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第 3章　逆境を乗
の

り越
こ

えて

鉄
道
は
国
の

発
展
に
と
っ
て

と
て
も
重
要
だ

今
回
の

視
察
で
そ
の

思
い
は
ま
す
ま
す

強
く
な
っ
た

１
８
８
９
（
明
治
22
）
年

民た
み

之の

助す
け

は
帰
国
す
る
。
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翌
１
８
９
０
（
明
治
23
）
年

東
京
・
赤
坂
区
溜た

め

池い
け

町

私
の
志

こ
こ
ろ
ざ
し

は

日
本
の
発
展
に

鉄
道
敷ふ

設せ
つ

で

貢こ
う

献け
ん

す
る

こ
と
だ

こ
の
会
社
の

設
立
が

私
に
と
っ
て
の

新
た
な

出
発
点
と
な
る

こ
の
年
、
民
之
助
は

結
婚
し
た
。

妻
せ
つ
は

現
在
の
跡あ

と

見み

学
園
の

創
始
者
で
あ
る

跡
見
花か

蹊け
い

の
養
女
だ
っ
た
。

末
長
く

よ
ろ
し
く

頼た
の

む

こ
ち
ら

こ
そ

東
京
駅

皇
居

赤坂溜池町
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１
８
９
２
（
明
治
25
）
年

長
女
万
千
代
誕
生
。

こ
の
子
は

私
の

お
ば
あ
さ
ま
の

実
家
で

今
は

途と

絶だ

え
て
る

五ご

島と
う

家
を

再
興
さ
せ
よ
う

私
の
名
前

五
島
万
千
代

も
う
す
ぐ
２
歳さ

い

万
千
代
は

１
９
１
２
（
明
治
45
）
年

農
商
務
省
官
僚
の

小
林
慶け

い

太た

と
結け

っ

婚こ
ん

。

小
林
は
、
以
後
五
島
姓
を

名
乗
り
…
…
、

小林慶太
万千代

そ
の
長
男

五
島
昇の

ぼ
る

は

東
急
電
鉄

社
長
な
ど
を

務
め
た

実
業
家
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。

１
８
９
３
（
明
治
26
）
年
、

長
男
民
十
郎
誕
生
。

こ
の
子
に
は

権
十
郎
の
「
十
」、

そ
し
て
私
の
「
民
」

の
字
を
入
れ
た

名
前
を
つ
け
よ
う

１
８
９
５

（
明
治
28
）
年
、

次
男
権
九
郎
誕
生

後
に
東
急
の
社
長
・

会
長
に
な
る
。
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こ
の
子
は

私
の
父

権
十
郎
か
ら

名
前
を

も
ら
お
う

あ
っ
と
い
う
間
に

家
族
が

増
え
ま
し
た
ね

１
８
９
６
（
明
治
29
）
年

山
陽
鉄
道
の

２
工
区
を

受
注
し
た

民
之
助
は

生し
ょ
う

涯が
い

に

た
く
さ
ん
の
子
ど
も
を

も
う
け
た
。

家
族
を
思
う
気
持
ち
は

人
一
倍
の
も
の
だ
っ
た
。

長
男
の
民
十
郎
は

後
に

洋
画
界
で
活か

つ

躍や
く

し
、

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

先せ
ん

駆く

者し
ゃ

と
な
っ
た
。

次
男
の
権
九
郎
は

ド
イ
ツ
で
先
進
的
な

建
築
技
術
を
学
び

１
９
３
２
（
昭
和
７
）
年
に

久く

米め

建
築
事
務
所

（
現
・
久
米
設
計
）
を

創
設
し
た
。

43
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全
社

一
丸
と
な
っ
て

励は
げ

め
よ

大だ
い

甲こ
う

渓け
い

鉄
橋

民
之
助
は
台
湾
に

久
米
工
業
所
を
設
立
し

数
々
の
難
工
事
を

成
功
さ
せ
た
。

台た
い

湾わ
ん

同
年
、
日
本
統
治
下
の

台
湾
で

鉄
道
を
敷し

く
工
事
が

久
米
組
に
命
じ
ら
れ
る
。

会
社
が
土
木
工
事
で

拡か
く

大だ
い

し
て
い
く
な
か

民
之
助
は

思
い
出
深
い

故
郷
を
忘
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
節
は

大
変
お
世
話
に

な
り
ま
し
た

沼ぬ
ま

田た
