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明
治
期

に
お
け
る
蒸
気
力

と
水
力

の
利
用

に

つ

い
て

神

戸

大

学

今

津

健

治

一

は
じ

め

に

日
本
の
工
業
化
の
進
展
と
と
も
に
石
炭
は
ど
の
よ
う
に
普
及
し
浸
透
し
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
実
態
を
い
く
ら
か
で
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
報
告
の

主
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
の
角
山
栄
氏
の
報
告
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
燃
料

の
薪
炭
類
か
ら
石
炭

へ
の
転
換
の
み
な
ら
ず
、
動
力
に
つ
い
て
い
え
ば
水
力
、
畜
力
、

人
力
等
か
ら
蒸
気
力

へ
、

陸
上
交
通
に
お
い
て
は
馬
車
、
荷
車
等
か
ら

蒸
気
機
関
車

へ
、
海
上
交
通
に
お
い
て
は
帆
船
か
ら
蒸
気
船

へ
と
い
う
よ
う
に
、
石
炭
の
工
業
社
会

に
お
け
る
存
在
は
多
面
的
で
あ
る
。
し
か
も

そ
れ
ら
は
相
互
に
浅
か
ら
ぬ
関
連
性
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
移
行
過
程
も

極
め
て
複
雑
で
決
し
て
単
純
で
は
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
な
か
の

一
部
分
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
論
を
進
め
る
こ
と
は
妥

当
性
を
欠
く
の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
さ
り
と
て
筆
者
は
そ
れ
ら
を
総
体
的
に
カ

バ
ー
で
き
る
よ
う
な
能
力
は
持
合
せ
て
い
な

い
。
本
報
告
で
は
石
炭
の
浸
透
し
て
い
く

有
様
を
日
本
国
内
の
生
産
活
動
と
消
費
部
門

の
問
題
に
限
定
し
、
水
力
の
利
用
と
対
比

し
な
が
ら
日
本
の
工
業
化
に
及
ぼ
し
た
石
炭

の
役
割
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る

に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
日
本
の
工
業
化
と
石
炭
の
係
わ

り
に
つ
い
て

一
応
の
歴
史
的
概
観
を
ま
ず
試

み
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

二

船
舶
用
炭
の
先
駆
的
役
割

明
治
期

に
お
け
る
日
本
の
石
炭
の
消
費
量

は
、
初
期
の
こ
ろ
は
依
然
と
し
て
江
戸
時

代
か
ら
の
連
続
と
し
て
、

製
塩
用
に
向
け
ら
れ
る
も
の
が

多
く
の
部
分
を

占
め
て
い

た

(以
下
第

一
表
参
照
)
。
と
こ
ろ
が

極
東
海
域
が

蒸
気
船
の
時
代
を

迎
え
る
と
と
も
に

船
舶
用
炭
の
需
要
が
次
第
に
増
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
兆
候
は
す
で
に

一
八
四
〇
年
代

に
あ
ら
わ
れ
、
日
本
の
石
炭
は
世
界
的
な
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、

一
八
六
〇
年

代
に
郵
便
蒸
気
船
が
行
き
交
い
、
定
期
航
路
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
船
舶
用
炭
の

需
要
は
急
激
な
増
大
を
み
せ
た
。
さ
ら
に
日
本
の
石
炭
は
日
本
の
港
(主
と
し
て
長
崎
港
)

に
寄
港
す
る
蒸
気
船
に
積
み
込
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
香
港
、
上
海
を
は
じ
め
東
ア

ジ
ア
の
主
要
な
港
向
け
に
輸
出
さ
れ
、
主
と
し
て
船
舶
用
炭
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
製
塩
用
を
主
と
し
て
江
戸
中
期
以
来
伸
び
を
示
し
て
き
た
日

本
の
石
炭
需
要
は
、
明
治
中
期
に
至
り
船
舶
用
に
大
き
く
傾
斜
し
、
し
か
も
輸
出
が
大

き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
後
、
日
本
の
石
炭
輸
出
量
は
大
正
初
期
を
ピ
ー
ク
に
し
て
以
後
急
速
な

減
退
傾
向
を
示
す
。
石
炭
産
出
量
に
占
あ
る
輸
出
比
率
に
至

っ
て
は
、
す
で
に
二
〇
世

紀
に
入
る
と
漸
減
傾
向
を
た
ど

っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
石
炭
産
出
量
に
占
め
る
国
内
消

費
比
率
は
次
第
に
増
大
し
、
第

一
次
大
戦
を
経
過
す
る
こ
ろ
か
ら
日
本
産
の
石
炭
の
大

部
分
が
再
び
国
内
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
国
内
石
炭
消
費
を

製
塩
用
、
船
舶
用
、
工
場
用
、
鉄
道
用
の
四
つ
に
分
類
し
て
、
そ
の
推
移
を
た
ど

っ
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
製
塩
用
は
量
的
に
は
漸
増
傾
向
を
た
ど
る
が
、
他
部
門
の
急
速
な
伸
び
に
押
さ

れ
て
国
内
消
費
量
に
占
め
る
比
率
は
低
落
に
向
う
。
し
か
も
製
塩
用
炭
の
使
用
は
比
較

的
に
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
い
わ
ゆ
る
十
州
塩
田
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
愛
知
、

三
重
、
そ
れ
に
常
磐
炭
田
に
近
い
福
島
、
茨
城
、
千
葉
等
の
諸
県
に
若
干
の
製
塩
用
炭

の
消
費
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
能
登
半
島
を
は
じ
め
と
す
る
北
陸

