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世
界
に
通
ず
る
国
家
建
設
に
燃
え
る
明
治
期
。

　

小
樽
港
北
防
波
堤
は
、
そ
ん
な
時
代
に
日
本
初
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
製
外
洋
防
波
堤
と
し
て
築
造
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
さ
ら
に
先
端
に
続
く
副
防
波
堤
の
先
に
、
赤

く
光
る
の
が
“
小
樽
港
北
副
防
波
堤
灯
台
”
で
す
。

　

Ｇ
─
10
型
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
ご
く
一
般
的
な
赤
い
防
波
堤

灯
台
で
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
地
域
の
皆
さ
ん
に
親
し

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

6
月
某
日
。

　

事
務
手
続
き
の
た
め
に
訪
れ
た
小
樽
市
役
所
に
て
、
赤
い
羽

根
共
同
募
金
の
コ
ー
ナ
ー
を
見
か
け
ま
し
た
。

　

最
近
の
共
同
募
金
に
も
“
ゆ
る
キ
ャ
ラ
”
ブ
ー
ム
が
押
し
寄

せ
て
お
り
、
地
域
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た

イ
ラ
ス
ト
入
り
ピ
ン
バ
ッ
ジ
が
、
そ
の
コ
ー
ナ
ー
に
も
置
い
て

あ
り
ま
し
た
。

　

小
樽
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
と
い
え
ば
「
お
た
る
運
が
っ
ぱ
」。

　
“
小
樽
運
河
が
気
に
入
っ
て
住
み
着
い
て
し
ま
っ
た
か
っ
ぱ

の
男
の
子
”
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
小
樽
市
内
の
印
刷
会
社
が

企
画
し
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
で
の
情
報
発
信
か
ら
、
地
元
の
国
立

商
科
大
学
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ス
タ
ン
プ
ま

で
製
作
す
る
な
ど
、
地
域
で
も
な
か
な
か
の
人
気
も
の
。

　
「
ヘ
ぇ
。赤
い
羽
根
も
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
を
す
る
ね
ぇ
。」

と
手
に
取
っ
た
私
の
眼
は
、
釘
付
け
に
！

　

な
ん
と
イ
ル
カ
に
乗
っ
た
運
が
っ
ぱ
の
バ
ッ
ク
に
は
、
光
を

放
つ
灯
台
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
っ
！　

　

即
座
に
募
金
を
し
て
、
件
の
ピ
ン
バ
ッ
ジ
を
頂
き
ま
し
た
。

　

地
域
に
親
し
ま
れ
る
灯
台
の
整
備
・
維
持
管
理
を
す
る
交
通

部
で
す
か
ら
、
一
体
、
ど
の
灯
台
を
見
て
い
た
だ
い
た
の
か
、

ど
う
し
て
灯
台
を
モ
チ
ー
フ
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
く
れ
た

の
か
が
気
に
な
り
ま
す
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
小
樽
市
で
の
赤
い
羽
根
の
推
進
団
体
で
あ

る
小
樽
市
共
同
募
金
委
員
会
さ
ん
を
経
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
小
樽

市
内
の
「
石
井
印
刷
」
様
に
電
話
取
材
す
る
こ
と
に
。

第
一
管
区
海
上
保
安
本
部
　
交
通
部

～
地
域
に
親
し
ま
れ
る
“
赤
ボ
ー
”
～
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小
樽
港
北
副
防
波
堤
灯
台
と
運
ガ
ッ
パ
ピ
ン
バ
ッ
ジ

　

す
る
と
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
さ
ん
曰
く
。

　　
「
特
に
こ
れ
、
と
い
っ
た
灯
台
は
無
い
ん
で
す
よ
ね
～
。」

　
『
い
つ
も
見
て
い
た
○
○
灯
台
な
ん
で
す
。』
と
い
う
熱
烈
な

答
え
を
頂
け
る
訳
も
無
く
、
現
実
は
厳
し
い
も
の
で
し
た
が
、

次
に
出
て
き
た
言
葉
に
救
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
赤
ボ
ー
（
防
）
っ
て
こ
と
に
し
と
き
ま
す
か
（
笑
）。」

　

な
ん
で
も
、2
年
前
か
ら
始
め
た
“
運
が
っ
ぱ
ピ
ン
バ
ッ
ジ
”

で
す
が
、“
港
町
小
樽
”
ら
し
い
モ
チ
ー
フ
を
毎
回
求
め
ら
れ

る
そ
う
で
、「
小
樽
と
い
え
ば
港
町
。
港
町
と
い
え
ば
海
と
灯

台
で
し
ょ
。」と
、灯
台
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

が
、
う
れ
し
い
の
は
、
何
の
気
な
し
に
描
い
た
灯
台
だ
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
当
人
か
ら
“
赤
ボ
ー
”
と
い
う
言
葉
が
出
て
き

た
こ
と
。
そ
の
こ
と
が
“
小
樽
港
北
副
防
波
堤
灯
台
”
が
“
赤

ボ
ー
”
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。

　

小
樽
港
北
副
防
波
堤
灯
台
は
、
冬
の
日
本
海
の
荒
波
に
耐
え

ら
れ
る
よ
う
、
今
、
正
に
耐
波
浪
補
強
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い

る
最
中
。

　

き
っ
と
全
国
に
あ
る
小
さ
な
港
町
で
、
同
じ
よ
う
に
昔
か
ら

愛
さ
れ
、
地
域
で
大
切
に
さ
れ
て
い
る
灯
台
が
無
数
に
あ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
赤
ボ
ー
」
が
今
後
末
永
く
小
樽
の

港
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
愛
さ
れ
る
こ
と
を
、交
通
部
職
員
一
同
、

願
う
の
で
し
た
。
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小樽市共同募金委員会様によるご案内
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灯台女
子が

します
！レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

レポー
ト

横
浜
港
の
重
鎮
！
赤
灯
台

　

山
下
公
園
や
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
か
ら
海
を
眺
め
る
と
、
裾
広
が

り
の
姿
が
魅
力
の
赤
い
灯
台
「
横
浜
北
水
堤
灯
台
」
が
よ
く
見

え
ま
す
。
明
治
２９
年
に
建
て
ら
れ
た
現
役
の
中
で
は
最
も
古
い

防
波
堤
灯
台
で
あ
り
、

東
京
湾
内
で
明
治
期
に

建
て
ら
れ
た
唯
一
の
現

存
す
る
灯
台
で
す
。
地

元
の
方
か
ら
は
赤
灯
台

の
愛
称
で
呼
ば
れ
、
横

浜
土
産
の
デ
ザ
イ
ン
に

使
わ
れ
る
ほ
ど
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
灯

台
が
２
０
１
６
年
5
月

１６
日
に
点
灯
１
２
０
周

年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

灯
台
の
存
在
意
義
や
、
海
上
保
安
部
の
活
動
を
広
く
周
知
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
マ
ス
コ
ミ
を
招
い
て
灯
台
の
参
観
が
企

画
さ
れ
、
私
は
〝
灯
台
女
子
〟
と
し
て
灯
台
内
部
を
ご
案
内
い

た
し
ま
し
た
。

灯
台
女
子
?!

　

灯
台
女
子
と
は
お
察
し
の
通
り
〝
灯
台
が
好
き
で
情
熱
を
傾

け
て
い
る
女
性
〟の
こ
と
で
す
。
私
は
灯
台
マ
ニ
ア
歴
１０
年
で
、

灯
台
の
魅
力
を
発
信
す
べ
く
灯
台
の
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
「
灯
台

ど
う
だ
い
？
」
を
２
年
前
か
ら
自
腹
で
発
行
し
て
い
ま
す
。
昨

年
、
灯
台
フ
ァ
ン
の
女
子
会
を
開
い
た
こ
と
が
キ
ッ
カ
ケ
と
な

り
「
灯
台
女
子
」
を
名
乗
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
は
強
く
想
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
１
０
０
年
後
の

海
に
も
美
し
い
灯
台
と
レ
ン
ズ
を
残
し
た
い
。
灯
台
守
の
守
灯

精
神
を
伝
説
の
よ
う
に
語
り
継
ぎ
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
灯
台

の
文
化
的
価
値
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
第
一
歩

な
の
で
は
な
い
か
と
。
各
地
域
の
方
々
に
自
分
の
住
む
街
の
灯

横
浜
北
水
堤
灯
台
　
点
灯
１
２
０
周
年

一
般
会
員
　
不 

動 

ま
ゆ
う

横浜北水堤灯台
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一
日
海
上
保
安
部
長
と
し
て
憧
れ
の
赤
灯
台
へ

　

私
は
こ
れ
ま
で
に
数
回
、
赤
灯
台
の
近
く
ま
で
船
で
行
く
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
京
浜
フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
と
い
う
横
浜
の
観

光
船
に
よ
る
灯
台
ツ
ア
ー
や
、
テ
レ
ビ
番
組
の
収
録
時
で
す
。

で
も
上
陸
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
鉄
板
部
分

の
リ
ベ
ッ
ト
を
も
っ
と
近
く
か
ら
眺
め
て
み
た
い
。
で
き
る
こ

と
な
ら
灯
室
に
入
っ
て
み
た
い
。
と
強
く
願
っ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
夢
が
今
回
す
べ
て
叶
い
ま
し
た
！
さ
ら
に
驚
い
た
の

は
、こ
の
日
私
は「
一
日

横
浜
海
上
保
安
部
長
」

と
い
う
大
役
を
仰
せ
つ

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
の
他
に
、
２
人

の
灯
台
女
子
（
磯
部
亜

由
美
さ
ん
、
平
塚
瑤
子

さ
ん
）
に
声
を
か
け
て

お
り
ま
し
て
、
彼
女
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
「
一
日

京
浜
港
長
」、「
一
日
海

上
保
安
官
」
と
い
う
任

命
と
な
り
ま
し
た
。（
横

台
に
愛
着
と
誇
り
を
持

っ
て
も
ら
い
、
灯
台
が

観
光
資
源
や
文
化
財
に

な
り
得
る
こ
と
を
認
識

し
て
も
ら
い
た
い
。
そ

こ
か
ら
保
全
活
動
や
次

世
代
へ
の
継
承
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
。
フ
リ

ー
ペ
ー
パ
ー
発
行
は
個

人
的
な
小
さ
な
活
動
で

は
あ
り
ま
す
が
、
読
ん

で
く
だ
さ
る
方
も
徐
々

に
増
え
て
い
て
、
最
近
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
雑
誌
で
も
ち
ょ

こ
ち
ょ
こ
と
取
り
上
げ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
活
動
が
少
し
で
も
灯
台
魅
力
発
信
に
つ
な
が
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
、
平
日
は
大
学
職
員
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
が
、
休

日
は
灯
台
活
動
に
有
効
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
横
浜
海
上
保
安
部
長
の
ご
発
案
で
、
案
内
役
と
し
て

灯
台
女
子
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
ま
し
た
。
こ
の
名
誉
な
任
務
を

大
喜
び
で
引
き
受
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

任命式

灯台どうだい？



—  7  —

指
導
だ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
失
敗
し
た
ら
怒
ら
れ
る
！
と
す
ご

く
緊
張
し
て
い
た
の
で
す
が
、
本
番
の
時
は
部
長
も
次
長
も
優

し
い
笑
顔
で
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

は
ま
ひ
か
り
に
乗
船
！

　