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ず
い
ぶ
ん
と

立
派
に

な
ら
れ
て

こ
ん
に
ち
の

私
が
あ
る
の
は

故
郷
の

人
た
ち
の

温
か
い
心こ

こ
ろ

遣づ
か

い
が

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ

…
…

と
こ
ろ
で

民
之
助
さ
ん

は
い

地
元
選
出
の

代
議
士
に
な
っ
て

も
ら
え
ま
せ
ん
か
？

私
が
？

１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
３
月

第
５
回
衆
議
院
選
挙
。

民
之
助
は

群
馬
県
第
一
区
か
ら

出
馬
し
て
選
出
さ
れ
、

36
歳
で
衆
議
院
議
員
に

な
っ
た
。

あ
の
若
者
に

…
…
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日
本
の
た
め

地
域
の
た
め
に

も
っ
と
働
く
ぞ

初
め
て
衆
議
院
選
挙
で

当
選
し
た
直
後
、

民
之
助
は
正
覚
寺
で

能
を
舞ま

っ
た
。

能
は
民
之
助
の

趣し
ゅ

味み

の
ひ
と
つ
で

玄く
ろ
う
と人
は
だ
し
で

あ
っ
た
。
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こ
の
た
び
の

選
挙
で
は

み
な
さ
ま
に

大
変
お
世
話
に

な
り
ま
し
た

わ
れ
わ
れ
に
し
て
も

民
之
助
さ
ん
な
ら

ず
い
ぶ
ん

頼
も
し
い
と

い
う
も
の
で
す

ち
な
み
に
正
覚
寺
は

久
米
家
の

菩ぼ

提だ
い

寺
で
あ
る
。

そ
の
後
、
民
之
助
は

１
９
０
３
（
明
治
36
）
年
ま
で

連
続
４
回
当
選
し

衆
議
院
議
員
を
務
め
て
い
る
。

数
年
後
ー

や
あ

久
し
ぶ
り
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古
川
阪
次
郎
く
ん
、

工
部
大
学
校

時
代
か
ら
の

学
友
の
き
み
に

相
談
が
あ
っ
て
ね

そ
う
か

鉄
道
局
で

働
い
て
い
る

私
に
ど
ん
な

相
談
だ
い
？

日
本
の
国
力
を

高
め
る
た
め
に

副ふ
く

総そ
う

裁さ
い

に
ひ
と
つ

進
言
な
ん
だ
が

群
馬
県
高
崎
か
ら

新
潟
県
長
岡
ま
で
を

結
ぶ
鉄
道
の
敷
設
を

検
討
し
て
も
ら
え
な
い

だ
ろ
う
か
？

こ
ん
な

ふ
う
に

確
か
に

よ
い
案
だ
が
…
…

う
う
む
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三
国
連
山
で

行
き
止
ま
り
に

な
る
だ
ろ
う

工
事
が

難
し
す
ぎ
る

な
…
…

な
ん
と
か

な
ら
ん
か
？

今
の
技
術
で
は

無
理
だ

民
之
助
が
進
言
し
た
の
は

現
在
の
上

じ
ょ
う

越え
つ

線
に
あ
た
る

鉄
道
路
線
だ
っ
た
。

こ
の
時
は

か
な
わ
な
か
っ
た
が
、

後
年
敷
設
が
実
現
し
、

重
要
な
路
線
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で

わ
が
社
は

鉄
道
敷
設
を

主
と
し
た
工
事
を

手
が
け
て
き
た

は
い

隧ず
い

道ど
う

（
ト
ン
ネ
ル
）
で

新
潟
と
結
べ
ば

わ
が
国
の
重
要
幹
線
に

な
る
こ
と
は
明
白
だ
！
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が
、

こ
れ
か
ら
は

産
業
を

さ
か
ん
に
す
る

事
業
も

手
が
け
て

い
き
た
い

…
…
と

い
い
ま
す
と

？う
ー
ん

タ
バ
コ
や
葉
巻
を

あ
つ
か
う
の
は

ど
う
だ
ろ
う

民
之
助
は
新
た
に

代
々
木
商
会
を

設
立
し
、

タ
バ
コ
と
葉
巻
の

製
造
販
売
を

手
が
け
る
た
め

東
京
・
代
々
木
に

工
場
を
建
て
た
。

工
場
は

わ
が
家
の

と
な
り

そ
し
て

そ
こ
の
社
長
は

権
九
郎
、

お
ま
え
だ

え
!?

