
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

大
商
人
・
明あ

か

石
屋

し

や

と
取
引
を
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
江

戸
に
出
て
い
た
平
蔵
に
石
炭
の
こ
と
を
教
え
た
の
も

明
石
屋
で
し
た
。
こ
れ
が
平
蔵
の
人
生
の
転
機
と
な

り
、
運
命
を
方
向
づ
け
た
の
で
す
。
平
蔵
は
さ
ら
に
、

「
石
炭
の
火
力
は
ま
き
の
比
で
は
な
く
、
も
し
石
炭
が

産
出
す
る
所
を
見
つ
け
た
ら
国
の
富
源
と
も
な
り
、
計

り
知
れ
な
い
利
益
を
生
む
だ
ろ
う
」
と
、
明
石
屋
か
ら

聞
く
に
及
び
、
い
わ
き
地
方
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
風
習

を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
く
ん
の
う
こ
う
」
と

呼
ば
れ
、
猪
を
追
い
払
う
野
火
に
”燃
え
る
石
“を
用
い

る
も
の
で
す
。
あ
の
石
は
、
も
し
や
石
炭
で
は
あ
る
ま

い
か
。
大
き
な
国
益
と
経
済
効
果
を
も
た
ら
す
新
し

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
古
里
に
あ
る
か
も

し
れ
な
い
―
―
い
わ
き
地
方
に
新
た
な
可
能
性
を
広
げ

る
産
業
を
開
く
志
は
、
平
蔵
の
胸
中
で
熱
く
燃
え
さ
か

っ
た
の
で
す
。

平
蔵
は
夏
井
川
の
川
岸
を
探
索
。
拾
っ
た
黒
い
小

粒
を
火
の
中
に
入
れ
て
み
る
と
、
異
様
な
匂
い
と
と
も

に
燃
え
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
て
、「
上
流
の
ど
こ

か
に
石
炭
が
あ
る
は
ず
」と
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
探
し
、

握
り
こ
ぶ
し
ほ
ど
の
炭
塊
を
見
つ
け
て
江
戸
に
持
参

し
、
明
石
屋
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、「
ま
さ
し
く
良
質
の
石

炭
」
と
折
り
紙
を
つ
け
ら
れ
、
勇
躍
し
て
帰
郷
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
山
ま
で
行
け
ば
必
ず
石
炭
が
あ

る
と
信
じ
た
平
蔵
は
、
安
政
２
年
（
１
８
５
５
）、
つ
い

に
弥
勒
沢
で
石
炭
を
発
見
し
た
の
で
す
。

■
新
し
い
時
代
に
向
け
た
石
炭
発
見

と
き
は
幕
末
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
が
開
国
を
迫
っ

た
の
は
、
嘉
永
６
年
（
１
８
５
３
）
の
こ
と
で
し
た
。

ペ
リ
ー
が
乗
船
し
て
き
た
黒
船
を
見
た
人
々
は
驚
き

ま
し
た
。「
平
蔵
も
そ
の
一
人
で
し
た
。
品
川
沖
で
黒

い
煙
を
吐
く
蒸
気
船
を
見
て
船
火
事
と
思
い
、
聞
い
て

み
る
と
『
あ
の
煙
は
船
を
走
ら
せ
る
た
め
に
、
石
炭
と

い
う
黒
い
石
を
た
い
た
も
の
だ
』
と
教
え
ら
れ
て
、
さ

ら
に
驚
い
た
の
で
す
」
と
、
渡
辺
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

い
わ
き
で
材
木
商
を
営
ん
で
い
た
平
蔵
は
、
江
戸
の

白
水
阿
弥
陀
堂
に
ほ
ど
近
い
、
い
わ
き
市
内
郷

白
水
町
に
あ
る
「
弥み

勒ろ
く

沢ざ
わ

」
は
、
常
磐
炭
田
発
祥
の

地
で
す
。
明
治
時
代
か
ら
昭
和
４０
年
代
に
か
け
て
、

い
わ
き
地
方
は
炭
鉱
と
漁
業
を
中
心
に
栄
え
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の
石
炭
を
弥
勒
沢
で
発
見
し
、
石

