
貨
幣
は
な
い
」

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
好
景
気
を
生
み
ま
し
た
。
そ

の
後
、
石
炭
産
出
で
筑
豊
の
王
座
は
ゆ
る
が
ず
、

全
国
出
炭
高
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
き
ま
す
。

　

大
非
常
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
方
城
も
大
煙
突

か
ら
白
煙
を
上
げ
、
日
本
経
済
発
展
の
原
動
力
と

し
て
不
死
鳥
の
よ
う
に
よ
み
が
え
り
ま
す
。
福
智

町
の
旧
３
町
は
、
国
策
の
石
炭
産
業
で
炭
鉱
の
熱

気
と
活
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
40
年
代
後
半
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
が
石
油
へ
と
転
換
し
、
旧
３
町
は
大
打
撃
を
受

け
ま
す
。
基
幹
産
業
の
消
滅
で
人
口
の
半
数
以
上

疲
弊
か
ら
立
ち
上
が
り
、
再
生
し
た
町
の
底
力
が
、
い
ま
問
わ
れ
る
。

規
模
も
膨
れ
あ
が
っ
た
ま
ま
、
い
ま
な
お
財
政
危

機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
36
年
に
始
ま
っ
た
産
炭
地
振
興
策
で
全
国

の
産
炭
地
に
投
入
さ
れ
た
予
算
は
、
10
項
目
で
約

３
千
１
０
６
億
円
。
失
業
対
策
費
な
ど
を
含
め
る

と
さ
ら
に
数
千
億
円
が
加
わ
る
と
い
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
産
炭
地
は
国
の
支
援
に
依
存
し
て
き
ま
し

た
が
、
今
年
、
政
府
は
産
炭
地
域
活
性
化
基
金
の

取
り
崩
し
を
認
め
る
と
と
も
に
、
お
よ
そ
半
世
紀

続
け
て
き
た
旧
産
炭
地
振
興
策
を
完
全
に
打
ち
切

る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

筑
豊
の
15
市
町
村
に
は
、
取
り
崩
し
た
基
金
の

う
ち
約
31
億
５
千
万
円
が
配
分
さ
れ
、
福
智
町
に

は
約
２
億
６
千
万
円
が
申
請
に
よ
り
助
成
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。
こ
の
産
炭
地
へ
の
最
後
の
助
成
金

で
、
い
か
に
有
効
な
地
域
振
興
策
を
導
入
で
き
る

か
が
、
い
ま
町
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
と
地
方
の
債
務
額
は
、
前
年
度
末
で
お
よ

そ
７
７
５
兆
円
。
自
治
体
の
税
収
や
人
口
を
支
え

て
き
た
企
業
が
海
外
へ
と
移
行
す
る
現
在
の
状
況

は
、
か
つ
て
の
福
智
町
と
重
な
り
ま
す
。
大
非
常

や
町
の
倒
産
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
よ
う
に
、
福
智

町
に
は
再
生
す
る
底
力
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
。
国

策
に
左
右
さ
れ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
全
国
の
縮

図
の
よ
う
な
福
智
町
が
、
過
去
に
得
た
教
訓
と
ノ

ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
、
自
立
し
た
真
の
新
し
い
町
を

つ
く
り
上
げ
て
い
く
取
り
組
み
は
、
以
前
に
も
増

し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

が
町
を
後
に
し
、
労
働
者
人
口
の
大
半
が
転
出
。

多
く
の
失
業
者
と
鉱
害
地
が
残
り
ま
し
た
。
８
割

以
上
を
占
め
た
町
の
財
源
が
、
国
や
県
に
依
存
し

た
交
付
金
や
補
助
金
、そ
し
て
借
金
へ
と
逆
転
し
、

閉
山
の
影
響
は
財
政
構
造
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
心

の
疲
弊
に
ま
で
お
よ
び
ま
す
。
旧
３
町
は
鉱
害
地

の
復
旧
や
失
業
対
策
、
企
業
誘
致
な
ど
の
基
盤
整

備
を
進
め
、
や
が
て
厳
し
い
財
政
状
況
へ
と
追
い

込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

脱
産
炭
地
に
あ
え
ぐ
町
の
政
策
は
、
事
業
と
借

金
を
重
ね
る
と
い
う
悪
循
環
を
招
き
、
そ
の
財
政

は
つ
い
に
破は
た
ん綻
。
福
智
町
を
構
成
す
る
旧
町
す
べ

て
が
バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
、
昭
和
50
年
代
後

半
か
ら
次
々
と
町
の
倒
産
を
意
味
す
る
準
用
財
政

再
建
団
体
に
転
落
し
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
、
北

海
道
夕
張
市
が
財
政
再
建
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

が
、
旧
産
炭
地
の
宿
命
の
よ
う
な
財
政
の
立
て
直

し
を
す
で
に
福
智
町
は
経
験
し
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
旧
３
町
が
閉
山
後
の
事
業
展
開
で
倒