ぼ
く

ま
だ
小
学
生

な
ん
だ
け
ど

い
い
の
？

問
題

な
し
！
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タ
バ
コ
・
葉
巻
の
本
場

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
か
ら

数
人
の

技
師
・
職
工
を
招
い
た
。

こ
ん

に
ち
は

や
あ
、

よ
ろ
し
く

頼
む
よ

だ
が
、

２
年
後
に
タ
バ
コ
は

国
の
事
業
に

な
っ
た
た
め
、

民
之
助
の
事
業
は

大
蔵
省
に

引ひ

き
継つ

が
れ
た
。

う
ま
く

い
っ
て
た
の
に

残
念
…
…

１
９
０
４・
１
９
０
５
（
明
治
37
・
38
）
年
、

日
露
戦
争
に
勝
っ
た
日
本
は

朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

半
島
に
進
出
す
る
。

や
が
て
朝
鮮
を
植
民
地
化
し

さ
ら
に
中
国
東
北
部
（
満
州
）
に
も

勢
力
を
伸の

ば
し
て
い
く
。

朝
鮮
や
満
州
の

鉄
道
敷
設
の

仕
事
が

入
っ
て
き
た

１
９
０
９
（
明
治
42
）
年

ま
で
に
朝
鮮
京キ

ョ
ン

義イ

線
を

開
通
さ
せ
る
。

朝鮮

中国
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故
郷
の

沼ぬ
ま

田た

に
も

鉄
道
の
利
便
を

図
り
た
い
も
の
だ

民
之
助
を
中
心
に

計
画
さ
れ
た
鉄
道
は

１
９
１
１
（
明
治
44
）
年
、

渋
川
ー
沼
田
間
の

21
・
３
km
を
結
ぶ

馬
車
軌き

道ど
う

と
し
て

開
通
し
た
。

こ
れ
が

利
根
軌
道
で

あ
る
。

利
根
軌
道
は

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
に

電
化
さ
れ
、

沼
田
の
人
々
や
貨
物
を
運
ん
だ
。

と
う
と
う

沼
田
に
も

電
車
が

来
た
ぞ

い
い

時
代
に

な
っ
た
も
ん
だ

民
之
助
は
、
土
木
（
道
路
、
鉄

道
、
電
力
）
を
通
じ
て
地
域
を

開
発
し
発
展
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、

晩
年
の
金ク

ム

剛ガ
ン

山
の
開
発
に
通
じ

て
い
く
。

渋川沼田

沼田公園

利根川
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南
満
州
鉄
道

朝
鮮
湖
南
線

な
ど
の
敷
設
を

手
が
け
た
。

久
米
邸

能
楽
堂

見
事
な
舞ぶ

台た
い

で

ご
ざ
い
ま
し
た

い
や

下
手
の
横
好
き

で
す
よ

こ
の
こ
ろ
、

現
在
の
代
々
木

上
原
に
邸や

し
き

を

移
し
て
い
た
。

平
ピョン

壌
ヤ ン

京
義
線

湖ホ

南ナ
ム

線

新
シ

義
ニ

州
ジ ュ

京
キョン

城
ソ ン

仁
イン

川
チョン

大
テ

田
ジョン

木
モク

浦
ポ

釜
プ

山
サン
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ご
謙け

ん

遜そ
ん

を

民
之
助
は

能
好
き
が
高
じ
て

邸て
い

宅た
く

内
に
能
楽
堂
を

構
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

ち
な
み
に
久
米
邸
に
あ
っ
た

能
舞
台
は
東
京
・
表
参
道
に

移
築
さ
れ
、
青
山
銕て

っ

仙せ
ん

会
に

現
存
し
て
い
る
。

民
之
助
は
、

能
へ
の
支
援
も

惜お

し
ま
な
か
っ
た
。

ど
こ
か
に

飾か
ざ

り
た
い

作
品

で
す
ね

お
出
か
け
か
…
…

仲
が
良
く
て

何
よ
り
だ

書
も
好
み
…
…
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さ
ら
に
仏
教
に

帰き

依え

し
、

心
の
修
行
の
た
め

托た
く

鉢は
つ

行あ
ん

脚ぎ
ゃ

し
て
も

い
る
。

人
と
し
て
の

徳
を

積
み
た
い

１
９
１
５
（
大
正
４
）
年

継け
い

母ぼ

い
く
の

喜き

寿じ
ゅ

の
祝し

ゅ
く

宴え
ん

が
行
わ
れ
た
。

お
ば
あ
さ
ま

こ
の
た
び
は
お
元
気
に

喜
寿
を
迎む

か

え
ら
れ

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

あ
り
が
と
う

権
九
郎
さ
ん

い
つ
ま
で
も

長
生
き
し
て

く
だ
さ
い
ね

い
い
子
ど
も
や

孫
に
恵め

ぐ

ま
れ
て

私
は
幸
せ
で
す
よ
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お
や

何
か
し
ら
？

左
に
い
る
の
は

民
之
助
さ
ん
の

娘む
す

婿め
む
こ

の

五
島
慶け

い

太た

さ
ん

で
す
ね

新し
ん

婚こ
ん

夫
婦

と
い
う

趣
向
ら
し
い

で
す
よ

こ
り
ゃ

お
か
し
い

土
俵
入
り
で
も

し
そ
う
な

立
派
な
体
格
の

娘
さ
ん
と
は

ま
た
、

近
所
の
人
と
も

気
さ
く
に

交
わ
っ
て
い
た
。

う
ー
ん

仮装とわかるように
下絵では表現できないので本がきで反映します
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参
っ
た