炭
業
発
展
の
礎
を
築
い
た
の
が
片
寄
平
蔵

か
た
よ
せ
へ
い
ぞ
う

（
1
8

1
3
〜
1
8
6
0
）
で
す
。

現
在
の
い
わ
き
地
方
の
発
展
を
思
う
と
き
、
決

し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
石
炭
業
。
こ
こ
で

は
、
み
ろ
く
沢
炭
鉱
資
料
館
館
主
・
渡
辺
為
雄
さ
ん

に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
石
炭
に
熱
い
想
い
を
寄

せ
、
そ
の
開
発
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
平
蔵
の
足

跡
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。

常磐炭砿磐城鉱業所跡（いわき市石炭・化石館）
本州最大の規模を誇った常磐炭田の、現存する最
大の抗口跡。かつては引き込み線（左手前）でト
ロッコに載せた石炭を運び、内郷駅から常磐線に
載せて輸送されました
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弥勒沢の炭鉱跡地にある石炭
の炭層露頭（みろく沢炭鉱資料
館の館外展示）。この周辺では、
地表から簡単に石炭が採掘できます

弥勒沢�

明治35年頃の弥勒沢の現場 平蔵が石炭を発見した弥勒
沢地内の炭鉱。ここは石炭の層が上りこう配になっており、
坑外への石炭搬出も楽で、また自然排水も利用出来るなど、
採掘には好条件に恵まれて大繁盛した所です。写真上部に
は職員住宅や飯場、長屋などがあり、
当時のにぎやかさがしのばれます

燃
え
る
石
に
情
熱
を
注
い
だ

石
炭
業
開
発
の
祖

片
寄
平
蔵

片
寄
平
蔵

笠
間
藩
領
磐
城
郡
大
森
村
（
現
・
い
わ
き
市
四
倉
町
大
森
）
に
生
ま
れ
、
叔
父
利
兵
衛

り

へ

い

の
養
子
と
な
っ
て
、材
木
商
を
営
む
。
安
政
２
年
、石
炭
の
露
頭
を
発
見
、本
格
的
な
採
炭
を
行
い
、

江
戸
に
送
っ
て
販
売
。
幕
府
の
御
用
に
も
応
じ
る
な
ど
、
い
わ
き
地
方
の
石
炭
業
発
展
の
礎
を
築

い
た



■
石
炭
業
を
興
し
外
国
貿
易
に
も
尽
力

平
蔵
は
明
石
屋
か
ら
の
資
金
提
供
、
今
日
で
言
う
タ

イ
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
、
翌
年
の
安
政
３
年
に
発
掘
を
始

め
ま
し
た
。
渡
辺
さ
ん
は
「
石
炭
は
叺

か
ま
す（
わ
ら
む
し
ろ

を
二
つ
折
り
に
し
て
作
っ
た
袋
）に
詰
め
ら
れ
、
馬
の

背
に
二
俵
つ
け
て
港
に
運
送
さ
れ
、
そ
こ
で
船
に
積
ま

れ
て
江
戸
に
送
ら
れ
、
販
売
さ
れ
た
と
歴
史
に
は
あ
る

よ
う
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
平
蔵
は
さ
ら
に
、
安
政
４

年
に
は
、
石
炭
か
ら
油
（
コ
ー
ル
タ
ー
ル
）
を
造
る
こ

と
に
も
成
功
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
、
江
戸
幕
府
は

遅
れ
た
日
本
を
新
し
い
国
に
す
る
た
め
、
品
川
に
軍
艦

操
練
所
を
つ
く
り
ま
し
た
。
幕
府
は
安
政
５
年
、
そ
の

軍
艦
に
必
要
な
石
炭
三
千
俵
を
買
い
上
げ
る
と
平
蔵

に
言
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
莫
大

ば
く
だ
い

な
注
文
は
、
い
わ
き

地
方
の
石
炭
業
を
活
発
に
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
平
蔵
は
、
幕
府
の
注
文
に
こ
た
え