産
し
た
よ
う
に
、
財
政
再
建
後
に
反
動
が
現
れ
ま

す
。
再
建
中
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
行
政
需
要
へ
の

対
応
で
借
金
が
増
加
。
旧
３
町
は
自
治
体
最
大
の

行
革
と
い
わ
れ
る
「
市
町
村
合
併
」
を
選
択
し
ま

す
。
し
か
し
、
新
町
・
福
智
町
で
は
借
金
も
財
政

閉
山
後
に
町
が
倒
産

旧
３
町
す
べ
て
が
財
政
再
建
団
体
に
転
落

旧
産
炭
地
・
旧
財
政
再
建
団
体
に
求
め
ら
れ
る
打
開
策

町の行財政改革を
主要施策に掲げる

浦田 弘二 町長

父が炭鉱で働いていまし
たし、ヤマは常に身近な
存在でした。閉山、再建、
合併と、今も時代の局面
をむかえていますが、歴史
をかみしめ、行財政改革
を推進しながら、郷土の
歴史を誇れるまちづくりを
進めたいと思います。基
金の助成分は、将来に夢
がもてるような事業に活
用したいと考えています。

インタビュー

国
策
支
援
に
終
止
符

ど
う
生
か
す
か 

最
後
の
２
億
６
千
万
円

真の新町に向けて

再建力を福智で

　旧金田町が昭和56年度から７

年間、旧方城町が昭和57年度か

ら10年間、そして旧赤池町が平

成３年度から10年間、財政再建

に取り組み、いずれも計画より

早く脱却を果たしました。20 年

近くも財政再建期間を引き継ぐ

形となった福智町には、今なお

全国から視察が相次いでいます。

町の前年度末の借金額は普通会

計だけでも約 260 億円。過去の

教訓を生かした再建策と成果が、

この町に求められています。

↑麻生・貝島と並び「筑豊の御三家」と称された安川敬一
郎創業の明治鉱業。赤池炭鉱は明治鉱業の中核として良質
な赤池炭を出炭した。かつて明治専門学校（現九州工業大学）
の前身である日本初の炭鉱技術員養成学校「赤池鉱山学校」
もここにあった。筑豊一の納屋頭・松岡陸平もいた。24時
間フル稼働する鉱山は「眠らないヤマ」ともいわれた。今では、
整然と並んだ炭鉱住宅の面影もなく、写真右のボタ山は中
央公民館などの公共施設や新興住宅地に置き換わっている。

→石炭の輸送拠点だった金田には筑
豊屈指の商店街が形成された。大正
11年には映画館「大和館」が開場。
「びっくり市」や「ガラクタ市」の発祥
の地でもある。その後、エネルギー革
命の波にのまれ、芝居小屋やクラブ、
カフェなど、数々の店舗が姿を消した。

→
昭
和
44
年
11
月
11
日
、
多
く
の
住
民
が
見

守
る
な
か
、
三
菱
方
城
炭
鉱
の
煙
突
が
解
体

さ
れ
た
。
筑
豊
で
は
閉
山
が
相
次
ぎ
、
つ
い

に
最
後
ま
で
生
き
残
っ
た
赤
レ
ン
ガ
の
大
煙

突
も
姿
を
消
す
。ど
の
町
の
人
口
も
半
減
し
、

再
興
を
か
け
た
ま
ち
づ
く
り
に
着
手
し
た
。
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旧３町が財政再建完了後に、数値の推移と
今後の方針をまとめた「財政再建のあゆみ」

合
併
再
建
の
山
場

い
ま
な
お
直
面
す
る
財
政
危
機



　

大
地
を
揺
る
が
せ
た
爆
音
と
と
も
に
中
空
で

渦
を
巻
い
た
キ
ノ
コ
雲
、
黒
煙
を
含
む
雲
か
ら

舞
い
落
ち
て
き
た
黒
い
粉
雪
…
。
大
非
常
の
状

況
を
知
っ
た
と
き
、
広
島
や
長
崎
の
原
爆
を
連

想
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
口
約

４
千
人
の
方
城
村
で
、
そ
の
５
分
の
１
に
あ
た

る
命
が
突
如
と
し
て
失
わ
れ
た
方
城
大
非
常
は
、

小
さ
な
村
に
と
っ
て
、
原
爆
に
も
匹
敵
す
る
惨

事
で
し
た
。

　
「
当
時
の
目
撃
者
が
す
で
に
い
な
い
」「
戦
時

中
の
炭
鉱
は
撮
影
不
許
可
な
た
め
写
真
入
手
は

困
難
」「
織
井
青
吾
氏
の
著
書
も
絶
版
」
と
い
う

状
況
だ
っ
た
今
回
の
特
集
。
日
本
最
大
の
炭
鉱

爆
発
が
起
き
た
こ
の
町
の
中
で
さ
え
「
方
城
大

非
常
」
と
い
う
大
事
故
の
感
覚
は
薄
れ
て
い
ま

し
た
。語
り
継
ぐ
も
の
が
い
な
け
れ
ば
、炭
鉱
も
、

そ
し
て
い
ず
れ
は
、
戦
争
を
も
風
化
し
て
し
ま

う
よ
う
な
危
機
感
さ
え
覚
え
た
の
で
し
た
。

　