船
長
の
斜
め
後
ろ
の
特
等
席
に
座
り
、
赤
灯
台
を
目
指
し
ま

す
。
こ
の
日
の
天
候
は
曇
り
。
陸
で
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

海
上
で
は
風
が
や
や
強
く
吹
い
て
い
ま
し
た
。
防
波
堤
へ
は
飛

び
移
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
我
々
に
用
意
さ
れ
た
制

服
も
ズ
ボ
ン
で
し
た
し
、

足
元
も
パ
ン
プ
ス
か
ら

ス
ニ
ー
カ
ー
へ
船
内
で

履
き
替
え
ま
し
た
。
当

日
取
材
に
来
て
い
た
だ

い
た
マ
ス
コ
ミ
は
新
聞

5
社
、
テ
レ
ビ
局
１
社

と
盛
況
で
、
各
方
面
か

ら
こ
の
灯
台
が
注
目
を

浴
び
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
一
緒
に
乗

船
し
て
い
る
取
材
陣
の

中
に
は
船
が
苦
手
と
い

浜
海
上
保
安
部
長
は
京

浜
港
長
で
も
あ
り
、
且

つ
海
上
保
安
官
で
も
あ

る
そ
う
で
す
。）

　

当
日
、
横
浜
海
上
保

安
部
の
応
接
室
に
通
し

て
い
た
だ
く
と
、
机
の

上
に
制
帽
が
置
い
て
あ

り
ま
し
た
。
お
も
わ
ず

歓
声
が
あ
が
り
ま
す
。

「
わ
ぁ
！
う
み
ま
る
君

や
う
ー
み
ん
と
お
揃
い

に
な
れ
る
！
」

　

任
命
式
は
１０
時
か
ら
灯
台
見
回
り
船
「
は
ま
ひ
か
り
」
の
前

で
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
憧
れ
の
制
服
に
身
を
包
み
、
こ
れ
か

ら
乗
船
す
る
「
は
ま
ひ
か
り
」
に
興
奮
し
て
い
た
の
で
す
が
、

こ
の
任
命
式
は
マ
ス
コ
ミ
に
も
公
開
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ

で
海
上
保
安
部
の
顔
に
泥
を
塗
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
か
な
り

緊
張
し
な
が
ら
敬
礼
を
し
ま
し
た
。
じ
つ
は
本
番
の
前
に
横
浜

海
上
保
安
部 

佐
々
木
次
長
か
ら
敬
礼
の
仕
方
、
キ
ビ
キ
ビ
と

し
た
歩
き
方
の
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
灯
台
女
子
だ
か
ら
と

い
っ
て
ダ
ラ
ダ
ラ
し
た
態
度
は
容
赦
し
な
い
ぞ
！
と
い
う
熱
血 記念撮影

はまひかりで上陸
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取
材
の
方
々
は
興
味
深

げ
に
頷
い
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。

　

２
層
目
に
登
る
と
、

明
治
の
造
り
が
そ
の
ま

ま
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

鉄
造
り
の
灯
台
な
の
に

内
装
は
板
張
り
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら

に
珍
し
い
も
の
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。「
電
波

点
消
灯
装
置
」
の
ア
ン

テ
ナ
が
出
て
い
た
部
分

の
碍
子
で
す
。
こ
の
装
置
は
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
ガ
ス
灯
器
の

点
灯
、
消
灯
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
戦
時
中
に
使
っ

て
い
た
と
の
こ
と
。
安
芸
白
石
灯
標
に
も
こ
の
碍
子
が
つ
い
て

い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
穴
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
こ
う
し
て

碍
子
が
現
在
も
残
る
の
は
こ
の
赤
灯
台
だ
け
で
は
な
い
か
と
い

う
お
話
で
し
た
。

う
方
も
い
て
、
揺
れ
る
度
に
遠
い
目
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
が
、
船
は
数
分
で
到
着
。
重
た
い
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
い
る

方
々
も
無
事
に
北
水
堤
に
降
り
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

赤
灯
台
の
内
部

　

こ
の
灯
台
は
高
さ
１5
ｍ
の
４
層
構
造
で
す
が
、
建
設
当
時
、

１
層
目
に
壁
は
な
く
、
足
が
は
え
た
よ
う
な
姿
を
し
て
い
た
そ

う
で
す
。
関
東
大
震
災
以
後
、
こ
の
下
層
部
分
を
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
壁
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
１
層
目

に
は
昭
和
４９
年
か
ら
平

成
３
年
ま
で
設
置
さ
れ

て
い
た
発
電
機
の
台
座

跡
や
、
そ
れ
以
前
に
使

わ
れ
て
い
た
ガ
ス
タ
ン

ク
を
お
い
て
い
た
場
所

の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
内
容
や
、
石

油
ラ
ン
プ
か
ら
ガ
ス
灯

器
、
白
熱
電
球
、
現
在

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
と
光
源
が
移

り
変
わ
っ
た
事
に
つ
い

て
説
明
し
た
と
こ
ろ
、

当時の写真を持って説明中

碍子の写真
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暗
赤
光　

明
２
秒　

暗

２
秒
）
を
確
認
し
ま
し

た
。
こ
の
光
は
小
さ
な

太
陽
光
パ
ネ
ル
の
電
力

で
と
も
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
さ
ら
に
長
寿
命

の
灯
器
と
あ
れ
ば
、
レ

ン
ズ
か
ら
移
り
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
は
仕
方
の

な
い
こ
と
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
で
も
灯
台

守
が
大
切
に
磨
き
、
守

っ
て
き
た
レ
ン
ズ
の
す

べ
て
を
撤
去
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
と
私
は
願
っ
て
い
ま

す
。

午
後
の
対
応

　

こ
の
日
は
午
前
と
午
後
に
同
じ
行
程
で
予
定
が
組
ま
れ
て
い

ま
し
た
が
、
午
後
は
潮
位
が
高
く
、
残
念
な
が
ら
北
水
堤
へ
の

上
陸
は
果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち
灯
台
女
子
は
、
少
し

ぐ
ら
い
危
な
く
て
も
、
オ
ウ
ン
リ
ス
ク
で
上
陸
し
た
い
！
と
思

っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
危
険
を
冒
す
こ
と
は
な
ら
な
い
。」
と

つ
い
に
灯
室
へ

　

３
層
目
の
当
直
室
は
想
像
以
上
に
狭
く
感
じ
ま
し
た
。
と
い

う
の
も
分
厚
い
鉄
板
の
立
派
な
螺
旋
階
段
が
真
ん
中
に
設
置
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
窓
は
大
き
く
、
美
し
い
横
浜
港
の
景
色

が
見
え
ま
す
が
、
嵐
の
日
な
ど
、
灯
台
守
の
方
は
心
細
い
思
い

を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

年
代
物
の
階
段
を
上
が
っ
て
い
く
と
そ
こ
は
灯
室
で
し
た
。

３
６
０
度
の
横
浜
パ
ノ
ラ
マ
ビ
ュ
ー
で
す
。
残
念
な
が
ら
バ
ル

コ
ニ
ー
部
分
は
鉄
が
朽
ち
て
い
て
外
に
で
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
室
内
か
ら
で
も
横
浜
東
水
堤
灯
台
（
相
棒
の
白
灯
台
）

が
以
前
立
っ
て
い
た
場
所
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い

ま
は
緑
の
灯
浮
標
が
変
わ
り
の
役
目
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ

の
１
２
０
年
の
間
に
灯
室
か
ら
見
え
る
景
色
も
大
き
く
変
わ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
赤
灯
台
は
ど
ん
な
気
持
ち
で
見
守
っ
て
き

た
の
か
と
想
像
し
ま
し
た
。

レ
ン
ズ
か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
器
へ

　

こ
こ
に
第
４
等
不
動
レ
ン
ズ
が
残
っ
て
い
た
ら
も
っ
と
も
っ

と
素
敵
な
の
に
。（
現
在
レ
ン
ズ
は
横
浜
海
上
保
安
部
の
ロ
ビ

ー
に
展
示
）
と
い
う
気
持
ち
は
ぬ
ぐ
え
ま
せ
ん
が
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯

器
の
照
度
セ
ン
サ
ー
を
手
で
隠
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ 

Ｒ 

４
ｓ
（
等
明

ＬＥＤ灯器
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浜
北
水
堤
灯
台
に
つ
い

て
の
資
料
を
い
た
だ
き
、

勉
強
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
た
め

通
常
の
灯
台
め
ぐ
り
よ

り
も
さ
ら
に
充
実
し
た

経
験
と
な
り
ま
し
た
。

貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て

く
だ
さ
っ
た
横
浜
海
上

保
安
部
交
通
課
の
皆
さ

ま
に
感
謝
の
気
持
ち
で

一
杯
で
す
。

　

灯
台
の
魅
力
を
広
め

る
た
め
で
し
た
ら
、
な
ん
だ
っ
て
や
り
た
い
気
持
ち
で
す
！
全

国
の
灯
台
フ
ァ
ン
の
方
々
と
力
を
合
わ
せ
て
頑
張
っ
て
い
き
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
灯
台
女
子
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
！

い
う
船
長
の
英
断
が
あ

り
ま
し
た
。
灯
台
女
子

の
ひ
と
り
が
、「
船
の

上
で
は
船
長
が
、
総
理

大
臣
よ
り
も
偉
い
の
よ

ね
！
か
っ
こ
い
い
！
」

と
興
奮
気
味
に
言
っ
て

い
た
の
が
印
象
に
残
っ

て
い
ま
す
。

　

取
材
の
方
々
に
は
船

上
で
赤
灯
台
に
つ
い
て

の
ガ
イ
ド
を
行
い
、
そ

の
後
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
の
下
に
立
っ
て
い
る
横
浜
港
外
防
波
堤
灯

台
な
ど
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
内
部
を
ご
覧
い
た
だ

け
な
か
っ
た
の
は
申
し
訳
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
た
っ
ぷ
り
と

質
疑
応
答
が
で
き
、
氷
川
丸
係
留
桟
橋
の
旧
東
水
堤
灯
台
沖
ま

で
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
も
楽
し
ま
れ
、
ご
満
足
い
た
だ
け
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

今
回
は
赤
灯
台
の
内
部
を
見
学
す
る
だ
け
で
な
く
、
マ
ス
コ

ミ
の
方
々
を
ご
案
内
す
る
と
い
う
任
務
だ
っ
た
た
め
、
予
め
横 船上でのご案内

３人で敬礼
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　三浦半島と東京湾を囲む形で突き出ている
房総半島、異国情緒の漂う白亜の灯台が白浜
のシンボルとして建てられました。1866年、
アメリカ、イギリス、フランス、オランダの
4カ国と締結した江戸条約により建設を約束
した 8灯台（野島埼・観音埼・剱埼・神子元