る
べ
く
最
善
を
尽
く
し
て
無
事
に
納
炭
し
、
こ
の
功
を

賞
さ
れ
、
幕
府
か
ら
石
炭
御
用
の
任
を
受
け
ま
し
た
。

次
第
に
石
炭
商
と
し
て
、
平
蔵
の
名
前
が
知
れ
わ
た

っ
た
こ
ろ
、
幕
府
は
外
国
と
の
貿
易
を
横
浜
で
行
う
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。
す
る
と
平
蔵
は
、
石
炭
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
い
わ
き
地
方
の
特
産
物
で
あ
る
和
紙
（
上

遠
野
和
紙
）
や
干
し
シ
イ
タ
ケ
も
外
国
へ
輸
出
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
石
炭
と
一
緒
に
江
戸
に
搬
送
す
る

雑
貨
類
の
輸
送
費
は
安
く
、
そ
の
利
益
は
大
き
か
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
平
蔵
の
商
人
と
し
て
の
手
腕
に
は
、

非
凡
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
黒

船
襲
来
の
外
圧
に
よ
る
経
済
の
変
革
に
、
開
国
と
攘

じ
ょ
う

夷い

論
（
外
国
人
排
斥
運
動
）
が
対
立
し
、
波は

瀾ら
ん

万ば
ん

丈
じ
ょ
う

の
時

代
に
突
入
し
て
い
た
幕
末
の
こ
の
時
期
、
身
の
危
険
を

顧
み
ず
に
、
国
難
打
破
の
外
国
貿
易
に
真
っ
向
か
ら
取

り
組
ん
だ
平
蔵
の
姿
勢
は
、
ま
さ
に
天あ

っ

晴ぱ

れ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
平
蔵
は
新
し
い
貿
易
の
町
、
横
浜
の
ま
ち