・
東
北
地
方
の

製
塩
業
で
は

明
治
末
年
に

至
っ
て
も
、

依
然
と
し
て
松
葉
焚
な
ど
の
薪
炭
類
に
依
存

し
、
石
炭
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

国
内
の
船
舶
用
炭
は
蒸
気
船
の
普
及
と
と
も
に
増
大
の
傾
向
を
た
ど
り
、
国
内
消
費



量
に
占
め
る
比
率
も
明
治
三
〇
年
代
以
降
、
幾
多
の
起
伏
を
描
き
な
が
ら
も
ほ
ぼ
二
〇

%
台
を
維
持
し
続
け
て
大
正
期
に
至

っ
て
い
る
。
船
舶
用
炭
が
明
治
期
日
本
の
石
炭
産

業
の
発
展
の
推
進
力
と
な

っ
た
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
国
内
に
お
け
る
石
炭
市
場

開
拓
の
側
面
に
つ
い
て
み
て
も
同
様
で
、
製
塩
用
炭
が
比
較
的
に
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
限

ら
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
日
本
海
側
を
含
む
蒸
気
船
の
寄
港
す
る
日
本
全
国
の

主
要
な
港
に
石
炭
市
場
を
拡
張
し
、
瀬
戸
内
海
以
外
の
地
域

へ
本
格
的
に
石
炭
が
進
出

す
る
強
力
な
推
進
力
と
な
っ
た
。
船
舶
用
炭
は
製
塩
用
と
は
や
や
異
な
る
高
カ

ロ
リ
ー

の
ボ
イ
ラ
ー
用
塊
炭
を
多
く
必
要
と
し
た
の
で
、
そ
れ
が
工
場
用
に
転
用
さ
れ
る
契
機

と
な

っ
た
。
そ
の
顕
著
な
例
は
四
日
市
港
を
軸
と
す
る
愛
知
、
三
重
等
の
諸
県
、
あ
る

い
は
早
く
か
ら
開
港
場
で
あ

っ
た
新
潟
港
等

で
あ
ろ
う

さ
ら
に
石
炭
市
場
開
拓
の
側

面
の
み
な
ら
ず
、
蒸
気
船
に
よ

っ
て
舶
用
機
関
の
知
識
に
習
熟
し
た
人
々
が
、
や
が
て

工
場
、
鉱
山
等
の
陸
用
蒸
気
機
関
の
導
入
に
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
な
ど
、
蒸
気
船

の
就
航
は
国
内
に
限

っ
て
み
て
も
、
交
通
、
通
信
、
運
輸
の
変
革

の
み
な
ら
ず
、
石
炭

産
業
そ
れ
自
体
の
発
展
や
石
炭
市
場
の
開
拓
、
あ
る
い
は
蒸
気
機
関
の
技
術
の
普
及
に

至
る
ま
で
、
広
汎
な
影
響
力
を
日
本
の
工
業
化
に
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
鉄
道
は
明
治
中
期
以
降
、
全
国
的
な
主
要
幹
線
の
伸
び
と

と
も
に
、
蒸
気
船
に
代

っ
て
次
第
に
主
要
な
国
内
交
通
機
関
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る

に
至
り
、鉄
道
用
炭
の
需
要
は
増
大
し
て
い

っ
た
が
、国
内
石
炭
消
費
量
に
占
め
る
比
重

は

一
〇
%
前
後
に
推
移
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
九
州
北
部
や
北
海
道
そ
し
て
常
磐
炭
田
の

よ
う
に
鉄
道
が
石
炭
産
業
と
緊
密
な
関
連
性
を
も

っ
て
発
展
し
た
例
も
存
在
し
た
が
、

全
国
的
に
は
石
炭
の
輸
送
は
そ
の
多
く
を
海
上
お
よ
び
河
川
の
運
輸
に
依
存
し
、
鉄
道

と
の
関
係
は
比
較
的
稀
薄
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て

の
全
国
的
な
鉄
道
網
の
整
備
と
と
も
に
鉄
道
が
日
本
の
工
業
化
に
果
し
た
役
割
は
海
運

に
も
ま
し
て
重
要
な
も
の
と
な
る
が
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
そ
の
先
駆
性
と
い
う
視
点

か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
石
炭
産
業
と
の
直
接
的
な
関
連
性
か
ら
い
え
ば
、
蒸
気
船
に

一
歩
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

工
場
用
炭
の
需
要
増
大

わ
が
国
に
お
い
て
工
場
用
と
し
て
石
炭
が
本
格
的
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
幕
府
海
軍

の
創
設

(長
崎
海
軍
伝
習
)
に
関
連
し
て
設
置
さ
れ
た
長
崎
製
鉄
所

(三
菱
長
崎
造
船
所
の

前
身
)
が
最
初
で
、
文
久
元
年

(
一
八
六
一
)
に
操
業
開
始
し
た
。

こ
れ
に
続
い
て
幕
末

維
新
期
に
主
と
し
て
東
京
お
よ
び
大
阪
周
辺
に
、
蒸
気
機
関
の
燃
料
な
ど
に
石
炭
を
多

量
に
消
費
す
る
近
代
的
機
械
設
備
を
整
え
た
官
営
工
場
が
い
く

つ
か
設
立
さ
れ
、
日
本

に
お
け
る
工
場
用
炭
使
用
の
先
駆
と
な

っ
た
。

・

こ
の
よ
う
に
工
場
用
炭
は
ま
ず
東
京
、
大
阪
と
い
う
二
大
都
市
を
中
心
に
市
場
を
開

拓
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
当
初
、
輸
送
手
段
の
不
備
な
ど
の
た
め
供
給
は
不
安
定

で
、
従

っ
て
価
格
の
変
動
も
大
幅
で
、
決
し
て
安
定
的
な
市
場
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
国
家
的
要
請
に
も
と
つ
く
官
営
工
場
で
あ
り
、
技
術
導
入
に
よ
り
蒸
気