島・樫野埼・潮岬・伊王島・佐多岬）のひとつであり、設計者は、横須賀製鉄所
雇フランス人首長フランソワ・レオン・ヴェルニー。当時、徳川幕府が海軍力増
強のため建設を進めていた東京湾口に灯台を建設する必要に迫られていたこと
もあり、灯台の設置が急がれていたため、本灯台の建設に先立ち、木造四角櫓型
の仮設灯台を建て、明治 2年 1月10日仮灯を点灯。本灯台はこのあと明治 2年12
月に完成、点灯。観音埼灯台に次いで日本で 2番目に古い洋式灯台です。この灯
塔は、大正12年の関東大震災で、基礎上約 6メートルのところで折損、倒壊しま
した。その後、震災復旧工事が行われレンガの代わりに鉄筋コンクリート造で完
成したのが現在の灯塔です。平成24年には、国登録有形文化財に選ばれており、
平成31年には記念すべき初点灯から150年を迎えます。野島埼灯台周辺には沢山
のお花が咲いており、花摘みが出来る場所もあるそうです。季節のお花を楽しみ
に、そして灯台からの絶景を眺めにぜひ、訪れてみてはいかがですか！

＊＊ 　概　 　要　 ＊＊
所 在 地 千葉県南房総市白浜町白浜630
位 置 北緯34度54分06秒　東経139度53分18秒
灯質（光り方） 単閃白光　毎15秒に 1閃光
光度（光の強さ） 730,000カンデラ
光 達 距 離 17海里（約31キロメートル）
高 さ 地上～灯塔頂部　28.98メートル　　平均水面～灯火　38.06メートル
塗色・構造 白色　八角形　コンクリート造
レ ン ズ 第二等二面フレネルレンズ
設 計 者 フランソア・レオン・ヴェルニー
着 工 明治 2年 2月14日　　　現在の灯塔　大正13年10月17日
竣 工 明治 2年12月18日　　　　　〃　　　大正14年 8 月15日
初 点 灯 明治 2年12月18日
参 観 開 始 昭和29年 9 月13日
ア ク セ ス ＪＲ内房線　館山駅下車～安房白浜行き　野島埼灯台 下車

今月は…

★ 野島埼灯台 ★

のぼれる灯台 introduction
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灯台の階段は77段＊だったので、何か
いいことありそう！楽しかったです。
� （ 6年生女子）

私は、はじめて灯台の仕組みをきらり
ん館で知り、灯台へのぼってそこから
のながめはすごかったです。灯台が生
きていたら朝日を眺めたり夜みんなを
照らしながらけしきをみたりするので
いいなーとおもいました。また来たい
です。� （ 3 年生女子）

のぼっても、のぼっても、のぼっても
階段ばかり。いちばん上につくとぜっ
けいかと思いきやつよい風。
でも、すごかった！
のぼったかいがありました‼
� （ 4 年生女子）

階段をおりるとき、段数をかぞえた。
全部で101段＊！つかれたー。展望台の
景色はとってもキレイ！写真をとりま
した！� （ 6年生女子）

＊野島埼灯台の階段の数は…
　　コンクリート螺旋階段　　　77段
　　鉄の階段　　　　　　12段＋12段
　　　合計　　　　　 　　　　101段！

海の音と一緒に見るって気持ちいい！
� （ 4 年生男子）

いろいろな、歴史や館山の景色がみれて
とても楽しかったです。�（ 5 年生男子）

婚前旅行で、彼女と来ました。すごく
いいところで満足できました。今度は、
家族増やして来たいです。�（20代男女）

船橋から自転車きました。
とても美しい景色でした。�（10代男性）

灯台のように、誰かを照らせますように。
誕生日の記念に 2人で来ました。
� （20代男女）

結婚して初めての旅行‼
すっごくきもちいいところでいやされ
ました。
またこようね！� （20代男女）

灯台に登ったり、歴史を見たり、沢山
の事を知ることができました。レンズ
の仕組みが一番感動しました。また、
自分の目でみて迫力を感じました。こ
れからも守り続けて下さい！
� （10代女性）

♪野島埼灯台の思い出♪

★ 10代～20代編 ★

★ 小学生編 ★
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生まれて初めて灯台に登り
ました。ここから朝日をみ
たらどんなに美しいだろう
なと想像しました。緑と花
と陽光に包まれた美しい灯
台でした。� （40代男性）

今年で 9回目！最初は、 4歳の息子と階段を数え
ながら上がった灯台も 9年目。今は10歳になった
娘と上がりましたが、年々足が重くなり娘の方が
早くたどり着きます。やっとのぼりきった階段の
先は、毎年来ても絶景です。来年も来られれば10
周年。我が家の記念日です。� （40代女性）

10周年、家族も 2人増えて、
こちらに寄らせてもらいま
した。灯台のようにみんな
を照らし導ける家族でいた
いと思います。�（30代男性）

やっと、灯台の中に入れま
した。 4度目の正直‼眺め
もよく、すばらしかったで
す。ここで 4年前に告白し
た彼女と今日入籍しました‼
夫婦揃ってこれてよかった
です‼� （30代男性）

群馬から主人と来ました。
青空で、きれいな海に感動しました。
灯台からのながめもすばらしく、地球
が丸く感じることができました。
海の安全を守ってくれる、人の心もい
やしてくれる灯台に感謝です。
海風でリフレッシュできました。
又、仕事をしてお金を貯めてきます。
� （50代男女）

昨日、雨の中 1人で静かに訪問。
今朝は、大雨の予報が一転晴天で、妻
を伴い灯台に来ました。先月は城ヶ島
の灯台、今日は、対岸の野島崎。海の
安全を守る灯台関係者に感謝します。
� （70代男女）

東京から来ました。
昔は船の航行にとって灯台の果たす役
割は欠かすことのできないもので、船
員さんにとって灯台の灯りが何よりの
救いだったのだろうと思います。今日
は、私たちの心のあかりとなっていま
す。海と灯台の景色を見るとホッとし
ます。� （60代女性）

千葉県民ですが、20年ぶりに灯台に訪
れました。
灯台の階段は、少々きつく感じられま
したが、眺めは最高でした。私は、海
上保安友の会の会員なので、海上保安
庁のビデオが見られて良かったです。
ありがとうございました。�（50代夫婦）

80歳誕生日に101段の階段が登れました。
こんなすばらしいことはありませんで
した。バンザーイ！� （80代男性）

埼玉から乗馬をするために館山へきました。
観光も兼ねてこの灯台に来ました。あいに
くの雨で景色はどんよりでしたが、水平線
と飛行機と地球は丸くて海外とつながって
いるんだと実感。フランス人の彼氏と遠距
離恋愛だけど、この灯台で海の向こうとも
つながっている気がしました。�（30代女性）

人世最後の長い長～い夏休みのよ
うな時間（産・育休）もあとわずか。
おちびちゃん 2人連れて最南端♪
良い思い出になりそうです。また
来ようね、娘たち！�（30代女性）

★ 30代～　　 
　　40代編 ★

★ 50代～80代編 ★
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支所別・過去 5ヵ年の参観者数推移（平成23年度－平成27年度）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

入道埼 16,059 16,790 15,233 16,573 16,582
塩屋埼 0 0 7,039 36,923 33,796
犬吠埼 70,518 82,872 90,030 97,823 102,990
野島埼 77,966 80,576 81,808 70,378 73,721
観音埼 32,292 32,816 32,997 35,220 37,901
初島 18,427 20,707 22,675 24,304 30,605
御前埼 27,311 30,011 34,673 29,784 24,746
安乗埼 18,079 17,440 17,049 13,783 13,821
大王埼 55,786 51,804 51,793 45,257 53,694
潮岬 48,224 57,791 55,287 53,457 58,929
角島 56,790 52,182 56,518 69,063 99,426

出雲日御碕 59,963 68,235 104,627 79,521 78,639
都井岬 29,878 31,649 39,355 32,362 32,199
残波岬 61,407 31,588 0 19,355 61,397
平安名埼 22,055 4,017 35,069 37,561 38,851
計 594,755 578,478 644,153 661,364 757,297

特記事項
1．�入道埼灯台は季節参観となっており、平成27年度は平成27年 4 月18日から11月 3 日までの約 6ヶ月
であった。

2．�塩屋埼灯台は、東日本大震災により平成23年 3 月12日～26年 2 月22日まで参観を休止した。
3．�平安名埼灯台は、灯塔踊り場亀裂調査等で平成23年12月 8日～平成25年 3月 8日まで参観を休止した。
4．�残波岬灯台は、平成24年度の台風17号による施設被害により、平成24年10月 1 日～平成26年11月30
日まで参観を休止した。

5．野島埼灯台は、水銀濃度が基準値を超えたため、平成27年 2 月13日～ 4月24日まで参観を休止した。
6．安乗埼灯台は、工事に伴い、平成27年 4 月 2 日～ 5月28日まで参観を休止した。

支所別・過去 5ヵ年の参観者推移（平成23年度－平成27年度）

のぼれる灯台参観者数（修正版）
　本誌 5月号に掲載いたしました、角島灯台及び出雲日御碕灯台の参観者数に誤り
がありましたので、ここにお詫びし訂正いたします。正しくは、下記の通りです。
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福
岡
県
を
中
心
と
し
て
九
州
六
県
沖
縄
と
、
中
国
、
四
国
地

方
の
一
部
を
購
読
エ
リ
ア
と
し
ま
す
、
西
日
本
の
中
核
紙
「
西

日
本
新
聞
」
は
読
者
投
稿
欄
「
こ
だ
ま
」
で
戦
後
七
十
年
の
特

別
企
画
と
し
て
「
戦
後
七
十
年
─
─
次
の
世
代
へ
の
伝
言
」
と

題
し
、
戦
争
に
ま
つ
わ
る
苦
難
等
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
、
体
験
、

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
「
こ
だ
ま
」
の
欄
に
、
昨
年
、
年
も
押
し
詰
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
十
二
月
の
中
ほ
ど
「
灯
台
守
の
奮
闘
」
の
文
字
。

　

長
年
の
職
業
的
性
と
言
い
ま
す
か
、広
い
新
聞
紙
面
の
中
で
、

「
灯
台
」「
海
上
保
安
庁
」
の
文
字
に
は
目
が
止
ま
り
ま
す
。

　

退
職
十
年
を
経
て
も
、そ
の
姿
勢
は
衰
え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　

宮
崎
県
都
城
市
に
お
住
い
の
ご
高
齢
の
お
方
の
投
稿
で
「
灯

台
守
の
奮
闘
、
戦
後
発
展
の
礎
」
の
タ
イ
ト
ル
。

　

重
く
、
大
き
な
視
点
の
表
題
に
思
わ
ず
読
み
入
り
ま
し
た
。

　
「
大
き
な
視
点
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
現
職
の
当
時
、
私
達

の
本
音
の
思
い
は
、
心
の
奥
の
方
で
「
海
の
安
全
を
守
っ
て
い

る
」「
沢
山
の
方
々
の
命
に
関
わ
っ
て
い
る
」「
国
の
経
済
活
動

の
礎
」
を
常
に
意
識
し
て
い
ま
し
た
し
、
遠
慮
と
喜
び
と
共
に

何
度
も
読
み
返
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
元
燈
台
関
係
の
仕
事
に
席
を
お
い
た
立
場
と
し
て

は
身
に
余
る
評
価
で
す
。

　

映
画
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」
の
原
作
者
と
の
出
会
い
、

私
の
勤
務
地
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
「
都
井
岬
灯
台
」
で
の

出
来
事
。

　

幾
重
に
も
思
い
出
が
重
な
り
新
聞
を
切
り
抜
き
ス
ク
ラ
ッ
プ

ブ
ッ
ク
に
納
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
年
も
明
け
、
御
屠
蘇
気
分
も
抜
け
や
ら
ぬ
、
一
月

