
照
明
の
主
役
は
ガ
ス
灯
か
ら
電

灯
へ
。時
代
の
変
化
に
と
も
な
い
、ガ

ス
の
用
途
は
熱
利
用
へ
と
移
っ
て
い

き
ま
す
。
ま
ず
ガ
ス
事
業
者
が
取

り
組
ん
だ
の
が
、台
所
へ
の
普
及
で

し
た
。明
治
時
代
、食
事
の
支
度
は

夜
明
け
前
に
起
き
て
、薪
や
炭
で

火
を
起
こ
す
の
が
一
般
的
で
し
た
。

こ
れ
は
主
婦
に
と
っ
て
は
重
労
働
。

し
か
も
毎
日
の
こ
と
で
す
か
ら
、そ

の
大
変
さ
た
る
や
現
在
で
は
と
て

も
想
像
が
つ
き
ま
せ
ん
。

上
の
画
は
東
京
・
早
稲
田
に
あ

っ
た
大
隈
重
信
邸
の
台
所
の
様
子
。

村
井
弦
斎
の
小
説『
食
道
楽
』の
口

絵
と
な
っ
た
一
枚
で
、当
時
最
新
鋭

だ
っ
た
ガ
ス
調
理
機
器
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。本
文
で
は
「
瓦
斯
な
る
た

め
に
薪
炭
の
置
場
を
要
せ
ず
、烟え
ん

突と
つ

を
要
せ
ず
、鍋
釜
の
底
の
煤
に

汚
れ
る
憂う
れ
い
も
な
く
、急
を
要
す
る

時
も
マ
ッ
チ
一
本
に
て
自
在
の
火
力

を
得
べ
し
」と
、ガ
ス
に
よ
っ
て
劇
的

に
変
わ
っ
た
台
所
の
風
景
が
驚
き

を
も
っ
て
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
食
道
楽
』は
当
時
と
し
て
は
破

格
の
10
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

り
ま
し
た
。ガ
ス
の
あ
る
最
先
端
の

食
生
活
は
、さ
ぞ
や
人
々
の
羨
望
の

ま
な
ざ
し
を
集
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

画
の
右
側
に
三
つ
見
え
る
の
が
、同

書
刊
行
前
年
の
１
９
０
２
（
明
治

35
）年
に
開
発
さ
れ
た
国
産
の
ガ
ス

か
ま
ど
。ガ
ス
調
理
機
器
と
い
え
ば

輸
入
品
ば
か
り
だ
っ
た
中
で
、米
を

主
食
と
す
る
日
本
な
ら
で
は
の
食

文
化
が
生
ん
だ
最
初
の
ガ
ス
器
具

特
許
品
で
す
。機
器
を
一
か
ら
開

発
す
る
こ
と
で
需
要
を
開
拓
し
、新

し
い
暮
ら
し
を
提
案
す
る
と
い
う

ガ
ス
事
業
の
ス
タ
イ
ル
は
、こ
こ
か
ら

始
ま
っ
た
の
で
す
。

衛
生
的
で
、火
力
を
自
由
に
調

節
で
き
、取
り
扱
い
も
簡
単
な
ガ
ス

調
理
機
器
は
、料
理
を
楽
し
む
と

い
う
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
生

み
出
し
ま
し
た
。１
９
１
３
（
大
正

２
）年
に
は
、東
京
ガ
ス
に
よ
る
初
の

料
理
教
室
も
開
催
さ
れ
ま
す
。そ

こ
で
は
筍
ご
飯
、煮
し
め
、薄
葛
汁

の
３
品
が
作
ら
れ
、薪
や
炭
よ
り

も
優
れ
た
ガ
ス
の
経
済
性
を
示
す

た
め
、調
理
に
か
か
っ
た
ガ
ス
代
も

算
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
ガ
ス
の
熱
利
用
は
拡
大

し
、暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
へ

と
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

監修・画像提供／ GAS MUSEUM がす資料館　文／長濱慎

明治❸ 

GAS HISTORY

ガ
ス
と
暮
ら
し
の
モ
ノ
が
た
り
◆

第
3
回
◆

劇
的
に
変
え
た
ガ
ス

台
所
の
風
景
を

『大隈伯爵邸台所の図』（1903・明治36年、画：山本松谷）。ガスレンジ（正面奥）やガスかまど（右側の三つ並んだ筒型のもの）が
見える。肉料理が好きな大隈重信は、香ばしく焼き上がるガスレンジがお気に入りだったという。

明治後期の4升炊きガスかまど。上の画に登場した
ものの改良品で、昭和40年代まで販売されるロン
グセラーとなった。

英国から輸入されたガスレンジ。
大隈重信邸のものと同タイプ。
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