機
関
と
い
う
近
代
的
設
備
を
設
置
し
た
技
術
的
条
件
に
従

っ
て
、
工
場
の
維
持
に
は
石

炭
は
必
須
の
も
の
で
あ

っ
た
。
や
が
て
こ
れ
を
契
機
に
工
場
用
炭
の
市
場
が
前
記
二
大

都
市
を
中
心
に
開
か
れ
、
加
え
て
船
舶
用
炭
、
あ
る
い
は
鉄
道
用
炭
の
需
要
増
大
に
も

支
え
ら
れ
て
、
明
治
二
〇
年
代
に
至
り
石
炭
の
安
定
的
な
市
場
が
よ
う
や
く
成
立
し
た

と
い
え
よ
う
。
次
い
で
こ
れ
ら
の
工
場
の
あ
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
官
業
払
下
げ
の
時

期
を
迎
え
、
民
間
企
業
と
し
て
再
発
足
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、

こ
れ
と
相
前
後
し
て

全
面
的
な
技
術
導
入
に
依
存
し
な
が
ら
綿
糸
紡
績
、
製
紙

(西
洋
紙
)、
セ
メ
ン
ト

等
の

石
炭
を
大
量
に
消
費
す
る
近
代
産
業
が
本
格
的
な
発
展
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
工
場
用

石
炭
消
費
量
の
中
に
占
め
る
民
間
企
業
の
比
率
は
次
第
に
増
大
し
、
官
営
部
門
を
圧
倒

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
工
場
も
初
期
の
こ
ろ
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
官
営
工
場
の
場
合
と
同
じ
く
東

京
、
大
阪
周
辺
に
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
二
〇
年
代
を
迎
え
る
と
と
も
に
、

名
古
屋
を
中
心
と
す
る
東
海
地
区
、
岡
山
、
広
島
を
は
じ
め
と
す
る
瀬
戸
内
海
沿
岸

}

帯
、
そ
し
て
産
炭
地
で
あ

っ
た
九
州
北
部
に
続
々
と
建
設
さ
れ
、
急
速
に
拡
散
作
用
を

展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
比
較

的
に
石
炭
輸
送
の
便
益
を
有
し
て
い
る
地
域
で
、
工
場
用
炭
の
需
要
は
急
激
な
増
大
を

み
せ
、
明
治
後
半
期
に
至

っ
て
は
工
場
用
炭
は
国
内
石
炭
消
費
量
の
半
ば
以
上
に
も
達

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
近
代
産
業
は
東
京
湾
以
西
の
太
平
洋
沿
岸
お
よ
び
瀬
戸
内
海
沿

岸
、
そ
れ
に
九
州
北
部
に
ま
ず
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
石
炭
の
み
を
唯

一



の
誘
因
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

綿
糸
紡
績
業
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
原
料

(原
棉
)

を
海
外
に
依
存
し
、
神
戸
、
横
浜
の
両
港
を
経
由
し
て
の
輸
送
や
製
品
の
分
配
等
の
便

益
を
も
同
時
に
考
慮
し
て
の
立
地
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
他
、
労

働
力
の
供
給
等
々
産
業
の
立
地
条
件
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

綿
糸
紡
績
業
に
お
い
て
は
原
料
の
棉
花
を
海
外
に
依
存
す
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
前
記
の

諸
地
域
に
多
く
の
工
場
が
設
置
さ
れ
た
が
、
製
紙
業
の
場
合
は
、
木
材
を
利
用
す
る
新

技
術
が
開
発
さ
れ
る
と
、
森
林
資
源
を
求
あ

て
山
間
部
に
立
地
し
、
中
に
は
動
力
を
水

②

力
に
依
存
し
、
燃
料
と
し
て
薪
炭
を
使
用
す

る
工
場
も
い
く

つ
か
設
置
さ
れ
、
石
炭
の

誘
因
は
紡
績
業
ほ
ど
に
強
い
も
の
で
も
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
明
治
期
に
日
本
海

側
に
立
地
し
た
の
は
、
綿
糸
紡
績
業
で
は
高
岡
紡
績
、
製
紙
業
で
は
北
越
製
紙
(新
潟
)
、

金
沢
製
紙
の
例
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
セ
メ
ン
ト
工
業
は
原
料
の
石
灰
石
の
賦
存
状
態
と
、
製
品
そ
れ
自
体
が

重
量
物
で
、
し
か
も
変
質
し
易
い
な
ど
の
こ
と
も
あ

っ
て
、
原
料
産
地
と
消
費
地

へ
の

傾
斜
が
前
二
者
の
産
業
に
比
較
し
て
は
る
か

に
強
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
八

年
東
京
深
川
に
始
ま

っ
た
セ
メ
ン
ト
工
業
は
、
明
治
二
〇
年
前
後
に
名
古
屋
を
中
心
と

し
た
東
海
地
区
、

大
阪
周
辺
、

瀬
戸
内
海
沿
革
、

九
州
北
部

へ
と

拡
が
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
踵
を
接
す
る
よ
う
に
し
て
早
く
も
明
治
二
〇
年
代
に
新
潟
、
富
山
、
石
川

等
の
日
本
海
側
の
諸
県
、
あ
る
い
は
高
知
県
、
熊
本
県
と
い
う
よ
う
な
地
方

へ
の
セ
メ

ン
ト
工
場
の
設
立
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
同
地
方
に
お
け
る
鉄
道
建

設
や
港
湾
整
備
等
の
工
事
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
量
的
に
は
さ
し
て

多
く
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
諸
地
方
に
お
い
て
セ
メ
ン
ト
工
業
が
石
炭
を
大
量
に
消
費

す
る
近
代
産
業
と
し
て
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

石
炭
を
大
量
に
消
費
す
る
近
代
産
業
は
前
記
の
三
業
種
の
他
に
も
、
精
糖
業
、
ビ
ー

ル
工
業
、
製
粉
業
、
…機
械
工
業
、
金
属
精
錬
業
等
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
産
業
に
よ

っ

て
条
件
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
概
し
て
い
え
ば
原
料
お
よ
び
燃
料
(石
炭
)
、
そ
れ
に
製