中
ほ
ど
。

　

地
元
住
民
自
治
の
役
員
会
を
終
え
帰
宅
し
ま
す
と
、「
お
父

さ
ん
、
お
父
さ
ん
」
と
家
内
が
呼
び
ま
す
。

　
「
テ
レ
ビ
、
テ
レ
ビ
」

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
で
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」

を
放
映
し
て
い
ま
す
。

　

何
度
も
見
た
映
画
で
す
。

　

途
中
か
ら
で
す
が
、
や
は
り
見
入
り
ま
し
た
。

　

丁
度
、
男
木
島
灯
台
で
の
悲
し
み
の
場
面
、
退
職
し
十
年
を

経
て
古
希
を
迎
え
た
今
、
思
い
も
違
っ
て
き
て
い
ま
し
て
、
見

な
が
ら
目
頭
が
緩
み
ま
す
。

　

次
々
と
転
勤
を
重
ね
、
娘
さ
ん
も
成
長
、
結
婚
し
て
海
外
で

普
通
会
員
　
岩
　
尾
　
亮
　
二

行
雲
流
水
の
出
合
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そ
う
だ
、「
燈
光
」
に
紹
介
し
よ
う
』

　

こ
れ
ま
で
、
気
持
ち
の
隅
で
は
「
燈
光
誌
に
…
い
や
誰
か
紹

介
す
る
だ
ろ
う
…
」
何
と
な
く
躊
躇
し
て
い
た
気
持
ち
が
「
行

雲
流
水
、
去
る
人
来
る
人
」
で
払
し
ょ
く
さ
れ
、
そ
の
言
葉
に

背
中
を
押
さ
れ
て
筆
を
取
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
転
載
に
つ
き
ま
し
て
は
西
日
本
新
聞
社
の
許
諾
を
得

て
お
り
ま
す
。

戦
争
─
次
の
世
代
へ
の
伝
言　

（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日
、
西
日
本
新
聞「
こ
だ
ま
」欄
掲
載
）

　
　

灯
台
守
の
奮
闘

戦
後
発
展
の
礎　
　
　

�

新
名　

貞
子
＝
九
十
二　
　

若
い
こ
ろ
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」
の
映
画
を
見
て
、

灯
台
守
の
方
々
が
戦
争
中
、
い
か
に
苦
労
さ
れ
た
か
を
知

り
、
涙
、
涙
…
の
連
続
で
す
。

こ
の
映
画
の
原
作
を
書
か
れ
た
灯
台
守
の
奥
さ
ん
が
昭
和

三
〇
年
こ
ろ
、
宮
崎
・
串
間
の
私
の
実
家
に
来
ら
れ
た
。

娘
が
灯
台
の
あ
る
都
井
岬
か
ら
市
内
の
高
校
に
通
学
し
よ

の
仕
事
に
赴
く
新
郎
と
共
に
外
国
へ
旅
立
つ
娘
夫
婦
。

　

そ
の
娘
夫
婦
の
乗
っ
た
外
国
航
路
の
客
船
を
灯
台
の
霧
笛
で

送
り
ま
す
。

　

夫
婦
二
人
き
り
と
な
り
、
更
に
次
々
と
各
灯
台
へ
の
転
勤
を

重
ね
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、
灯
籠
の
機
械
室
で
仕
事
に
つ
い
て
い
る
主
人
公

「
有
沢
四
朗
」（
佐
田
啓
二
）
の
と
こ
ろ
に
灯
籠
の
階
段
を
昇
っ

て
き
た
妻
「
き
よ
子
」（
高
峰
秀
子
）
が
、
こ
れ
ま
で
の
転
勤

を
重
ね
る
中
で
の
出
合
と
別
れ
出
来
事
を
夫
（
佐
田
啓
二
）
に

語
り
ま
す
。

　

回
転
す
る
レ
ン
ズ
の
下
、灯
光
の
木
漏
れ
日
を
浴
び
な
が
ら
、

夫
、
灯
台
守
「
有
沢
四
朗
」
は
、
つ
ぶ
や
き
ま
す
。

　
「
行
雲
流
水
」
去
る
人
来
る
人
…
…
」。

　

映
画
を
観
終
わ
り
、
西
日
本
新
聞
「
こ
だ
ま
」
の
「
灯
台
守

の
奮
闘
、
戦
後
発
展
の
礎
」
を
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。

　

再
度
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
を
開
き
、
読
み
返
し
ま
す
。

　
『
そ
う
か
、
都
城
の
ご
高
齢
の
方
と
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年

月
」
の
原
作
者
の
方
の
出
会
い
は
「
行
雲
流
水
」
の
出
合
だ
っ

た
の
か
。

　

そ
の
出
合
で
の
「
灯
台
守
の
奮
闘
、
戦
後
復
興
の
礎
」
な
の

だ
な
…
…
。
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併
設
の
ほ
か
、
灯
台
か
ら
離
れ
た
小
、
中
学
校
の
傍
に
も
整
備

さ
れ
子
供
を
伴
っ
た
家
族
持
ち
の
職
員
は
灯
台
へ
通
勤
す
る
、

当
時
と
し
て
は
大
き
な
事
務
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
五
十
年
代
半
ば
当
時
、
第
十
管
区
海
上
保
安
本
部
灯
台

部
在
勤
中
、
集
約
管
理
さ
れ
た
串
間
航
路
標
識
事
務
所
を
訪
問

し
ま
し
た
時
、
先
輩
職
員
の
方
か
ら
聞
き
及
ん
で
い
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
都
井
岬
は
野
生
馬
も
生
息
す
る

地
、
交
通
の
利
便
性
は
な
く
子
弟
の
高
校
へ
の
通
学
は
家
族
別

居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

当
時
は
現
在
と
違
っ
て
高
校
に
行
く
生
徒
は
限
ら
れ
、
中
学

で
就
職
す
る
生
徒
も
少
な
く
な
か
っ
た
時
代
。

　

特
に
女
子
で
そ
の
傾
向
が
強
く
、
ま
し
て
や
間
借
り
し
て
お

母
さ
ん
が
同
居
し
て
娘
さ
ん
を
高
校
進
学
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と

は
稀
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

や
は
り
、
灯
台
の
職
場
で
は
、
詩
、
俳
句
、
短
歌
な
ど
の
文

芸
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
だ
け
に
教
育
に
対
す
る
意
識
が
高
か

っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

ま
た
、
先
輩
か
ら
伺
っ
た
話
で
す
が
。

　
『
燈
台
で
暮
ら
す
中
、
所
要
で
里
に
下
り
て
い
き
ま
す
。

　

用
を
済
ま
せ
灯
台
へ
の
帰
り
道
、
地
元
の
皆
さ
ん
か
ら
「
灯

台
さ
ん
寄
っ
て
行
か
れ
ま
せ
ん
か
、
お
茶
で
も
」
と
の
交
流
は

常
だ
っ
た
。』

う
に
も
バ
ス
は
無
く
、
日
常
も
雨
水
を
た
め
て
の
生
活
。

間
借
り
を
し
、
自
炊
し
た
い
と
の
依
頼
だ
っ
た
。

引
き
受
け
た
ら
、
戦
争
中
の
話
に
な
り
ま
し
た
。

全
国
の
灯
台
を
転
々
と
し
て
、
戦
争
末
期
は
静
岡
・
御
前

埼
灯
台
に
勤
務
。

海
軍
の
上
空
監
視
委
員
が
毎
日
交
代
で
勤
務
し
、
緊
急
時

に
は
東
京
の
大
本
営
へ
通
報
。

関
東
を
空
襲
す
る
グ
ラ
マ
ン
戦
闘
機
の
搭
乗
員
の
顔
が
見

え
る
く
ら
い
超
低
空
で
や
っ
て
き
て
、
歩
く
人
を
見
た
ら

機
銃
掃
射
の
恐
怖
の
日
々
。

灯
台
の
灯
を
消
し
て
は
な
ら
じ
と
守
り
抜
い
た
話
を
聞

き
、
死
を
覚
悟
し
た
灯
台
守
の
存
在
が
戦
後
日
本
の
礎
に

な
っ
た
と
思
っ
た
。

�

（
宮
崎
県
都
城
市
）

　

昭
和
三
十
年
当
時
、
第
十
管
区
海
上
保
安
本
部
は
発
足
し
て

お
ら
ず
九
州
全
域
が
第
七
管
区
海
上
保
安
本
部
管
轄
下
。

　

事
務
所
も
集
約
管
理
以
前
の
都
井
岬
航
路
標
識
事
務
所
の
時

代
。

　

当
時
の
都
井
岬
航
路
標
識
事
務
所
は
都
井
岬
灯
台
、
方
向
探

知
業
務
、
無
線
方
位
信
号
所
、
正
規
気
象
観
測
、
船
舶
気
象
通

報
等
の
幾
つ
も
の
業
務
を
所
掌
し
、
官
舎
（
退
息
所
）
も
灯
台
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と
あ
り
ま
す
。

　

監
督
の
言
わ
れ
る
、
原
作
の
中
の
二
、
三
の
言
葉
に
、
こ
の

「
行
雲
流
水
」
の
言
葉
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
木
下
惠
介

監
督
が
灯
台
職
員
へ
取
材
さ
れ
る
流
れ
の
中
で
脚
本
に
自
分
の

考
え
で
書
か
れ
た
の
か
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
海
の
安
全

を
守
り
、
家
族
を
守
り
な
が
ら
転
勤
を
重
ね
る
灯
台
職
員
の
後

ろ
姿
に
何
か
を
感
じ
「
行
雲
流
水
」
の
言
葉
を
使
わ
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

子
供
さ
ん
の
勉
学
の
た
め
御
主
人
を
官
舎
に
残
し
、
町
中
の

高
校
近
く
の
民
家
へ
の
間
借
り
。

　

昭
和
十
六
年
に
燈
台
子
弟
の
た
め
に
燈
台
済
育
会
の
施
設
・

制
度
が
始
ま
り
ま
し
て
も
全
国
津
々
浦
々
の
地
で
仕
事
を
し
、

生
活
す
る
灯
台
守
と
そ
の
家
族
に
と
っ
て
は
、
想
像
を
超
え
る

暮
ら
し
ぶ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

同
時
に
人
と
人
と
の
出
会
い
の
中
で
深
い
交
流
も
見
て
取
れ

ま
す
。

　

ま
さ
に
、「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」
の
原
作
者
「
田
中

き
よ
子
」
さ
ん
と
、
新
聞
紙
上
に
お
気
持
ち
を
投
稿
さ
れ
ま
し

た
「
新
名
貞
子
」
さ
ん
と
の
六
十
年
前
の
出
会
い
は
「
行
雲
流

水
」
の
出
合
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

私
達
の
年
代
が
海
上
保
安
学
校
を
卒
業
し
現
地
に
赴
き
ま
し

た
の
は
、
お
二
人
の
出
会
い
か
ら
十
数
年
後
の
昭
和
四
十
年
代

　

と
の
事
。

　

地
域
の
方
々
は
灯
台
守
家
庭
に
対
し
て
大
変
優
し
く
敬
意
を

持
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」
の
資
料
を
紐
解
い
て
み
ま
す

と
、
映
画
監
督
「
木
下
惠
介
」
氏
は
、
映
画
完
成
時
の
記
者
発

表
資
料
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
去
年
、「
夫
人
倶
楽
部
」
に
載
っ
て
い
た
「
田
中
き
よ

