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電
灯
会
社
の
設
立

　

明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
七
月
一
日
、
仙
台
の

三さ
ん
き
ょ
ざ
わ

居
沢
に
あ
っ
た
紡
績
工
場
と
そ
の
裏
山
の
烏か
ら
す
ざ
き崎で

電

灯
が
灯と
も

り
ま
し
た
。
仙
台
で
初
め
て
の
電
気
の
明
か
り

で
す
。

　

こ
の
仙
台
初
の
電
灯
を
灯
し
た
の
は
、
前
回
紹
介
し

た
よ
う
に
菅か
ん
こ
く
ふ
く

克
復
が
社
長
で
あ
っ
た
宮
城
紡
績
会
社

で
し
た
。
紡
績
用
の
水
力
タ
ー
ビ
ン
を
用
い
た
発
電
は
、

日
本
最
初
の
水
力
発
電
と
し
て
歴
史
に
名
を
と
ど
め

る
も
の
で
し
た
が
、
発
電
機
は
わ
ず
か
に
五
キ
ロ
ワ
ッ

ト
の
電
気
し
か
生
み
出
せ
ず
、
工
場
内
で
用
い
る
電
灯

を
灯
す
の
が
精
一
杯
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
街
の
中
に
も
電
灯
を
灯
そ
う
と
い
う
電

灯
事
業
の
構
想
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。
発
電
所
を

新
設
す
る
と
経
費
が
相
当
の
額
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

発
電
は
宮
城
紡
績
会
社
が
行
い
、
電
灯
会
社
は
配
電

を
行
う
と
い
う
役
割
分
担
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
宮
城
紡
績
会
社
は
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

の
発
電
機
を
導
入
し
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年

一
月
に
社
名
を
宮
城
水
力
紡
績
株
式
会
社
と
改
め
ま

し
た
。
一
方
で
同
年
四
月
に
配
電
、
電
灯
事
業
を
受
け

持
つ
仙
台
電
灯
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
七
月
一
日
か

ら
仙
台
市
内
へ
の
配
電
が
開
始
さ
れ
た
の
で
す
。

宮
城
紡
績
電
灯
株
式
会
社

　

電
灯
事
業
の
開
始
時
、
電
気
料
金
は
一
灯
あ
た
り

月
一
円
五
十
銭
で
、
電
球
は
一
個
一
円
で
購
入
す
る

か
、
一
月
三
十
銭
で
借
り
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

電
球
を
借
り
て
電
灯
を
灯
す
と
、
月
に
二
円
弱
が

必
要
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
の
一
銭
は
、
ざ
っ
と
現

在
の
二
百
円
程
度
に
相
当
し
ま
す
の
で
、
お
お
よ
そ

四
万
円
程
度
の
経
費
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
経
費
の
高
さ
か
ら
、
仙
台
電
灯
の
開
業
時

に
仙
台
市
内
に
灯
っ
た
電
灯
は
三
百
六
十
五
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
供
給
量
は
急
増
し
、
開
業
後

二
年
ほ
ど
で
二
千
灯
に
達
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
仙
台
の
電
灯
事
業
は
順
調
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
母
体
と
な
っ
た
紡
績

工
場
は
経
営
不
振
で
あ
っ
た
た
め
、
紡
績
の
赤
字
を

電
灯
で
補
填
す
べ
く
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）

年
に
紡
績
、
発
電
、
配
電
を
統
合
し
、
宮
城
紡
績
電

灯
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
供
給

電
灯
数
は
四
千
に
達
し
、
供
給
域
も
仙
台
市
外
に
も

及
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
需
要
の
増
加
に
対
応
す

べ
く
、
三
居
沢
の
発
電
設
備
を
増
強
す
る
な
ど
、
電

気
事
業
は
右
肩
上
が
り
の
成
長
を
続
け
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
期
、
宮
城
紡
績
電
灯
で
経
営
の
実
権
を

も
っ
て
い
た
の
が
伊
藤
清
次
郎
と
い
う
人
物
で
す
。

安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
に
仙
台
城
下
河
原
町
の
商

家
で
あ
る
小
西
家
に
生
ま
れ
、
伊
藤
家
の
養
子
と

な
っ
た
清
次
郎
は
、
青
年
の
頃
か
ら
馬
車
に
よ
る
運

送
業
を
手
が
け
、
ま
た
日
本
鉄
道
会
社
に
多
額
の
出

資
を
す
る
な
ど
し
て
、
多
く
の
財
を
な
し
た
の
で
す
。

　

明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
に
市
会
議
員
、
明

治
二
十
五
年
に
県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
、
地

方
政
治
に
も
関
わ
っ
た
伊
藤
清
次
郎
で
し
た
が
、
ま

も
な
く
菅
克
復
に
乞
わ
れ
て
宮
城
紡
績
の
取
締
役
に

就
く
と
、
議
員
に
再
出
馬
す
る
こ
と
な
く
、
電
気
事

業
の
展
開
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

清
次
郎
は
工
学
な
ど
を
専
門
的
に
学
ん
だ
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
機
械
や
電
気
に
つ
い
て
は

独
学
で
知
識
を
習
得
し
ま
し
た
。
名
前
を
名
乗
ら
ず

に
発
電
所
の
見
学
に
訪
れ
た
第
二
高
等
学
校
の
電
気

工
学
の
教
授
に
英
語
交
じ
り
の
解
説
を
し
て
感
心
さ

れ
た
り
、
自
家
製
の
変
圧
器
を
め
ぐ
っ
て
電
気
機
械

の
権
威
で
あ
っ
た
中
村
幸
之
助
博
士
（
東
京
工
業
大

学
初
代
学
長
）
を
論
破
す
る
な
ど
、
専
門
家
に
負
け

な
い
知
識
と
自
信
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

電
気
事
業
以
外
に
も
、
仙
台
市
街
自
動
車
の
顧
問

や
市
電
の
調
査
委
員
な
ど
、
清
次
郎
は
仙
台
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
に
大
き
く
関
与
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

電
気
事
業
を
は
じ
め
と
し
て
仙
台
の
近
代
化
を
象
徴

す
る
代
表
的
人
物
と
し
て
、清
治
郎
は
市
民
か
ら「
電

気
の
頭か
み

」「
電で
ん
た
ぬ
お
う

狸
翁
」
と
呼
ば
れ
、親
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

清
治
郎
が
八
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
は
昭
和

十
三
（
一
八
三
八
）
年
十
一
月
十
三
日
。
彼
が
育
成

し
た
電
気
事
業
は
、
仙
台
市
の
市
営
事
業
と
し
て
大

き
な
発
展
を
遂
げ
て
い
ま
し
た
が
、
戦
争
の
足
音
が

高
く
な
る
こ
の
時
期
、
電
力
は
国
家
管
理
に
よ
る
統

制
を
間
近
に
し
て
大
き
な
転
機
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
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