品
の
輸
送
等
の
便
益
を
有
力
な
要
因
と
し
て
、
東
京
湾
以
西
の
太
平
洋
岸
、
瀬
戸
内
海

沿
岸
、
そ
れ
に
九
州
北
部
等
の
前
述
の
諸
地
方
に
こ
れ
ら
の
産
業
は
立
地
し
、
い
わ
ゆ

る
工
業
先
進
地
域
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
石
炭
の
需
要
は

工
場
用
石
炭
消
費
量
の
約
八
〇
%
に
相
当
す
る
。
他
方
、
先
に
掲
げ
た
綿
糸
紡
績
業
、

製
紙
業
、
セ
メ
ン
ト
工
業
を
は
じ
め
と
す
る
石
炭
を
大
量
に
消
費
す
る
主
要
業
種
の
合

計
も
約
八
〇
%
に
達
す
る
が
、
こ
れ
ら
業
種
の
工
場

の
ほ
と
ん
ど
が
前
述
の
地
域
に
立

地
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
、
両
者

の

一
応
の

一
致
性
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
明
治
後
半
期

の
工
場
用
炭
は
前
記
の
工
業
先
進
地
域

と
い
わ
れ
る
比
較
的
限
ら
れ
た
地
域
の
、
し
か
も
主
要
産
業
と
い
わ
れ
る
、
こ
れ
ま
た

比
較
的
限
ら
れ
た
数
少
い
業
種
の
近
代
産
業
に
お
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分

(約

八
〇
%
)
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

水
力

の
利
用

江
戸
時
代
に
お
い
て
精
米
、

製
粉
や
鉱
山
等
、

さ
ま
ざ
ま
な

分
野

に
お
い
て
水
力

(水
車
)
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。

幕
末
維
新
期
の
官
営
工
場
に

お
い
て
も

数
多
く

設
置
さ
れ
た

蒸
気
機
関
に
交

っ
て
水
車
も
主
要
な
動
力
源
で
あ

っ

た
。
そ
の
こ
ろ

日
本
型
水
車
に

代

っ
て
洋
式
水
車

(タ
ー
ビ
ン
)
の
導
入

も
な
さ
れ
て

い
る
。
明
治
初
期
、
綿
業
振
興
を
め
ざ
し
て
計
画
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
十
基
紡
も
、
そ
の

多
く
が
棉
作
地
帯
に
立
地
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
石
炭
供
給
が
不
安
定
な
当
時
の
こ
と

と
て
、
水
車
に
依
存
す
る
も
の
が
少
く
な
か

っ
た
。
近
代
産
業
の
成
立
に
あ
た

っ
て
、

そ
の
動
力
源
を
石
炭

(蒸
気
力
)
に
求
め
る
か
、

そ
れ
と
も
水
力
の

開
発
を
進
あ
る
べ

き
か
は
、
し
ば
し
議
論
の
対
象
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
全
面
的
な

技
術
導
入
に
よ

っ
て
急
速
な
近
代
産
業
の
育
成
を
は
か
ろ
う
と
し
た

日
本
の

工
業
化

は
、
原
料
の
輸
入
や
製
品
の
輸
送
等
の
こ
と
も
考
慮
し
な
が
ら
、
比
較
的
水
力
に
恵
ま

れ
て
い
た
山
麓
地
帯
を
避
け
て
、
石
炭
市
場
の
安
定
化
と
と
も
に
前
述
の
よ
う
な
工
業

先
進
地
域
を
形
成
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
従

っ
て
日
本
の
工
場
動
力
は
比
較
的
初

期
の
こ
ろ
か
ら
蒸
気
機
関
の
馬
力
数
が
圧
倒
的
に
優
位
を
占
め
、
水
力

(洋
式
水
車
を
含

む
)
の
劣
勢
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。
ま
し
て
や
日
本
型
水
車

な
ど
は
と
る
に
足
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

・

⑤

し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
依
拠
し
て
い
る
主
要
な
統
計
の
多
く
が
、
従
業
員

一
〇

人
以
下
の
工
場
を

調
査
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

よ
う
や
く
明
治
四
二
年

(
一
九
〇

九
)
に
出
現
す
る

『
工
場
統
計
表
』
に
至

っ
て
従
業
員
五
人
以
上
の
工
場
が
加
え
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。
明
治
四
二
年
日
本
型
水
車
の
馬
力
数
の
合
計
は
従
業
員
五
人
以
上
の



工
場
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
業
員

一
〇
人
以
上
の
場
合
に
比
較
し
て

一
挙
に
二

⑧

倍
に
増
大
す
る
。
ま
た
日
本
型
水
車
は
近
代
技
術
の
知
識
に
よ

っ
て
設
計
さ
れ
た
機
械

で
は
な
い
の
で
、
統
計
調
査
の
際
、
馬
力
数

の
回
答
の
な
い
も
の
が
半
ば
以
上
に
達
す

る
年
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

一
般
に
利
用
さ
れ
て
い
る

明
治
期
の
工
場
用
水
力
馬
力
数
の
統
計
は
、
従
業
員
五
人
以
上
の
工
場
の
場
合
に
つ
い

て
も
、
少
く
と
も
数
倍

(五
～
六
倍
)
に
達
す

る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
し
て
や
日
本

型
水
車
の
本
拠
と
も
い
う
べ
き
従
業
員
五
人
以
下
の
工
場
や
農
業
を
含
む
全
水
力
の
馬

㎝

力
数
の
総
計
は
何
程
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
期
の
日
本
型
水
車
の
分
布
状
態
に
関
し
て
は
末
尾
至
行
氏
の
精
致
な
研
究
が
あ

る
。
同
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
工
業
化
の
進
展

に
と
も
な
っ
て
日
本
型
水
車
は
衰
退
す
る

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
増
大
の
傾
向
を
た
ど
り
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
は
明

ら
か
に
そ
の
速
度
が
増
大
す
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
明
治
期
に
お
い
て
日
本
型
水
車
が