子
」
と
い
う
灯
台
の
奥
さ
ん
の
手
記
を
読
ん
で
心
を
打
た

れ
、
こ
の
仕
事
に
と
り
か
か
り
ま
し
た
。

　

高
嶺
さ
ん
の
役
名
を
「
き
よ
子
」
と
し
た
の
も
、
田
中

き
よ
子
さ
ん
に
対
す
る
記
念
の
気
持
ち
か
ら
で
す
。

　

一
度
も
、
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

手
記
は
短
い
も
の
で
す
か
ら
、
モ
デ
ル
と
か
、
原
作
と

言
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
御
主
人
が
赤
ち
ゃ
ん
を
取
り
上
げ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
、
二
、
三
の
言
葉
を
会
話
に
使
っ
た
だ
け
で
す
。

　

そ
の
他
、
こ
の
映
画
の
色
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ほ
と

ん
ど
全
部
、
燈
台
の
方
々
か
ら
直
接
に
、
間
接
に
聞
い
た

実
話
で
す
．』

（
原
文
の
ま
ま
、
以
下
略
、
北
九
州
シ
ネ
マ
サ
ロ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
）
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の
半
ば
。

　

航
路
標
識
事
務
所
の
集
約
管
理
は
進
ん
だ
も
の
の
、
ま
だ
ま

だ
灯
台
に
人
の
姿
が
見
え
る
時
代
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

今
で
は
、
人
知
を
超
え
る
科
学
技
術
の
発
達
の
元
で
灯
台
の

自
動
化
は
進
み
、
人
の
介
在
が
最
少
で
海
の
安
全
が
保
て
る
時

代
と
な
り
ま
し
た
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
は
、交
通
の
時
間
距
離
も
短
縮
し
、

今
撮
っ
た
写
真
が
そ
の
場
で
相
手
に
届
く
等
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
瞬
時
に
世
界
中
と
つ
な
が
り
出
会
わ
な
く
て
も
情
報
交
換

が
で
き
る
時
代
。

　

人
と
人
と
の
出
会
い
、
交
流
も
違
っ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。

　

退
職
し
古
希
を
迎
え
る
今
、
知
力
、
体
力
に
限
界
を
感
じ
な

が
ら
、
転
勤
で
歩
い
た
各
地
の
出
来
事
、
人
と
人
と
の
出
会
い
、

交
流
等
思
い
返
し
ま
す
と
走
馬
灯
の
よ
う
に
め
ぐ
り
ま
す
が
、

ぼ
ん
や
り
と
し
て
か
す
み
の
中
、
少
な
く
な
っ
た
記
憶
を
辿
り

ま
す
時
、
こ
れ
ま
で
の
出
会
い
、
交
流
が
と
て
も
愛
お
し
く
大

切
に
思
え
ま
す
。

　

私
に
と
り
ま
し
て
も
新
聞
の
投
稿
記
事
と
の
出
合
は
ま
さ
に

「
行
雲
流
水
」
の
出
合
と
な
り
ま
し
た
。
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彼
ら
は
一
様
に
被
り
物
を
脱
い
で
挨
拶
を
し
、
ど
こ
の
家
へ
遊

び
に
行
っ
て
も
茶
菓
子
な
ど
を
出
し
て
歓
待
し
て
く
れ
た
。
こ

れ
は
ル
ダ
カ
ウ
の
命
令
で
そ
う
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

　

十
月
頃
に
な
る
と
、
釣
鐘
も
半
鐘
も
凍
て
つ
い
て
響
か
な
く

な
り
、
大
鐘
は
ロ
ン
ロ
ン
と
低
い
音
で
鳴
り
、
半
鐘
は
チ
ャ
チ

ャ
と
ふ
ざ
け
る
よ
う
な
音
で
鳴
る
。
雪
は
三
丈
五
、
六
尺
ほ
ど

も
降
り
積
も
り
、
家
々
は
そ
の
下
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
。

煙
が
出
て
い
る
の
を
目
当
て
に
訪
ね
て
行
く
と
、
斧
で
雪
を
削

っ
て
雁
木
を
つ
け
た
家
の
入
口
に
下
り
る
階
段
が
あ
る
。
雪
に

埋
も
れ
て
出
入
り
が
で
き
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
か
、
そ
の
よ

う
な
階
段
は
別
に
も
う
一
つ
設
け
て
あ
る
。
家
は
太
い
材
木
を

積
み
重
ね
て
作
ら
れ
、
所
々
に
窓
が
あ
っ
て
ギ
ャ
マ
ン
（
ガ
ラ

ス
）
が
張
っ
て
あ
る
。
屋
根
も
材
木
を
並
べ
て
作
り
、
そ
の
上

に
砂
が
三
尺
ほ
ど
の
厚
さ
に
敷
い
て
あ
る
。
稀
に
板
や
茅
を
葺

い
た
小
さ
な
家
も
あ
っ
た
。

　

屋
内
は
板
敷
の
床
に
な
っ
て
い
る
。
座
敷
の
入
口
は
一
枚
板

の
上
下
に
羅
紗
を
張
っ
た
左
右
の
扉
が
中
央
か
ら
両
側
に
開
く

第
　
三
　
章

三
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
人
と
生
活

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
海
は
氷
海
に
続
い
て
お
り
、
と
て
も
寒
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
九
月
か
ら
翌
年
の
四
月
ま
で
、
海
一
面
が
厚

さ
一
丈
ば
か
り
も
凍
る
た
め
、船
は
ま
っ
た
く
往
来
で
き
な
い
。

五
月
に
な
る
と
、
氷
が
解
け
始
め
、
砕
け
た
氷
が
風
に
吹
き
寄

せ
ら
れ
て
一
塊
に
な
り
、
小
さ
な
島
の
よ
う
に
海
上
を
流
れ
て

行
く
。
氷
山
は
陸
上
の
岩
山
よ
り
も
固
い
の
で
、
走
っ
て
い
る

船
が
衝
突
す
る
と
砕
け
て
し
ま
う
。
こ
の
海
を
船
が
往
来
で
き

る
の
は
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
三
カ
月
だ
け
で
あ
る
。
北
ア
メ

リ
カ
か
ら
来
航
す
る
船
は
銅
板
を
張
っ
て
船
体
を
補
強
し
て
あ

っ
た
。

　

好
奇
心
が
強
く
、
社
交
性
に
富
む
重
吉
は
こ
の
地
の
観
察
に

余
念
が
な
か
っ
た
。日
本
人
が
道
で
オ
ロ
シ
ヤ
人
に
出
会
う
と
、

船
頭
重
吉
の
太
平
洋
漂
流
記
（
そ
の
九
）

京
都
市
在
住
　
佐
　
藤
　
節
　
夫
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あ
る
が
、
必
ず
良
い
犬
を
先
頭
に
し
て
二
列
に
す
る
。
後
方
の

犬
は
悪
い
犬
で
も
か
ま
わ
な
い
。
四
辻
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、

乗
り
手
が「
カ
ツ
カ
ツ
カ
ツ
」と
叫
ぶ
と
犬
は
左
へ
曲
が
り
、「
ホ

ガ
ホ
ガ
ホ
ガ
」
と
叫
ぶ
と
右
へ
曲
が
り
、「
ヒ
ロ
ヒ
ロ
ヒ
ロ
」

と
叫
ぶ
と
直
進
し
、「
ア
ー
ア
ー
ア
ー
」
と
叫
ぶ
と
止
ま
る
。

乗
り
手
は
片
方
の
端
を
尖
ら
せ
、
も
う
片
方
の
端
に
錫
杖
の
よ

う
に
鉄
の
輪
を
付
け
た
棒
を
持
ち
、
木
に
衝
突
し
そ
う
に
な
っ

た
り
、
片
側
へ
寄
り
す
ぎ
た
場
合
な
ど
に
は
尖
ら
せ
た
棒
の
先

で
地
面
を
こ
じ
っ
た
り
し
て
進
路
を
改
め
る
。
犬
が
前
に
進
ま

な
い
時
に
は
棒
を
振
り
上
げ
て
鉄
の
輪
を
カ
ラ
カ
ラ
と
鳴
ら
す

と
、
先
頭
の
犬
が
走
り
出
す
。
そ
れ
で
も
犬
が
進
も
う
と
し
な

い
時
は
、「
エ
ツ
カ
ナ
イ
（
ど
ろ
ぼ
う
め
）」、「
エ
ビ
ヨ
ー
ノ
マ

ツ
（
い
ま
い
ま
し
い
奴
め
）」、「
ソ
バ
カ
（
犬
）」
な
ど
と
叫
び
、

棒
で
目
の
前
の
犬
を
叩
く
と
先
頭
の
犬
は
駆
け
出
す
。だ
か
ら
、

先
頭
の
犬
は
よ
く
仕
込
ん
だ
良
い
犬
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ソ
リ
は
人
が
踏
み
な
ら
し
て
固
く
な
っ
た
雪
の
上
を
走
る

が
、
や
わ
ら
か
い
雪
の
上
に
半
分
乗
り
か
か
る
と
、
横
倒
し
に

な
っ
て
乗
り
手
が
落
ち
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
犬
は
構
わ
ず
に

ソ
リ
を
引
い
て
行
く
。
前
を
歩
い
て
い
る
人
が
い
れ
ば
ソ
リ
を

止
め
て
く
れ
る
が
、
い
な
い
場
合
に
は
ソ
リ
が
行
方
知
れ
ず
に

な
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
ソ
リ
が
下
り
坂
に
さ
し
か
か
っ
た

時
に
は
、
乗
り
手
は
持
っ
て
い
る
棒
を
前
に
突
き
立
て
て
進
み

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
座
敷
の
中
に
は
瓦
焼
窯
の
よ
う
な
も
の

（
暖
炉
）
が
設
け
て
あ
り
、
そ
の
中
で
火
を
焚
い
て
煮
炊
き
を

す
る
。
煙
は
屋
根
を
突
き
抜
け
た
煙
突
か
ら
出
し
尽
く
し
、
煙

突
の
上
に
は
雪
が
降
り
込
ま
な
い
よ
う
に
蓋
が
し
て
あ
る
。
火

を
燃
や
す
口
を
塞
い
で
、
そ
の
周
囲
に
開
け
て
あ
る
穴
か
ら
火

気
を
座
敷
の
中
に
出
す
と
、
真
冬
で
も
家
の
中
は
汗
ば
む
く
ら

い
に
暖
か
い
。
雪
は
連
日
降
り
続
い
て
夜
の
う
ち
に
出
入
口
や

窓
を
埋
め
尽
く
し
て
し
ま
う
た
め
、
住
人
は
毎
朝
外
に
出
て
斧

で
雪
を
切
り
払
っ
て
い
る
。

　