私
の
負
け
だ

ま
た

あ
っ
し
の
勝
ち

で
す
な

世
間
で
は

一
目
置
か
れ
て
い
る

大
社
長
さ
ま
に

毎
回
勝
っ
て
し
ま
っ
て

申
し
訳
な
い
こ
と
で
す

キ
ー
ッ

く
や
し
ー
っ

こ
の
老
人
は
近
所
に
住
む
浅あ

さ

尾お

と
い
う
将し

ょ
う

棋ぎ

仲
間
で
、
あ

だ
名
を
「
藪
仙
」
と
い
っ
た
。

ど
う
し
て
も

将
棋
で
勝
て
な
い

民
之
助
は
…
…

プ
ロ
棋き

士し

に

手
ほ
ど
き
を

受
け
た
。

そ
し
て

先
生
、
勉
強

な
す
っ
た
ん

で
す
っ
て
？

い
や
、
ま
あ

多
少
な

お
、

そ
ん
な
感
じ

で
す
ね
えや

ら
れ
ま
し
た

あ
っ
し
の
負
け
で

ご
ざ
ん
す
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長
い
間

私
の
将
棋
に

つ
き
合
っ
て

く
れ
た
か
ら

お
前
が

死
ん
だ
ら

石せ
き

碑ひ

を
立
て
て

や
ろ
う

そ
れ
は

あ
り
が
て
え

こ
っ
て

民
之
助
は

浅
尾
老
人
の
た
め
に

将
棋
盤ば

ん

の
形
の

石せ
き

碑ひ

を
つ
く
ら
せ
た
。

つ
い
て
は

石
碑
に
彫ほ

る

戒か
い

名み
ょ
う

を
書
い
て

き
な
さ
い

へ
え

な
ん
じ
ゃ
こ
り
ゃ

駒こ
ま

の
名
前
を

連
ね
た
も
の
で
は

な
い
か

へ
え

こ
れ
は
名
人
に

ふ
さ
わ
し
い
戒
名
で

お
前
に
は

お
こ
が
ま
し
す
ぎ
る

そ
う
で
す
か

ね
え

そ
う
だ
！

こ
れ
で

ど
う
だ
？

お
ま
え
に

ふ
さ
わ
し
い

戒
名
だ
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あ
っ
し
の
あ
だ
名
の

「
藪
仙
」
を
入
れ
て

く
だ
さ
っ
た
ん

で
す
ね

あ
り
が
て
え

こ
っ
て

こ
ざ
ん
す

１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
、

民
之
助
を
支
え
、

い
つ
く
し
ん
だ

継
母
の
い
く
が
死
去
。

母
上
、
忍に

ん

耐た
い

の

心
で
歩
み
続
け
て

来
ら
れ
た
の
は

母
上
の
教
え
の

た
ま
も
の
で
す

正
覚
寺

さ
、

こ
ち
ら
へ

は
い

こ
の
戒
名
の
石
碑
は

今
も
渋
谷
区
幡は

た

ヶが

谷や

の

清
岸
寺
に
あ
る
。
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増
上
寺
よ
り

招
き
ま
し
た

こ
こ
は

正
覚
寺
で
す

導
師
は

拙せ
っ

僧そ
う

が

務
め
ま
す

い
や
、

わ
ざ
わ
ざ

東
京
か
ら

参
っ
た
の

で
す

導
師
は

拙
僧
が
…
…

母
の
前
で

何
た
る

こ
と
だ
！
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経
文
を

唱
え
始
め
た

民
之
助
に
、

参
集
者
も
僧
も

み
な
感
服
し
、

寄よ

り
添そ

っ
た
。
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１
９
１
８

（
大
正
７
）
年
、

津つ

和わ

野の

線
の

鉄
道
工
事
に
着
工
す
る
。

久
米
工
業
事
務
所

欧
州
の
戦
争
が

終
わ
っ
た
か
…
…

１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
か
ら

続
い
て
い
た
第
一
次
世
界

大
戦
が
終
わ
っ
た
。

こ
の
戦
争
で
日
本
は

戦
場
に
な
ら
ず

好
景
気
が
続
い
て
い
た
。

し
か
し
、
戦
争
が
終
わ
っ
て

し
ば
ら
く
す
る
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
業
が
復
興
し

日
本
の
景
気
は
悪
化
、

物
価
が
上
が
っ
た
。

社
長

津
和
野
線
の
工
事

で
す
が
、

物
価
が

上
が
り
す
ぎ
て

請
け
負
っ
た

金
額
で
は
赤
字
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す

し
か
し
、

工
事
の
中
断
や

手て

抜ぬ

き
は

国
の
損
失
に
な
る

日本の貿易輸出額

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000
（千円）

1920（年）191919181917191619151914
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決
し
て