利
用
さ
れ
た
業
種
は
製
糸
業
を

筆
頭
に
、
撚
糸
、

製
綿
、

織
物
等
の
繊
維
関
係
、
精

米
、
製
粉
等
の
食
品
関
係
、
そ
れ
に
製
材
業
等
の
諸
業
種
で
、
そ
の
立
地
も
前
述
の
近

代
産
業
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
内
陸
部
や
日
本
海
側
そ
れ
に
東
北
の
諸
県
に
も
広
く

普
及
し
て
い
る
。
と
く
に
製
糸
業
の
場
合
、
長
野
、
群
馬
、
山
梨
、
岐
阜
等
の
内
陸
諸

県
に
集
中
し
有
力
な
日
本
の
水
車
地
帯
を
形

成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
型
水
車

は
在
来
産
業
あ
る
い
は
中
小
工
業
に
お
い
て
広
範
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

水
力
の
利
用

は
こ
れ
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
。
先
に
製
紙
業

(西
洋
紙
)
に
お
け
る
水

力
の
利
用
に
つ
い
て
述

べ
た
が
、
金
属
鉱
山
も
水
力
の
利
用
の
盛
ん
だ

っ
た
業
種
で
、

日
本
型
水
車
と
と
も
に
洋
式
水
車

(タ
ー
ビ
ン
水
車

・
ペ
ル
ト
ン
水
車
)
が
活
躍
し
た
。
明

治
初
期
、
官
営
鉱
山
に
い
ち
早
く
蒸
気
機
関

が
導
入
さ
れ
た
が
、
比
較
的
石
炭
に
恵
ま

れ
て
い
た
西
日
本
地
区
の
鉱
山
は
別
と
し
て
、
中
部
山
岳
地
帯
や
東
北
地
方
の
諸
鉱
山

で
は
む
し
ろ
洋
式
水
車
に
依
存
し
な
が
ら
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
鉄
道
の
未
発
達
な
当

時
こ
れ
ら
の
諸
鉱
山

へ
の
石
炭
の
輸
送
は
困
難
で
、
依
然
と
し
て
薪
炭
類
が
盛
ん
に
使

⑨

用
さ
れ
、
せ
い
ぜ
い
精
錬
用
の
コ
ー
ク
ス
が
運
ば
れ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う

に
金
属
鉱
山
は

主
要
な
原
料
を

輸
入
に
迎
い
だ

製
造
工
業
部
門
の

近
代
産
業
と
異
な

り
、
全
く
日
本
の
地
下
資
源
に
依
存
し
て
存
立
し
得
た
産
業
だ
け
に
石
炭
に
は
比
較
的

縁
が
乏
し
く
、
水
力

へ
の
強
い
傾
斜
が
み
ら
れ
た
。
二
〇
世
紀
に
は
い
る
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
ら
水
力
と
電
力
と
の
結
び
つ
き
は
急
速
に
深
ま
り
、
金
属
鉱
山
は
わ
が
国
に
お
け

る
電
化
の
進
展
の

一
つ
の
有
力
な
基
地
と
な

っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

炭
坑
業
は
こ
れ
と
は
対
照
的
に
水
力
に
依
存
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
蒸
気
機

関
の
動
力
に
よ

っ
て
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
炭
坑

へ
蒸
気
機
関
が

一
応
普
及
し
た
明
治

三
〇
年
ご
ろ
に
は
石
炭
産
出
量
の
約

一
五
～
二
〇
%
の
石
炭
が
炭
坑
自
体
の
燃
料
や
動

力
の
た
め
に
産
炭
地
に
お
い
て
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
炭
坑
に
お
い
て
自
家
用
の

火
力
発
電
が

開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
比
率

は
さ
ら
に
増
大
す
る
の
で
あ

る
。
従

っ
て
業
種
別
分
類
で
は
炭
坑
業
そ
れ
自
体
が
石
炭
を
最
も
大
量
に
消
費
す
る
業

種
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
じ
鉱
山
業
と
は
い
え
金
属
鉱
山
と
炭
坑
業
は
石
炭
に
関
す

る
限
り
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
表
に
よ
り
鉱
山
業
に
お
け
る
動

力
の
変
化
を
明
治
三

一
～
三
五
年
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

五

エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用

の
多
様
化

明
治
期
の
工
場
用
炭
は
い
わ
ゆ
る
工
業
先
進
地
域
に
お
け
る
近
代
産
業
に
お
い
て
集

中
的
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
述

べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
後
期
に
至
る
と
製
糸

業
、
繊
物
業
な
ど
の
よ
う
に
輸
出
に
傾
斜
し
な
が
ら
近
代
化
の
道
を
進
ん
で
き
た
在
来

産
業
を
先
頭
に
し
て
、
地
方
産
業
に
も
次
第
に
石
炭
は
浸
透
し
は
じ
め
た
。
長
野
県
を

は
じ
め
群
馬
、
山
梨
、
山
形
等
の
諸
県
が
製
糸
業
や
織
物
業
に
大
量
に
石
炭
を
消
費
す

る
地
域
と
し
て
登
場
し
て
き
た
。
内
陸
部
の
大
都
市
で
あ
る
京
都
で
よ
う
や
く
石
炭
が

大
量
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
時
期
で
、
そ
の
大
部
分
が
織
物
、
染
色
等

の
業
種
で
消
費
さ
れ
た
。
ま
た
清
酒
、
醤
油
等
の
在
来
か
ら
の
醸
造
業
に
お
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
の
地
方
で
石
炭
が
本
格
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
福
井
県
、

高
知
県
等
で
和
紙
製
造
の
た
め
に
石
炭
を
使
用
し
は
じ
め
た
の
も
、
や
は
り
こ
の
時
期

で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
治
後
期
と
も
な
る
と
、
工
場
用
炭
の
消
費
は
依
然
と
し
て