家
々
の
屋
根
の
上
を
道
が
通
じ
て
い
る
。
外
を
歩
く
際
に
は

毛
の
付
い
た
オ
レ
ン
（
鹿
）
の
皮
で
仕
立
て
た
雪
合
羽
を
着
る
。

雪
合
羽
は
頭
か
ら
裾
ま
で
一
続
き
に
な
っ
て
お
り
、
裾
か
ら
頭

を
入
れ
て
着
る
。
顔
の
と
こ
ろ
に
は
穴
が
開
い
て
い
て
、
額
の

と
こ
ろ
に
は
ミ
ツ
ベ
チ
（
熊
）
の
胎
内
か
ら
取
っ
た
小
熊
の
毛

が
植
え
て
あ
っ
て
顔
に
雪
が
降
り
か
か
る
の
を
防
い
で
い
る
。

手
に
は
皮
手
袋
を
は
め
、
足
に
は
水
獣
の
皮
で
作
っ
た
靴
を
履

く
。
水
獣
の
皮
は
水
に
濡
れ
て
も
伸
び
る
こ
と
は
な
い
。

　

長
い
距
離
を
移
動
す
る
際
に
は
ソ
リ
に
乗
る
。
カ
ム
チ
ャ
ッ

カ
で
は
ソ
リ
の
こ
と
を
サ
ン
カ
と
称
し
、犬
に
引
か
せ
て
い
る
。

ソ
リ
は
二
本
の
木
を
縦
に
並
べ
、
そ
の
上
に
こ
た
つ
櫓
の
よ
う

な
も
の
を
組
み
立
て
て
真
中
を
高
く
し
、
乗
り
手
は
そ
の
上
に

跨
る
。
皮
製
の
綱
を
五
、
六
頭
の
犬
に
付
け
て
引
か
せ
る
の
で
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っ
た
。
重
吉
は
そ
の
時
に
は
不
思
議
に
思
っ
た
も
の
だ
が
、
後

に
な
っ
て
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
時
期
だ
け
木
を
伐
る
た

め
、
雪
が
解
け
る
と
中
程
か
ら
下
の
部
分
だ
け
が
残
っ
た
の
だ

と
知
っ
た
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
草
木
は
日
本
の
も
の
と
異
な
る
も
の
が
多

い
。
ボ
ソ
レ
ツ
カ
と
い
う
と
こ
ろ
の
川
辺
に
は
木
賊（
と
く
さ
）

が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
が
、
こ
れ
は
日
本
の
も
の
と
少
し
も

変
わ
ら
な
か
っ
た
。
蓬
（
ヨ
モ
ギ
）
も
日
本
の
も
の
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
れ
以
外
の
草
木
は
見
慣
れ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
松
は
す
べ
て
四
つ
葉
で
、
松
笠
は
大
き
く
、
そ
の
種
子
を

煎
っ
て
子
供
た
ち
が
食
べ
て
い
た
。
日
本
で
い
う
朝
鮮
松
の
類

で
あ
っ
た
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
米
を
フ
ナ
と
称
し
、
こ
れ
を
炊
い
て
飯

に
し
た
も
の
も
フ
ナ
と
呼
ぶ
。
米
は
広
東
あ
た
り
か
ら
輸
入
し

て
い
た
。
広
東
で
は
二
カ
月
で
米
が
実
り
、
ま
ず
そ
の
穂
を
摘

み
取
り
、
再
び
穂
が
出
て
実
る
も
の
を
摘
み
取
る
の
で
、
一
年

に
二
度
米
が
収
穫
さ
れ
る
の
だ
と
重
吉
は
聞
い
た
。
そ
の
米
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、細
長
く
て
小
さ
な
粒
で
、日
本
で
粃
（
し

い
な
。
実
の
入
っ
て
い
な
い
米
）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
似
て

い
た
。
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
格
別
の
祝
い
の
日
に
だ
け
米
を
固

め
の
粥
の
よ
う
に
炊
い
て
食
べ
、
ふ
だ
ん
の
日
は
小
麦
の
団
子

と
獣
肉
だ
け
を
食
べ
て
い
た
。
小
麦
団
子
の
生
の
も
の
を
ヒ
レ

過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
。

　

一
軒
の
家
で
も
、
こ
れ
は
誰
の
犬
、
あ
れ
は
誰
の
犬
と
い
う

よ
う
に
、
各
人
が
餌
を
与
え
て
飼
っ
て
い
る
。
犬
の
餌
は
セ
リ

ジ
（
ニ
シ
ン
）
で
、
一
度
に
五
、
六
匹
与
え
る
。
遠
方
へ
出
か

け
る
場
合
に
は
、
前
夜
に
八
、
九
匹
ほ
ど
与
え
、
当
日
は
目
的

地
に
た
ど
り
着
く
ま
で
は
何
も
食
べ
さ
せ
な
い
。そ
う
す
れ
ば
、

犬
は
早
く
到
着
し
て
餌
を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
お
う
と
道
を
急
ぐ

か
ら
で
あ
る
。
犬
を
飼
っ
て
い
な
い
者
が
遠
方
へ
行
く
時
に
は

親
し
い
人
か
ら
犬
を
借
り
る
。
犬
を
借
り
る
人
は
前
夜
に
セ
リ

ジ
を
持
参
し
て
犬
に
与
え
る
。
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
西
方
の
イ
チ

カ
や
キ
ギ
リ
で
は
、
犬
の
代
わ
り
に
オ
レ
ン
（
鹿
）
に
ソ
リ
を

引
か
せ
て
い
る
ら
し
い
が
、
重
吉
は
見
て
い
な
い
。

　

ト
ロ
ハ
（
薪
）
を
集
め
に
行
く
時
に
も
ソ
リ
に
乗
っ
て
行
く
。

こ
の
場
合
、
木
を
た
く
さ
ん
積
め
る
よ
う
に
ソ
リ
を
大
き
く
作

り
、
乗
り
手
は
積
み
上
げ
た
木
の
上
に
乗
る
。
こ
の
よ
う
な
ソ

リ
を
ナ
ル
タ
と
呼
ん
で
い
る
。
犬
を
飼
っ
て
い
な
い
者
は
雪
の

上
を
歩
い
て
薪
を
日
本
ず
つ
引
い
て
進
む
。
氷
が
解
け
る
と
薪

集
め
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
仕
事
は
専
ら
雪
の
あ
る
季
節
に

行
っ
て
い
る
。
重
吉
が
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
到
着
し
た
直
後
の
八

月
頃
に
山
へ
登
っ
た
時
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
木
を
伐
っ
た
あ
と

が
残
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
ら
の
木
は
す
べ
て
幹
の
中
ほ

ど
か
ら
伐
っ
て
あ
り
、
根
元
か
ら
伐
っ
た
も
の
は
一
本
も
な
か
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と
に
苛
立
っ
た
。
彼
が
そ
の
場
に
あ
る
も
の
を
指
で
示
し
、「
こ

れ
は
な
ん
と
い
う
も
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
て
も
、
相
手
は
申

し
訳
な
さ
そ
う
な
顔
を
す
る
ば
か
り
で
、
何
を
問
わ
れ
て
い
る

の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
オ
ロ
シ
ヤ
人
が

物
を
出
し
て
「
カ
ク
ナ
」
と
尋
ね
て
き
た
の
で
、「
カ
ク
ナ
」

と
は
「
何
か
」
の
意
味
だ
と
重
吉
は
気
づ
い
た
。
そ
れ
以
降
、

重
吉
は
紙
と
筆
を
持
っ
て
歩
き
、
様
々
な
物
を
示
し
て
「
カ
ク

ナ
」
と
尋
ね
、
そ
の
意
味
を
日
本
語
で
書
き
、
そ
の
下
に
オ
ロ

シ
ヤ
の
言
葉
を
記
し
た
。
こ
う
し
て
彼
は
様
々
な
物
の
名
と
意

味
を
覚
え
て
い
っ
た
。
少
し
ず
つ
オ
ロ
シ
ヤ
人
と
話
が
通
じ
る

よ
う
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
言
葉
の
習
得
が
楽
し
く
な
り
、
毎

日
彼
は
外
出
し
て
誰
彼
と
な
く
話
し
か
け
た
。

　

重
吉
が
オ
ロ
シ
ヤ
人
の
家
を
訪
問
し
、「
ド
ブ
ラ
、
ゲ
ン
、

ド
ロ
マ
、
ダ
ラ
シ
（
今
日
は
良
い
天
気
だ
。
ど
う
し
て
い
ま
す

か
？
）」
と
言
う
と
、
相
手
は
「
サ
ラ
シ
、
サ
ラ
シ
（
腰
を
下

ろ
し
な
さ
い
）」
と
答
え
て
曲
彔
（
き
ょ
く
ろ
く
）
の
よ
う
な

物
を
す
す
め
る
。
こ
う
し
て
重
吉
は
大
抵
の
こ
と
は
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
た
と
思
っ
て
も
、
時
に
は
ま
っ
た
く
話
が
通
じ
な
い

こ
と
も
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
そ
の
家
の
主
人
が
色
々
な
こ
と
を

言
っ
て
き
た
が
、
重
吉
に
は
さ
っ
ぱ
り
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
黙

っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、
相
手
は
「
テ
ル
セ
ル
ゼ

ー
ス
ス
カ
ゼ
ガ
ウ
リ
ン
」
と
何
度
も
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
も
何

フ
ハ
ン
ま
た
は
ヒ
レ
ツ
パ
と
呼
び
、
感
想
し
た
も
の
を
ワ
ハ
ク

と
称
す
る
。

　

翌
年
、
重
吉
が
日
本
へ
帰
る
頃
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
知
り
合

っ
た
水
主
た
ち
が
言
っ
た
。「
お
前
が
四
、
五
年
故
郷
に
い
な

か
っ
た
間
に
、
き
っ
と
牛
は
た
く
さ
ん
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
あ
ま
り
食
べ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」「
ど
う
し

て
牛
を
食
べ
る
の
か
？
日
本
人
は
牛
を
食
べ
な
い
」
重
吉
は
言

っ
た
。「
牛
を
食
べ
ず
に
日
本
人
は
何
を
食
べ
て
い
る
の
か
？
」

水
主
ら
は
尋
ね
た
。「
毎
日
米
を
食
べ
て
暮
ら
し
て
い
る
」
重

吉
が
答
え
た
。「
毎
日
米
を
食
べ
て
い
る
国
が
あ
る
と
は
嘘
を

言
う
に
も
ほ
ど
が
あ
る
」
水
主
ら
は
そ
う
言
っ
て
笑
い
合
い
、

重
吉
の
言
葉
を
本
気
に
し
な
か
っ
た
。「
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は

食
べ
物
に
不
自
由
し
て
い
る
の
で
、
日
本
と
交
易
が
で
き
れ
ば

私
た
ち
は
苦
労
を
し
な
い
で
す
む
」
下
々
の
者
が
こ
う
話
し
て

い
る
の
を
、
薩
摩
の
喜
三
左
衛
門
も
時
々
耳
に
し
て
い
た
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
カ
レ
イ
を
カ
ン
バ
ラ
と
呼
ぶ
。
日
本
の

石
ガ
レ
イ
を
大
き
く
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
体
に
は
亀
の
甲
羅

の
よ
う
な
固
い
も
の
が
付
い
て
い
る
。
重
吉
は
シ
ト
カ
で
も
畳

三
枚
ほ
ど
も
あ
る
カ
レ
イ
（
オ
ヒ
ョ
ウ
）
を
食
べ
た
。
そ
の
身

は
た
い
へ
ん
軟
ら
か
か
っ
た
が
、
こ
れ
と
い
う
ほ
ど
の
味
は
し

な
か
っ
た
。

　