い
ま
の
子
ど
も
た
ち
が
、
実
際
こ
こ
に
炭
鉱

の
煙
が
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
日
常
で
感
じ
る

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
天

高
く
そ
び
え
た
ボ
タ
山
の
存
在
も
、
ボ
タ
山
の

言
葉
の
意
味
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
ヤ

マ
の
時
代
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
人
の
心
の
奥
深
く

に
あ
る
ボ
タ
山
も
、
過
ぎ
ゆ
く
時
と
と
も
に
忘

れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
今
、
課
せ
ら
れ
た
未
来
へ
の
テ
ー
マ
。

モ
ノ
で
は
な
く
心
で

真
実
の
「
心
の
遺
産
」
を
次
代
へ

消
え
ゆ
く
モ
ノ
と
つ
な
ぎ
ゆ
く
想
い

特集

大非常について学んだ
伊方小学校６年生

長尾 祐稀くん

方城大非常の犠牲者に
自分と同じ年の人がいた
ことに驚きました。両親
を失った人はどんな気持
ちだったのか、自分だっ
たらとてもたえきれませ
ん。日本の発展を支え
た炭鉱がこの町にあった
ことを誇りに思うし、悲
しい過去も決して忘れて
はならないと思いました。

インタビュー

（伊方 長浦）
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煙
突
も
竪た

て
こ
う坑
も
倒
さ
れ
、
炭
鉱
長
屋
が
姿
を

消
し
、
そ
し
て
昨
年
は
、
三
菱
方
城
炭
鉱
の
本

事
務
所
跡
も
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
ヤ
マ
の
風
景

は
す
っ
か
り
変
わ
り
果
て
、
か
ろ
う
じ
て
昔
の

面
影
を
し
の
ば
せ
る
の
は
、
三
菱
方
城
炭
鉱
の

坑
務
工
作
室
（
赤
煉レ

ン
ガ瓦
記
念
館
）
と
、
沈
黙
し

た
赤
レ
ン
ガ
塀
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
坑
夫
の
血
を
吸
っ
て
赤
く
な
っ
た
」
と
の
逸

話
が
残
る
、
こ
の
異
様
に
高
い
赤
レ
ン
ガ
塀
を

目
に
す
る
と
き
、
炭
鉱
が
他
の
介
入
を
許
さ
な

い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
感
じ
取
れ
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
赤
レ
ン
ガ
塀
も
老
朽
化
し
て
傾
き
、

崩
落
の
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
道
路
や
区
画
整

備
の
関
係
か
ら
、
ま
も
な
く
壊
さ
れ
る
運
命
に

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
町
に
日
本
経
済
発
展
の
礎
を
築
い
た
炭

鉱
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
日
本
史
上
最
大
の
犠
牲

者
を
生
ん
だ
炭
鉱
爆
発
事
故
が
起
き
た
こ
と
も
、

か
つ
て
閉
山
で
封
じ
ら
れ
た
坑
口
の
よ
う
に
埋

も
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

ヤ
マ
の
面
影
が
次
々
と
姿
を
消
し
て
い
く
今
、

わ
た
し
た
ち
が
口
か
ら
口
へ
、
親
か
ら
子
へ
と
語

り
継
い
で
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
風
化
し
て

い
く
過
去
は
、
こ
の
町
の
風
土
と
し
て
、
心
か

ら
心
へ
次
代
に
つ
な
ぐ
し
か
な
い
の
で
す
。
炭

鉱
や
戦
争
と
い
う

大
き
な
犠
牲
を
経

て
成
り
立
っ
て
い

る
現
在
、
そ
こ
に

生
き
る
わ
た
し
た

ち
は
「
真
実
の
心

の
遺
産
を
残
す
」

と
い
う
未
来
へ
の

テ
ー
マ
を
担
っ
て

い
る
の
で
す
か
ら
。

黙とうを12月15日午前９時40分、
方城大非常のあった日時

に町内放送で呼びかけます。町全体の哀悼の意
に、ぜひ、みなさんの気持ちを添えてください。

まもなく解体される運命にある赤レンガ塀

国登録文化財の赤煉瓦記念館。将来、町のヤ
マの面影は唯一、ここだけになるかもしれない。
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