工
業
先
進
地
域

へ
の
集
中
度
が
高
か

っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
比
率
は
や
や
低
落
傾
向
を

見
せ
は
じ
め
そ
れ
以
外
の
地
域

(東
北
地
方
、
日
本
海
側
、
内
陸
諸
県
、
九
州
・
四
国
の
南
部

地
域
)
に
も
製
糸
、
織
物
、
醸
造
、
製
紙

(和
紙
)
等
の
在
来
産
業
に
石
炭
の
消
費
が
着

㎝

実

に
拡
大
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
石
炭
が
最
も
浸
透

し
に
く
い
と
思
わ
れ
て
い
た
農
村
に
も
蒸
気
機
関
は
進
出
し
、
信
濃
川
や
利
根
川
の
下



流
地
区
を
は
じ
め
、
全
国
の
主
要
河
川
に
農
業
用
揚
排
水
機
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
大
正
元
年

(
一
九

一
二
)
八
月
末
現
在
に
お
い
て
そ
の
馬
力
数
の
総
計
は

一
八
、
二

七
五
馬
力
に
達
し
て
い
た
。

近
代
産
業
の
側
に
お
い
て
も
こ
の
時
期
に
鉄
鋼
業
、
機
械
工
業
等
重
工
業
関
係
の
石

α帥

炭
消
費
量
の
伸
び
が
次
第
に
顕
著
と
な
り
つ
つ
あ

っ
た
。
電
気
事
業
も
水
力

へ
の
移
行

期
に
さ
し
か
か
り
伸
び
悩
み
を
み
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
石
炭
を
大
量
に
消
費
す
る
産

業
と
し
て
台
頭
し
、
ま
た
ガ
ス
事
業
も
電
灯

の
普
及
に
よ

っ
て
伸
び
悩
み
を
み
せ
つ
つ

も
、
都
市
化
の
進
展
と
と
も
に
電
気
事
業
と
同
様
の
傾
向
を
示
す
。
先
に
京
都
の
例
に

よ
っ
て
都
市
の
中
小
工
業

に
お
け
る
石
炭
消
費
量
の
伸
び
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
都

市
、
と
く
に
大
都
市
に
お
け
る
中
小
工
業
や

一
般
的
な
消
費
生
活

へ
の
石
炭
の
浸
透
は

顕
著
な
も
の
が
あ

っ
た
。
と
く
に
石
炭
輸
送

の
便
益
を
有
す
る
阪
神
地
域
は
そ
の
代
表

圃

的
な
例
証
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
石
炭
の

需
要
は
動
力
と
し
て
蒸
気
機
関
に
石
炭
を
使
用
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
燃
料
と
し
て
石

炭
を
消
費
す
る
傾
向
を
強
め
、
か

つ
て
の
近
代
産
業
の
場
合
と
い
さ
さ
か
様
相
を
異
に

し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
石
炭
の
利
用
は
こ
の
こ
ろ

一
段
と
進
み
つ
つ
あ

っ
た
が
、
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
こ
の
時
期
と
も
な
れ
ば
輸
出
の
占
め
る
比
重
は
急
激
に
低
下
し
、
日
本
の
石

炭
産
出
額
の
大
部
分
が
国
内
消
費
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
の
石
炭
産
出
額

の
主
要
な
部
分
が
前
記
の
諸
部
門
を

含
む
い
わ
ゆ
る

(広
義
の
)
工
場
用
炭

に
よ

っ
て

占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第

一
次
大
戦
期
に
日
本
の
石
炭
消
費
量
が
飛
躍

的
な
伸
び
を
示
し
た
こ
と
を
併
せ
て
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
工
場
用
炭
の
伸
び
が

い
か
に
急
激
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
容
易
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
期
は
ま
た
同
時
に
電
力
の
伸
び
が
極
め
て
顕
著
で
、
工
場
動

力
の
蒸
気
力
か
ら
電
力

へ
の
転
換
が
急
速
に
進
行
し
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
主
力
は
火

力

(石
炭
)
で
は
な
く
て
水
力
で
あ

っ
た
。

ま

た

一
方
で
は

電
化
の
急
速
な
普
及
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
日
本
型
水
車
は
容
易
に
姿
を
消
さ
ず
、
先
に
述
べ
た
製
糸

業
を
中
心
と
す
る
水
車
地
帯
に
代

っ
て
、

第

一
次
大
戦
後

大
都
市
周
辺
部

(東
京
、
愛

知
、
京
都
、
大
阪
、
兵
庫
の
諸
府
県
)
に
お
い
て

都
市
型
雑
工
業

の
動
力
と
し
て

根
強
く

㈹

生
命
を
保
ち
続
け
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
全
国
各
地

の
農
村
に
も
数
多
く
の
各
種
の
水
車
が
残
存
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
二
〇
世
紀
に
な

っ
て
か
ら
の
日
本
の
工
業
化
の
進
展
は
石
炭
に
ま
す
ま
す
依
存
す
る
こ
と
が
多
く
な
る

一
方
、
水
力
の
開
発
も
そ
の
速
度
を
急
速
に
高
め
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
明
治
期
に
お
け
る
工
場
用
石
炭
消
費
量
の
推
移
を
水
力
と
対
比
し
な
が
ら
考

察
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
れ
が
近
代
産
業
の
成
立
や
産
業
構
造
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
は
深
く

立
入
る
ま
で
に

至
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
他
石
炭
の
価

格
、
流
通
機
構
、
輸
送
手
段
等
々
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
今
後
、
さ
ら
に
研
究
を
深

め
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

注
ω

そ
れ

で
も
内
陸
部

へ
の
石
炭

の
輸

送
は
容
易

で
は
な
く
、
内
陸
部
に
立
地
し
た
工
場

や
鉱
山

で
は
近
く

の
低
品
位
炭
を
採
掘
し
て
自
給
し
た
記
録

が
あ

る
。
た
と
え
ば
富
岡
製
糸
所
、

阿
仁

鉱
山
、
院
内
鉱
山
、
尾
去
沢
鉱
山
、
釜
石
鉱
山
等

々
。
九
州
北
部
、

宇
部
、
常
磐
、
北
海

道
等

の
い
わ
ゆ
る
産
炭
地
以
外

の
出
炭
比
率

(全
国
出
炭
高

に
対
す
る
比
率
)

