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電
灯
会
社
設
立
の
気
運

　
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
二
月
、
現
在
の
西

公
園
の
場
所
に
あ
っ
た
挹ゆ
う
す
い
か
ん

翠
館
に
仙
台
の
経
済
人
た

ち
が
七
十
人
以
上
も
集
ま
り
ま
し
た
。
目
的
は
、
仙

台
に
電
気
の
明
か
り
を
と
も
そ
う
、
と
い
う
こ
と
。

　
挹
翠
館
に
仙
台
の
経
済
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
二
カ

月
前
、
仙
台
で
は
鉄
道
が
開
通
し
、
近
代
化
は
一
挙

に
足
を
早
め
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

蝋ろ
う
そ
く燭
や
行あ
ん
ど
ん灯
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
電
灯
の
明
か

る
さ
に
、
次
に
来
る
べ
き
近
代
化
の
目
玉
と
し
て
、

多
く
の
人
が
期
待
を
寄
せ
た
の
で
す
。
集
ま
っ
た

人
々
は
、
仙
台
で
電
気
事
業
を
起
こ
す
こ
と
に
異
議

は
な
く
、
満
場
一
致
で
電
気
事
業
を
推
進
す
る
こ
と

を
決
し
、
代
表
者
を
東
京
に
送
っ
て
、
先
進
地
の
状

況
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
早
速
、
五
人
の
代
表
が
東
京
に
出
か
け
、
電
気
会

社
の
調
査
を
行
う
と
共
に
、
仙
台
出
身
で
日
本
銀
行

総
裁
に
な
っ
て
い
た
富
田
鉄
之
助
に
会
い
、
そ
の
助

言
を
求
め
た
の
で
す
。
富
田
は
電
気
事
業
に
は
反
対

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
東
京
で
す
ら
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
、
不
測
の
事
態
が
発
生
す
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
、
も
う
少
し
様
子
を
見
た
方
が
良
い
、

と
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
ま
し
た
。
上
京
し
た
五
人
の

う
ち
四
人
は
富
田
の
助
言
に
従
い
、
し
ば
ら
く
模
様

見
を
す
る
こ
と
に
し
、
仙
台
に
戻
っ
た
の
で
す
。

日
本
最
初
の
水
力
発
電

　
し
か
し
、た
だ
一
人
、富
田
の
助
言
に
従
わ
な
か
っ

た
人
物
が
い
ま
し
た
。
仙
台
の
三
居
沢
に
あ
っ
た
宮

城
紡
績
会
社
を
経
営
し
て
い
た
菅か
ん
こ
く
ふ
く

克
復
で
す
。

　
菅
は
、
せ
め
て
自
分
の
経
営
す
る
紡
績
会
社
の
工

場
だ
け
で
も
電
灯
を
と
も
そ
う
と
、
東
京
に
残
り
、

必
要
な
機
材
の
入
手
に
努
め
、
何
と
か
小
型
の
水
力

発
電
機
と
電
灯
を
購
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

機
械
が
仙
台
に
到
着
し
た
の
は
、
明
治
二
十
一
年
六

月
二
十
八
日
。
早
速
、
菅
は
機
械
を
紡
績
工
場
の
中

に
取
り
付
け
た
の
で
す
。

　
菅
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
電
灯
に
力
を
入
れ
た
の
は
、

紡
績
工
場
の
立
地
も
影
響
し
て
い
た
の
で
す
。
三
居

沢
の
紡
績
工
場
で
は
、
明
治
十
六
年
に
水
力
タ
ー
ビ

ン
を
設
置
し
て
四
十
馬
力
の
動
力
を
得
て
、
紡
績
機

械
を
動
か
し
た
と
い
う
実
績
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

崖
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
て
、
広
瀬
川
か
ら
導
水
し
て

水
力
タ
ー
ビ
ン
を
動
か
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
水
力

タ
ー
ビ
ン
に
発
電
機
を
接
続
す
れ
ば
電
気
を
得
ら
れ

る
と
菅
は
構
想
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
菅
の
構
想

通
り
に
発
電
機
は
電
灯
を
と
も
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
日
本
で
最
初
の
水
力
発
電
だ
っ
た
の
で
す
。

古
武
士
の
お
も
か
げ

　
菅
克
復
は
、
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
に
一
関
・
田

村
家
の
家
臣
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
か
ら
頭

角
を
現
し
、
田
村
茂も
ち

村む
ら

が
仙
台
藩
十
三
代
藩
主
慶
邦

の
養
子
に
な
る
と
、
茂
村
の
側
近
に
抜
擢
さ
れ
、
仙
台

藩
士
と
な
り
ま
し
た
。
茂
村
は
不
幸
に
し
て
藩
主
の
地

位
に
就
く
こ
と
な
く
早
世
し
ま
す
が
、
菅
は
そ
の
ま
ま

仙
台
藩
士
と
し
て
残
り
、
明
治
維
新
後
は
仙
台
藩
や

水
沢
県
の
重
職
に
就
い
て
い
ま
す
。

　
明
治
六
年
に
職
を
辞
し
て
仙
台
に
戻
っ
た
菅
が
目

に
し
た
の
は
、
維
新
後
に
困
窮
し
た
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
旧
藩
士
た
ち
で
し
た
。
菅
は
、
そ
の
救
済
を
志

し
、
新
し
い
産
業
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
紡
績
に

目
を
つ
け
ま
し
た
。
財
産
を
処
分
し
て
、
自
ら
各
地
を

視
察
し
、
機
械
を
導
入
し
て
自
ら
の
屋
敷
を
つ
ぶ
し
て

明
治
七
年
に
木
綿
地
織
の
工
場
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

後
に
三
居
沢
に
移
っ
た
工
場
は
、
士
族
の
子
女
た
ち
の

働
く
場
所
と
な
っ
た
の
で
す
。
宮
城
郡
長
、
県
会
議
員
、

仙
台
市
議
会
議
長
に
も
就
任
し
た
菅
で
す
が
、
彼
が

力
を
入
れ
た
の
は
一
貫
し
て
紡
績
工
場
と
電
気
事
業
で

し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
産
業
に
着
目
し
、
そ
れ
を
地

域
振
興
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
先
進
的
な
考
え
を
も
っ

た
菅
克
復
で
し
た
が
、
一
方
で
は
紋
付
の
羽
織
袴
を
身

に
つ
け
、
漢
籍
に
詳
し
い
古
武
士
の
よ
う
な
謹
厳
な
人

物
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
古
武
士
の
よ

う
な
人
が
、
日
本
最
初
の
水
力
発
電
を
構
想
し
た
と
い

う
の
は
実
に
意
外
な
こ
と
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
菅
克
復
は
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
七
十
七
歳

で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
二
ヵ
月
前
、
菅
が
始
め
た

電
気
事
業
は
仙
台
市
に
譲
渡
さ
れ
ま
し
た
が
、
菅
が

始
め
た
三
居
沢
の
水
力
発
電
は
、
今
も
な
お
仙
台
市

民
の
生
活
を
照
ら
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。
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