そ
の
よ
う
な

こ
と
が

あ
っ
て
は

な
ら
ぬ

で
は

ど
う
し
た
ら

…
…

私
が

な
ん
と
か

し
よ
う

民
之
助
は
不
足
分
を

私
財
を
な
げ
う
っ
て
補
っ
た
。

事
業
に
利
益
を

求
め
る
だ
け
で
な
い

民
之
助
の
心
情
が

う
か
が
え
る
。

こ
の
年
、

民
之
助
は

朝
鮮
の

金
剛
山
を

視
察
し
た
。

よ
い
な
が
め
で

名
高
い

金
剛
山
だ
が

な
ん
と
不
便
な

と
こ
ろ
で

あ
る
こ
と
か
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金
剛
山
は
名
山
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
が
、

交
通
の
便
が
悪
く

訪
れ
る
人
は
わ
ず
か
だ
っ
た
。

私
の
手
で

開
発
し
た
い

電
気
鉄
道
を

敷ふ

設せ
つ

す
る
の
だ

１
９
１
９
（
大
正
８
）
年

金
剛
山
電
気
鉄
道

株
式
会
社
を
設
立
す
る
。

工
事
は
難
航

し
そ
う
で
す
が

大だ
い

丈じ
ょ
う

夫ぶ

で
し
ょ
う
か

多
く
の

人
々
の
た
め
に

だ
れ
か
が

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
よ

が
ん
ば

ろ
う

は
あ

鉄
道
や

地
域
開
発
に
は

電
力
が
必
要
だ
っ
た
。

民
之
助
は
漢ハ

ン

江ガ
ン

の
水
を

た
め
て
、
水
力
発
電
所
を

建
設
し
た
。
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発
電
に
使
っ
た
水
は
下
流
の

水
田
に
利
用
し
、
電
力
の
一
部
を

電
気
電
車
に
、
残
り
を
京
城

（
現
在
の
ソ
ウ
ル
）
に
送
っ
た
。

当
地
で
初
め
て
の

流
域
変へ

ん

更こ
う

型
の

水
力
発
電
所
だ
っ
た
。

社
長
、

金
剛
山

電
気
鉄
道
に
は

思
っ
た
よ
り

資
金
が

か
か
り
ま
す

か
ま
わ
ん

金
は
使
っ
て
こ
そ

生
き
る
の
だ

紀
州
徳
川
家
の

頼よ
り

倫み
ち

侯こ
う

に

わ
が
邸
宅
を

譲ゆ
ず

っ
て
得
た
金
を

使
お
う

※民之助は 10 年余り暮らした邸を紀州徳川家の

徳川賴倫に譲る前に、「別離の宴」を開いた。

金
剛
山
電
気
鉄
道
の

工
事
に
多
く
の
資
金
が

費
や
さ
れ
る
な
か
、

民
之
助
を
苦
境
に

追
い
や
る

で
き
ご
と
が

あ
っ
た
。

よ
ろ
し
い
の

で
す
か
？

金
剛
山
電
気

鉄
道
の
敷
設
は
、

ど
う
し
て
も

実
現
さ
せ
た
い
の
だ

京城市
電気鉄道に
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１
９
２
３

（
大
正
12
）
年

９
月
１
日

こ
、

こ
れ
は

大
き
い
ぞ

関
東
地
方
を

大
地
震
が
襲お

そ

っ
た
。

関
東
大
震
災

で
あ
る
。

東
京
・
横
浜
は

大
き
な
被
害
を

受
け
、
多
数
の

死
傷
者
が
発
生

し
た
。

そ
の
中
に
は
、
横よ

こ

浜は
ま

の

ホ
テ
ル
に
滞た

い

在ざ
い

し
て
い
た

長
男
で
画
家
の

民
十
郎
も
い
た
。

民
十
郎
…
…

子
ど
も
に

先
立
た
れ
た

民
之
助
の
心
中
は

察
す
る
に

余
り
あ
る
。

不
孝
者
め

…
…