が
最
高
に
達
す
る
の

が
明
治

二

一
年

で
八
%

で
あ
る
。
以
後

そ
れ
ら

の
産
出
量
は

フ
ラ
ッ
ト
と
な
り
比
率
は
低
下
す

る

(
『帝
国
統
計
年
鑑
』
よ
り
算
出
)
。

こ
れ
は
石
炭
市
場
が

こ
の
こ
ろ

一
応
成
立
し
た

こ
と
を

意
味
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
和
歌
山
県
南
部

や
天
草
島

の
無

煙
炭
、
そ
れ
に
愛
知

県
の
亜
炭
等
は
そ
の
後
も
永
く
生
き
続

け
た
。

②

王
子
製
紙
気
田
工
場

・
中
部
工
場
、
富
士
製
紙
入
山
瀬

工
場
等

で
は
タ
ー
ビ
ン
水
車
が
用
い

ら
れ
た
。
入
山
瀬
工
場

(
タ
ー
ビ

ン
水
車

三
基

・
ア
メ
リ
カ
製

・
総
計

一
二
二
二
馬
力

・
明
治

二
三
年

一
月
操
業
開
始
)

の
場
合
、
あ

ら
か
じ
め
試
算
さ
れ

た
蒸
気
機
関
と
タ
ー
ビ
ン
水
車
の

比
較
は
第
三
表

の
通
り
で
タ
ー
ビ
ン
水

車
を
有
利
と
判
断
し
た
。

③

拙
稿

「
明
治
期

の

工
場
用
石
炭

消
費
量

に

つ
い
て
」
(宮
本
又
次

先
生

古
稀
記
念
論
文
集

『
近
代
経
済

の
歴
史
的
基
盤
』
所
収
)

④

岡
本
幸
雄

「
創
設

・
勃
興
期

に
お
け
る
紡
績
企
業
と

動

力
資
源
問
題
管
見
」

『西
南
学

院
大

学

商
学
論
集
』
第
二
二
巻
第

一
号

⑤

『農
商
務
統
計
表
』
『帝
国
統
計
年
鑑
』

そ
れ

に
各
府
県
発
行

の
統
計
書
類
。

⑧

明
治

四
二
年

の

『
農
商
務
統
計
表
』
(
従
業
員

一
〇
人
以
上
)
と

『
工
場

統
計
表
』

(従
業
員

五
人
以
上
)
を
比
較
。

㎝

ど

の
よ
う
な
基
準
に
従

っ
て
調
査
さ
れ
た
も

の
か
は
不
明
で
あ

る
が

『
日
本
帝
国
第
五
統
計



年
鑑
』

に
よ
れ
ば
明
治

一
八
年

六
月
現
在

の
全
国
の
水
車
場

の
統
計
は
四
九
、
○
〇
二
カ
所

で

あ

る
。

⑧

末
尾
至
行

「
明
治
時
代
、

特

に
明
治
末
期
に
お
け
る

水
車
動
力
の
意
義

に
つ
い
て
」

『
人
文

地

理
』
第
九
巻
第
四
号
を
は
じ
め
多
数

の
論
文
が
あ

る
。
本
大
会
に
お
い
て
も
自
由
論
題
報
告

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係

の
部
」
で
報
告
が
な
さ
れ
る
。

③

『
鉱
山
発
達
史
』
『
日
本
鉱
業
誌
』

そ
の
他
、
各
社

の
社
史
類
を
参

照
。

㎝

『
農
商
務
統
計
表
』

に
よ
れ
ば
蒸
気
機
関
馬
力
数
に
お

い
て
も
石
炭
消
費
量
に
お
い
て
も
炭

坑
業
が
最
大

の
業
種

で
あ
る
。

前
掲
拙
稿
。

農
商
務
省
農
務
局
編

『
農
業
用
揚
水
機
調
査

・
第
二
次
』
等
を
参
照
。

官
営

八
幡
製
鉄
所
、
呉
海
軍
工
廠

等
、
当
時

の
鉄
鋼
業
、
機
械
工
業
に
お
い
て
は
官
営

工
場

の
占
め
る
比
率
が
高
く
、
明
治
末
に
至

っ
て
工
場
用
石
炭
消
費
量
に
占
め
る
官
営
工
場

の
比
率

は
再
び
上
昇
を
は
じ
め
る
。

大
阪

の
石
炭
消
費

量
の

推
移
に

つ
い
て
は

『
大
阪
府
統
計
書
』
『
大
阪
市
統
計
書
』
以
外
に

『大
阪
府
下
石
炭

需

用
高
統
計
表
』

(大

阪
石
炭
商
同
業
組
合
11
大
阪
石
炭
協
会

・
明
治
三
八

年
創
刊

?

・
昭
和
初
期

に
至

る

・
年

刊
)
と

い
う
詳
細
を
極

め
た
統
計
が
あ
る
。
工
場
以
外
の

一
般
的
消
費

で
は
電
気
、
ガ

ス
、
水
道

(揚
排
水
用
蒸
気
機
関
)
、
病
院
、

火
葬
場
、

洗
湯
等

公
共
的
性
格

の
石
炭
消
費
が
先
行
し
、
や
が
て
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
サ
ー