重
吉
は
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
来
た
当
初
、
言
葉
が
通
じ
な
い
こ
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け
る
。
日
本
で
女
の
名
前
の
前
に
「
お
」
を
付
け
る
の
に
似
て

い
る
。「
ヘ
ク
ラ
ヒ
ヨ
ー
ド
ロ
イ
ハ
ノ
ブ
ナ
」「
ア
ブ
ド
ツ
チ
ラ

ヒ
ヨ
ー
ド
ロ
イ
ハ
ノ
ブ
ナ
」
な
ど
と
い
う
女
性
は
、
ふ
だ
ん
は

「
ヘ
ク
ラ
」「
ア
ブ
ド
ツ
チ
ラ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

数
は
「
オ
ジ
ン
（
一
）」「
ヅ
ワ
ー
（
二
）」「
テ
レ
ー
（
三
）」

「
チ
エ
テ
レ
（
四
）」「
ビ
ヤ
ー
チ
（
五
）」「
セ
ー
シ
（
六
）」「
セ

ン（
七
）」「
オ
ー
セ
ン（
八
）」「
デ
ビ
チ（
九
）」「
テ
セ
ツ（
十
）」

「
ス
ト（
百
）」「
デ
ー
セ
ヂ
ヤ（
千
）」「
デ
ヤ
テ
ー
セ
ヂ
ヤ（
万
）」

と
数
え
る
。

　

笑
う
こ
と
と
泣
く
こ
と
は
万
国
共
通
で
あ
る
。日
本
で
は「
は

い
は
い
」
と
返
事
す
る
が
、カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
「
エ
シ
エ
シ
」

と
答
え
て
い
た
。「
日
本
は
小
さ
い
島
国
で
あ
る
が
、
神
国
だ

か
ら
軽
々
し
く
手
出
し
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
重
吉
は
オ

ロ
シ
ヤ
人
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
言
っ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
。

　

日
本
で
は
大
晦
日
に
生
ま
れ
て
も
年
が
明
け
れ
ば
数
え
年
の

二
歳
に
な
る
が
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
者
に
年
齢
を
聞
く
と
、
誕

生
日
か
ら
数
え
て
「
今
日
は
二
十
三
歳
と
五
十
二
日
に
な
る
」

な
ど
と
答
え
る
。
こ
の
国
に
は
閏
月
は
な
く
、
一
周
年
は
日
本

と
同
じ
で
あ
る
が
、
一
月
を
様
々
に
数
え
、
二
月
で
五
十
日
の

場
合
も
あ
れ
ば
、
三
月
で
百
日
の
場
合
も
あ
る
。

　

重
吉
は
ル
ダ
カ
ウ
の
と
こ
ろ
に
極
め
て
詳
細
な
日
本
地
図
が

の
こ
と
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
ず
、
重
吉
は
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
き

た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、重
吉
は
「
テ
ル
セ
ル
ゼ
ー
ス
」

と
は
「
何
か
腹
を
立
て
て
い
る
の
か
」、「
ス
カ
ゼ
」
は
「
話
」、

「
ガ
ウ
リ
ン
」
は
「
物
を
言
わ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、「
何
に

腹
を
立
て
て
話
も
せ
ず
、
物
も
言
わ
な
い
の
か
」
と
聞
か
れ
て

い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
時
、
魚
が
な
く
な
っ
た
の

で
、「
モ
ヤ
（
私
）、
ド
ン
（
家
に
）、
イ
レ
バ
（
魚
）、
リ
ク
セ

ン
（
尽
き
た
）。
ソ
ー
ニ
ダ
バ
エ
ラ
ン
ナ
（
今
く
れ
ま
す
か
）」

と
重
吉
が
言
う
と
、相
手
は
「
ラ
ン
ナ
、ラ
ン
ナ
、オ
シ
メ
（
わ

か
っ
た
、
わ
か
っ
た
、
く
れ
て
や
ろ
う
）」
と
答
え
て
魚
を
差

し
出
し
て
く
れ
た
。
重
吉
は
「
オ
コ
ン
ノ
ダ
イ
ウ
ダ
イ
（
あ
り

が
と
う
）、
ボ
ロ
ツ
シ
ヤ
エ
、
ボ
ロ
ツ
シ
ヤ
エ
（
さ
よ
う
な
ら
、

さ
よ
う
な
ら
）」
と
言
っ
て
魚
を
持
ち
帰
っ
た
。

　
「
テ
ウ
オ
ロ
ボ
ダ
イ
（
何
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
）」
と
聞

く
と
、「
オ
ル
バ
カ
マ
セ
イ
（
袢
襦
を
縫
っ
て
い
る
）」
と
答
え

る
。「
ニ
テ
ウ
」は「
何
も
し
て
い
な
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
モ
イ
」
は
「
洗
う
」、「
湯
に
入
っ
て
行
き
な
さ
い
」
は
「
バ

ニ
ヤ
モ
イ
」
と
言
う
。「
ス
カ
ゼ
」
は
「
話
」
で
、「
昔
話
」
は

「
ス
カ
ス
カ
ス
カ
ゼ
」
と
い
う
。
オ
ロ
シ
ヤ
語
は
言
葉
の
始
め

に
「
ナ
ア
」
と
付
け
る
こ
と
が
多
く
、「
船
」
は
「
ス
ー
ナ
」

で
あ
る
が
、「
ナ
ア
ス
ー
ナ
」
と
言
っ
た
り
す
る
。

　

女
の
名
前
の
後
ろ
に
は
「
ヒ
ヨ
ー
ド
ロ
ノ
ハ
ノ
ブ
ナ
」
と
付
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打
ち
鳴
ら
し
て
い
た
。
こ
の
日
は
町
中
総
出
で
雪
舟
（
ソ
リ
）

遊
び
が
行
わ
れ
た
。
重
吉
は
こ
れ
も
見
物
に
行
っ
た
。

　

当
地
の
山
と
山
の
間
に
幅
十
間
ほ
ど
の
細
い
入
江
が
あ
る
。

こ
の
季
節
で
も
山
に
は
雪
が
降
り
積
も
っ
て
凍
り
、
入
江
も
厚

い
氷
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
両
方
の
山
頂
か
ら
麓
の
入
江
ま
で
、

と
て
つ
も
な
く
長
い
板
橋
を
山
に
沿
っ
て
梯
子
の
よ
う
に
か
け

下
し
て
お
く
と
、
一
夜
の
う
ち
に
雪
が
降
り
積
も
っ
て
凍
り
つ

く
。
そ
れ
ら
を
平
ら
に
削
っ
て
滑
り
や
す
く
し
て
お
く
の
で
あ

る
。

　

こ
の
日
、
ル
ダ
カ
ウ
は
か
ろ
う
じ
て
自
分
一
人
が
乗
れ
る
だ

け
の
雪
舟
を
山
頂
ま
で
持
っ
て
登
り
、
そ
の
雪
舟
に
乗
っ
て
板

橋
の
上
を
一
目
散
に
滑
り
下
り
た
。
そ
の
あ
と
で
、
町
中
の
男

女
が
両
方
の
山
頂
か
ら
次
々
と
雪
舟
に
乗
っ
て
滑
り
始
め
た
。

一
方
の
山
頂
か
ら
滑
り
下
り
た
者
が
勢
い
余
っ
て
向
か
い
側
の

山
の
麓
ま
で
滑
っ
て
行
く
。
時
に
は
両
方
の
山
頂
か
ら
滑
り
下

り
た
者
同
士
が
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
る
。
何
か
の
拍
子
に
板
橋

の
途
中
で
雪
舟
が
横
に
傾
き
、
ト
ン
ボ
返
り
を
し
て
横
向
き
に

滑
り
落
ち
る
の
を
重
吉
は
見
た
。
酒
に
酔
っ
た
数
人
の
若
い
男

が
牛
皮
の
上
に
女
を
同
乗
さ
せ
、
三
味
線
の
よ
う
な
も
の
を
弾

き
な
が
ら
滑
り
下
り
て
行
く
。
何
か
に
接
触
し
て
横
倒
し
に
な

り
、
男
と
女
が
転
び
落
ち
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
麓
か
ら
頂
上
ま

で
は
半
時
ほ
ど
か
け
て
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
も

あ
る
と
聞
き
、
オ
ン
デ
レ
イ
ハ
ン
に
内
々
に
頼
ん
で
見
せ
て
も

ら
っ
た
。
そ
れ
は
と
て
も
大
き
な
絵
図
で
、
そ
の
鮮
や
か
な
色

彩
と
細
や
か
さ
に
、
重
吉
は
驚
嘆
し
た
。
薩
摩
の
喜
三
左
衛
門

も
こ
の
絵
図
を
見
て
い
た
。「
絵
図
を
初
め
て
目
に
し
た
時
、

薩
摩
国
の
何
と
い
う
村
で
あ
っ
た
か
、
わ
し
が
一
度
も
行
っ
た

こ
と
の
な
い
土
地
で
あ
る
の
に
絵
図
に
は
詳
し
く
描
か
れ
て
い

る
の
で
度
胆
を
抜
か
れ
た
」
と
語
っ
た
。

　

冬
の
夜
、
ア
ザ
ラ
シ
は
氷
に
穴
を
開
け
て
海
の
中
か
ら
出
て

く
る
。
穴
は
た
ち
ま
ち
凍
っ
て
塞
が
り
、
ア
ザ
ラ
シ
は
海
中
に

戻
る
こ
と
が
で
き
ず
に
夜
が
明
け
る
と
氷
の
上
を
這
い
回
っ
て

い
る
。
こ
の
土
地
の
人
々
は
そ
れ
を
追
い
回
し
て
棒
で
叩
き
殺

す
の
で
あ
る
。
重
吉
は
そ
の
様
子
を
見
物
に
行
き
、
ア
ザ
ラ
シ

を
哀
れ
に
思
う
と
同
時
に
恰
好
の
気
晴
ら
し
に
も
な
っ
た
。

　

三
月
に
な
り
、
切
支
丹
の
本
尊
の
祭
り
か
と
思
わ
れ
る
も
の

が
開
か
れ
た
。
人
々
は
祭
り
の
二
、
三
日
前
か
ら
肉
食
を
慎
ん

で
精
進
し
、
当
日
は
寺
の
前
に
集
ま
る
。
そ
こ
へ
代
官
の
ル
ダ

カ
ウ
が
や
っ
て
き
て
、
皆
の
口
を
な
め
る
。
重
吉
も
祭
り
を
見

物
に
行
っ
た
が
、
誰
彼
と
な
く
人
が
近
寄
っ
て
き
て
口
を
な
め

る
の
に
閉
口
し
て
す
ぐ
に
逃
げ
帰
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
日
間
ほ

ど
、
彼
は
外
出
を
ひ
か
え
た
。

　

四
月
に
再
び
祭
り
が
催
さ
れ
た
。
今
回
は
七
日
ほ
ど
前
か
ら

精
進
し
、
当
日
は
寺
で
大
き
な
半
鐘
と
小
さ
な
半
鐘
を
一
日
中
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の
子
供
と
し
て
大
事
に
育
て
る
の
だ
と
、
重
吉
は
聞
い
た
。

　