づ
く
り
に
も
尽
力
し
、
の
ち
の
横
浜
の
商
人
た
ち
は

「
開
港
の
恩
人
」
と
し
て
、
平
蔵
を
神
と
し
て
祭
っ
て
い

に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
弥
勒
沢
は
、
石
炭
の
露
頭

（
地
表
に
表
れ
た
石
炭
）が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
」
と

渡
辺
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
館
外
の
山
の
斜
面
に
今
も

見
ら
れ
る
黒
い
塊
は
、
れ
っ
き
と
し
た
石
炭
で
、「
総
合

的
な
学
習
の
時
間
」
で
資
料
館
を
訪
れ
る
小
学
生
た
ち

に
、
渡
辺
さ
ん
は
実
際
に
石
炭
の
発
見
を
体
験
し
て
も

ら
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。「
立
派
な
石
炭
を
発
見
し
た

生
徒
を
、『
第
二
の
片
寄
平
蔵
だ
！
』と
ほ
め
る
と
、
子

ど
も
た
ち
の
目
は
と
て
も
輝
く
ん
で
す
よ
」と
話
す
渡

辺
さ
ん
の
笑
顔
が
、
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

平
成
13
年
５
月
、
白
水
阿
弥
陀
堂
と
み
ろ
く
沢
炭
鉱

資
料
館
を
結
ぶ
遊
歩
道
「
み
ろ
く
沢
石
炭
の
道
」
が
完

成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
内
郷
ふ
る
さ
と
振
興
協
議
会

と
周
辺
住
民
が
協
力
し
て
、
自
然
を
楽
し
み
地
元
の
歴

ま
す
。
万
延
元
年
（
１
８
６
０
）、
平
蔵
は
江
戸
で
亡
く

な
り
ま
し
た
。

■
明
日
へ
と
語
り
継
ぎ
た
い
ふ
る
里
の
原
点

「
こ
こ
弥
勒
沢
に
生
ま
れ
、
炭
鉱
員
と
し
て
永
年
お

世
話
に
な
っ
た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
資
料
館
は
最

後
の
恩
返
し
の
よ
う
な
も
の
で
す
」
と
渡
辺
さ
ん
は
話

し
ま
す
。
常
磐
炭
田
発
祥
の
地
に
建
つ
「
み
ろ
く
沢
炭

鉱
資
料
館
」
は
、
元
炭
鉱
員
の
渡
辺
さ
ん
が
自
宅
付
近

に
開
設
し
た
手
作
り
の
資
料
館
で
す
。
館
内
に
は
、
炭

鉱
で
使
わ
れ
た
工
具
類
と
と
も
に
、
明
治
時
代
か
ら
閉

山
ま
で
の
弥
勒
沢
付
近
の
炭
鉱
の
様
子
や
、
活
気
あ
る

炭
鉱
員
の
生
活
が
記
録
さ
れ
た
写
真
の
数
々
が
、
大
切

史
に
ふ
れ
る
道
を
つ
く
ろ
う
と
、
看
板
の
設
置
や
草
刈

り
を
し
て
整
備
し
た
も
の
で
す
。
い
わ
き
の
近
代
を

顧
み
る
時
、
石
炭
を
抜
き
に
し
て
は
社
会
も
文
化
も
語

れ
ま
せ
ん
。
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
大
切
に
し
よ
う
と

い
う
心
が
は
ぐ
く
ま
れ
、
今
の
い
わ
き
の
ル
ー
ツ
を
語

ろ
う
と
し
た
時
、
多
く
の
人
々
が
た
ど
り
着
い
た
も
の

が
、
常
磐
炭
田
で
あ
り
、
そ
の
発
祥
地
・
弥
勒
沢
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
以
前
は
白
水
阿
弥
陀
堂
に
あ
っ
た

片
寄
平
蔵
の
頌

し
ょ
う

徳と
く

碑
は
、
い
ま
で
は
弥
勒
沢
入
り
口
に

移
さ
れ
、
建
っ
て
い
ま
す
。「
石
炭
の
ふ
る
里
」
を
安
住

の
地
と
し
た
そ
の
碑
は
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
ふ

る
里
の
原
点
を
知
り
、
明
日
へ
と
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
の

大
切
さ
を
、
わ
た
し
た
ち
に
、
静
か
に
語
り
か
け
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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弥
勒
沢
の
炭
層
露
頭
を
説
明
す

る
渡
辺
さ
ん
。「
こ
の
辺
り
は

至
る
と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
の
抗

口
が
あ
り
ま
し
た
」

採
炭
の
際
に
掘
り
出
さ
れ
捨
て
ら
れ
た
土
砂
や

岩
が
積
み
重
な
っ
て
で
き
た
ズ
リ
山
。
最
盛
期

の
ス
ケ
ー
ル
を
感
じ
さ
せ
ま
す
（
い
わ
き
市
好

間
町
中
好
間
）

片
寄
平
蔵
の
墓
（
光
明
寺
）

平
蔵
は
江
戸

で
没
し
ま
し
た
が
、
自
宅
の
あ
る
四
倉
町
大

森
に
埋
葬
さ
れ
、
の
ち
に
光
明
寺
に
改
葬
さ

れ
ま
し
た

平
成
13
年
に
「
み
ろ
く
沢
石

炭
の
道
」が
開
通
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
人
馬
が
石

炭
を
担
い
で
通
っ
た
旧
道
を

百
年
ぶ
り
に
復
元
し
た
遊
歩

道
で
、
開
通
当
日
は
多
く
の

市
民
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た

片寄平蔵の頌徳碑 石炭発見
の地・弥勒沢の入り口に建ち、
その功徳を称えられています

片寄平蔵の手帳 平蔵はなかなかの研究
熱心で、「横浜で外国人と取引するには
英語が必要だ」と言って、小さな手帳に
書き留めて暗記することに努力してい
ました（いわき市平泉崎・光明寺蔵）

みろく沢炭鉱資料館の館内には、ツルハ
シ、カンテラ、保安帽などとともに、炭
鉱の往時をしのばせる貴重な写真が多
数展示してあります。渡辺さんは今年1
月に、約6年の歳月をかけた労作「みろ
し沢炭鉱資料館写真集」を発行しました