ビ
ス
産
業

部
門

や

一
般
家
庭

へ
と
石
炭
は
浸
透
し
て
い

っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

『帝
国
統
計
年
鑑
』
『農
商
務
統
計
表
』

に
お

い
て
は

国
内
石
炭
消
費

量
を
船
舶
用
、
鉄
道

用
、
製

塩
用
お
よ
び
工
場
用

の
四

つ
に
分
類

し
、
前
三
者

に
属
さ
な

い
よ
う
な
石
炭
消
費
量
を

一
括
し
て
工
場
用
と
し
た
も

の
の
よ
う
で
、

工
場
用
石
炭
消
費
量
は
純
然
た
る
工
場

の
み

の
石

炭
消
費

量
を
意
味
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
官
営

工
場
を
は
じ
め
鉱
山
に
お
け
る
石

炭
消
費
、
事
務
所

の
暖

房
用
、
洗
湯
用

の
石
炭
等
も
工
場

用
に
含
ま
れ

て
い
る
。
た
だ
し

『農

商
務
統
計
表
』

(工
場

の
部
)
は
明
治
三
六
年
以
降
各
省
別
の

官
営
工
場

の
石
炭
消
費
量
を
か

か
げ
る

一
方
、
明
治
三
八
年
以
降
民
間
工
場

の
み
の
石
炭
消
費
量
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ

の
な
か
で
明
治
三
八
～
四

一
年
、
明
治
四
三
～
大
正

二
年

に

つ
い
て
は
鉱
山
業
を
含
み
、
明

治
四
二
年
、
大
正
三
～
七
年

に

つ
い
て
は

鉱
山
業
を
含
ま
な
い
。
『
工
場

統
計
表
』

は
工
場

の

み

の
石
炭
消
費
量

で
あ
る
。
従

っ
て
先
に
述
べ
た
広
義

の
工
場
用
石
炭
消
費

量
か
ら
民
間
工
場

官
営
工
場
、
鉱
山
業
等
の
石
炭
消
費
量
を
差
引
い
た
も

の
が

一
般
的
消
費
部
門

の
石
炭
消
費

量

で
あ
る
。

個

『
農
商
務
統
計
表
』

(従
業
員

一
〇

人

以
上

の
工
場
)
『
工
場
統
計
表
』

(従
業
員

五
人
以
上

の
工
場
)
に
よ
れ
ば

日
本
型
水
車
の
み
の
統
計
が
台
数

に
つ
い
て
は
明
治

三
六
年
以
降
、

馬
力

数

に

つ
い
て
は
明
治

三
八
年
以
降
明
ら
か

で
、
府
県
別
分
布
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
な

お
こ

れ

に
よ
れ
ば
日
本
型
水
車

一
台

当
り
平
均
馬
力
数
は
約

二
馬
力

で
あ
る
が
、
第

一
次
大
戦

以
降

に
顕
著
と
な
る
大
都
市
周
辺

の
日
本
型
水
車

の

一
台

当
り
平
均
馬
力
数
は
約
八
馬
力
と
な
る
。

石
炭

の
国
内

に
お
け

る
海
上
輸

送
や
輸
送
手
段
に

つ
い
て
は

『
大
日
本
帝
国
港
湾
統
計
』
な

ど

に
よ

っ
て
み
て
も
不
明
な
点
が
多

い
。
『
筑
豊
石
炭
砿
業
組
合
報
告
』

(筑
豊
石
炭
砿
業
組
合

・
明
治

一
八
年

創
刊

?

・
同
三
七
年

七
月

『
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
統
計
月
表
』

へ
継
続

・月
刊
)

や

『
門
司
石
炭
商
同
業
組
合
取
扱
炭
報
告
』

(門
司
石
炭
商
業
同
業

組
合

・明
治
三
三
年
創
刊

?

・
月
刊
)
に
よ

っ
て
、

そ
れ
を
補
う
あ
る
程
度

の
推
測
は
可
能

で
あ
る
。



第 1 表 石 炭 需 給 比 率 一 覧 単位(%・ 仏 トン)

明治 ・大正年
(西暦)

供 給

産出

輸入

合 計(100%) 需 要

数 量 指 数
需給差引

国 内消費内訳(合 計100%)

船 副 鉄 道匡 劇 製 塩

資料:『 農商務統 計表』

備考:① 需給差 引の項 の(一)は 供給 よ り需要 が多 い ことを示 す。

② 石 炭産出高(産 出の項)はr帝 国統計年鑑』のそれ と異 る。

③%は4捨5入 したので合計が100%に な らない ものが ある。
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第2表 各 種 鉱 山 機 種 別 馬 力 数 単位(馬 力,()は 箇数)

明 治 年

金

属

水 車

汽 機

発 電 機

石油発動機

31 32 33 34 35

鉱

山

非

金

属

鉱

山

石

炭

鉱

山

小 計

汽 罐

水 車

汽 機

発 電 機

石油発動機

小 計

汽 罐

水 車

汽 機

発 電 機

石油発動機

小 計

汽 錘

原 動 機 総 計

汽 罐 総 計

資料:r鉱 業概覧』(東 京鉱山監督署 ・明治36年)

備考:汽 錘 は公称馬力,そ の他は実馬力。

第3表 富 士 製 紙 入 山 瀬 工 場 の 動 力 比 較

a.設 備 建 設 費

水 車

水路建設

33,684円142

26,409.142

蒸気機関

煉瓦工事(煙突を含む)

32,912円500

10,000.000

水車および付属品 7,275.000 蒸気機関および汽缶 22,912.500

b.運 転 費(1力 年間)

水 車(1馬 力24円548) 17,777円367

償却費(15年 償却)

利 子(年1割)

145.500

3,368.410

修繕費(原価 の5%) 1,684.207

水 代 0

油類(1日1円) 300.000

給料(器 械方・名・油差・名・旙 ・名)}・ … α…

運送費(本社製品にて工場より
本社へ運ぶ)

11,279.250

蒸気機関(1馬 力54円382) 66,455円034

償却費(汽 缶15年,機 関50年 償却)

利 子(年1割)

1,060.834

3,291.250

修繕費(原価の5%) 613.750

石炭代(1馬 力1時 間3膀 積 り) 59,389.200

油類(1日2円) 600.000

給料(器械方・名・油差・名・火夫・名)1 1,500.000

資料:r工 学 会誌』No.93,「 富士 製紙会 社工場 ノ概況」