こ
の
国
で
は
ど
れ
ほ
ど
不
満
が
あ
ろ
う
と
も
、
一
度
夫
婦
に

な
っ
た
以
上
は
離
別
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
国
王

や
貴
族
や
大
金
持
で
あ
ろ
う
と
、
妾
を
持
た
な
い
。
貴
人
だ
か

ら
と
い
っ
て
妾
を
多
く
抱
え
れ
ば
、
必
ず
障
害
が
出
て
く
る
。

ま
た
、
子
供
が
た
く
さ
ん
い
る
と
、
出
費
が
嵩
ん
で
生
活
が
苦

し
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
百
姓
を
苦
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
上
の
者
は
下
の
者
に
情
け
を
か
け
、
下
の
者
か
ら
上

の
者
が
情
け
を
か
け
て
も
ら
う
こ
と
を
恥
と
し
て
い
る
の
で
、

下
の
者
を
苦
し
め
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
、
た
と
え
国
王

で
あ
っ
て
も
妾
を
囲
わ
な
い
の
だ
と
、
重
吉
は
思
っ
た
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
村
ご
と
に
病
人
を
治
療
す
る
家
が
設
け

て
あ
り
、
病
人
は
だ
れ
で
も
そ
こ
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
費
用
は
す
べ
て
国
王
が
負
担
す
る
ら
し
い
。
そ
れ

故
、
病
気
に
な
っ
て
も
命
を
助
け
て
く
れ
る
の
は
国
王
で
あ
る

と
し
て
、
国
民
は
国
王
を
深
く
尊
敬
し
て
い
る
。
医
師
は
治
療

し
た
病
人
の
数
に
よ
っ
て
住
み
良
い
と
こ
ろ
へ
移
さ
れ
、
国
王

か
ら
も
ら
う
給
与
も
増
え
る
の
で
、
治
療
に
力
を
尽
く
す
よ
う

に
な
り
、
自
然
に
名
医
が
多
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
子
供
で
あ

っ
て
も
朝
起
き
れ
ば
す
ぐ
に
都
の
方
に
向
か
っ
て
国
王
を
拝
む

の
で
あ
る
。

　

ル
ダ
カ
ウ
の
屋
敷
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
、
彼
が
預
か
っ

た
っ
た
一
度
滑
り
下
り
る
た
め
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の

祭
り
は
た
い
そ
う
賑
や
か
で
、
雪
舟
の
滑
降
は
重
吉
を
大
い
に

楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。

　

祭
り
の
日
以
外
で
も
、
村
人
は
女
子
供
を
連
れ
て
山
に
登
っ

て
雪
舟
遊
び
を
し
て
い
る
。
雪
合
羽
を
着
て
手
袋
を
は
め
、
靴

を
履
い
て
滑
る
た
め
、
滅
多
に
怪
我
を
す
る
こ
と
は
な
い
ら
し

い
。
何
が
面
白
い
の
か
と
重
吉
が
聞
く
と
、
村
人
は
高
い
と
こ

ろ
か
ら
滑
り
下
り
て
穴
の
上
を
飛
び
越
え
て
向
う
側
に
落
ち
、

そ
の
ま
ま
の
勢
い
で
滑
っ
て
行
く
と
こ
ろ
だ
と
答
え
た
。
祭
り

が
終
わ
っ
て
か
ら
七
日
ほ
ど
の
間
、
綱
で
木
を
吊
り
下
げ
た
も

の
に
人
が
乗
っ
て
ゆ
ら
り
ゆ
ら
い
と
揺
れ
て
い
た
が
、
重
吉
に

は
何
故
そ
う
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
に
も
古

く
か
ら
ぶ
ら
ん
こ
は
あ
っ
た
が
、
彼
の
故
郷
に
は
な
か
っ
た
ら

し
い
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
妻
に
間
男
が
い
て
も
、
夫
は
さ
ほ
ど
不

愉
快
に
思
わ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
未
婚
の
娘
が
密
通
す
る

と
、
親
は
娘
が
傷
物
に
さ
れ
た
と
思
っ
て
憤
慨
す
る
。
妻
が
密

通
し
て
も
、
相
手
の
男
か
ら
妻
に
何
か
と
物
を
く
れ
る
の
で
、

夫
も
良
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
ら
し
い
。
夫
の
方
が
そ
れ
で
納

得
し
て
い
る
な
ら
、妻
も
蜜
夫
も
夫
を
邪
魔
に
思
わ
な
い
の
で
、

殺
し
て
や
ろ
う
と
も
考
え
ず
、
ま
た
妻
が
蜜
夫
と
駆
落
ち
を
す

る
こ
と
も
な
い
。
妻
が
蜜
夫
の
子
供
を
産
ん
で
も
、
夫
は
自
分
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て
下
さ
い
、
許
し
て
下
さ
い
」
番
人
は
重
吉
た
ち
に
向
か
っ
て

泣
き
叫
ん
だ
。「
彼
は
い
っ
た
い
何
を
し
た
の
で
す
か
？
」
重

吉
は
驚
い
て
代
官
に
聞
い
た
。「
昨
日
あ
の
男
は
心
得
違
い
を

し
て
お
前
た
ち
を
怒
ら
せ
た
か
ら
お
前
た
ち
の
虫
が
お
さ
ま
る

ま
で
叩
い
て
や
る
の
だ
」
ル
ダ
カ
ウ
は
言
っ
た
。「
ど
う
か
止

め
て
下
さ
い
」
三
人
は
番
人
の
方
に
走
り
寄
り
、
両
手
を
広
げ

て
役
人
が
叩
く
の
を
止
め
さ
せ
た
。「
そ
れ
で
は
も
う
お
前
た

ち
の
腹
の
虫
は
お
さ
ま
っ
た
の
か
？
」
ル
ダ
カ
ウ
が
重
吉
た
ち

に
聞
い
た
。「
あ
の
時
は
腹
も
立
ち
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に

番
人
が
こ
れ
ほ
ど
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
て
は
気
の
毒
で
な
り
ま
せ

ん
。
今
と
な
っ
て
は
昨
日
恨
み
を
言
っ
た
こ
と
を
後
悔
さ
え
し

て
お
り
ま
す
」
重
吉
は
言
っ
た
。「
そ
れ
で
は
本
当
に
恨
み
も

な
く
な
り
、心
が
晴
れ
た
の
だ
な
？
本
当
に
そ
う
な
の
だ
な
？
」

ル
ダ
カ
ウ
は
何
度
も
念
を
押
し
て
か
ら
番
人
を
解
放
し
て
や
っ

た
。

　

次
の
日
、
重
吉
ら
の
家
に
番
人
が
訪
ね
て
き
た
。
尾
張
船
の

三
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
、「
昨
日
我
々
の
た
め
に
叩
か
れ
た
の

で
、
き
っ
と
恨
み
を
言
い
に
来
た
の
だ
」
と
言
い
合
い
、
番
人

を
家
に
入
れ
な
か
っ
た
。「
ど
う
か
私
を
中
に
入
れ
て
く
だ
さ

い
。
昨
日
の
お
礼
を
言
い
に
来
た
の
で
す
」
番
人
が
何
度
も
頼

ん
だ
の
で
、
三
人
は
戸
を
開
い
て
家
の
中
に
入
れ
て
や
っ
た
。

「
昨
日
の
お
礼
に
酒
を
持
っ
て
来
ま
し
た
」
番
人
は
笑
顔
で
言

て
い
る
宝
蔵
が
あ
っ
た
。
宝
蔵
の
正
面
は
た
い
そ
う
長
く
、
入

口
に
は
時
計
が
か
け
て
あ
り
、
そ
の
下
に
番
人
が
い
た
。
番
人

は
近
在
か
ら
代
わ
る
代
わ
る
出
て
き
て
役
を
勤
め
て
い
た
。

　

あ
る
時
、
ル
ダ
カ
ウ
が
尾
張
船
の
三
人
に
そ
こ
へ
行
っ
て
遊

ん
で
来
い
と
言
っ
た
の
で
、
三
人
は
喜
ん
で
出
か
け
た
。
と
こ

ろ
が
、
番
人
は
三
人
が
宝
蔵
に
入
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

「
代
官
に
許
さ
れ
て
来
た
の
だ
」
重
吉
が
言
っ
て
も
聞
き
入
れ

て
も
ら
え
ず
、
番
人
は
三
人
を
口
汚
く
罵
っ
て
追
い
返
し
た
。

「
ど
う
し
て
我
々
を
宝
蔵
へ
行
か
せ
て
番
人
に
罵
ら
せ
た
の
で

す
か
」
帰
っ
て
か
ら
重
吉
は
ル
ダ
カ
ウ
に
訴
え
た
。
す
る
と
、

ル
ダ
カ
ウ
は
驚
い
て
「
こ
れ
は
私
の
誤
り
だ
。
ど
う
し
て
私
が

お
前
た
ち
を
欺
い
て
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

お
れ
は
番
人
の
心
得
違
い
で
あ
る
。
ど
う
か
許
し
て
く
れ
。
許

し
て
く
れ
」
と
謝
っ
た
。

　

次
の
日
の
朝
、
三
人
が
起
き
出
し
た
時
、
ギ
ャ
マ
ン
（
ガ
ラ

ス
）
の
窓
か
ら
ル
ダ
カ
ウ
が
急
ぎ
足
で
や
っ
て
来
る
の
が
見
え

た
。
三
人
は
こ
れ
ほ
ど
朝
早
く
代
官
が
訪
ね
て
来
た
こ
と
に
驚

き
、
あ
わ
て
て
着
替
え
を
す
ま
せ
た
。
ル
ダ
カ
ウ
は
す
ぐ
に
三

人
を
表
へ
連
れ
出
し
た
。
三
人
は
何
事
が
起
き
た
の
か
と
思
っ

て
外
に
出
て
み
る
と
、
数
人
の
役
人
が
前
日
の
番
人
を
連
れ
て

来
て
赤
裸
に
す
る
の
を
見
た
。
そ
し
て
、
そ
の
男
の
背
中
を
柳

の
枝
を
束
ね
た
物
で
激
し
く
叩
き
始
め
た
の
で
あ
る
。「
許
し
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て
く
だ
さ
い
」
と
何
度
も
繰
り
返
し
た
。
す
る
と
、母
親
は
「
そ

れ
で
は
う
ち
の
息
子
を
許
し
て
く
れ
る
の
で
す
ね
？
」
と
念
を

押
し
、
喜
ん
で
子
供
と
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
鹿

の
股
肉
を
持
参
し
、
何
度
も
重
吉
に
礼
を
述
べ
た
。

　

こ
の
国
の
人
々
は
恨
み
や
怒
り
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
嫌
う

の
だ
と
重
吉
は
思
っ
た
。
だ
か
ら
喧
嘩
を
す
る
こ
と
も
な
い
の

だ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
喧
嘩
が
始
ま
っ
た
と
し
て
も
、
二
人
の
間

に
入
る
者
が
あ
ら
わ
れ
て
互
い
の
言
い
分
を
聞
き
、
少
し
で
も

非
の
多
い
者
を
相
手
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
き
、
番
人
や
子
供

に
し
た
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
幼
い
頃
か
ら
や
り

慣
れ
て
い
る
方
法
だ
か
ら
、
負
け
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
自
分

の
非
を
知
っ
て
相
手
の
腹
の
虫
が
お
さ
ま
る
ま
で
打
た
れ
る
の

で
あ
る
。
人
々
が
相
手
の
口
を
な
め
る
行
為
も
、
心
の
中
に
わ

だ
か
ま
り
が
な
い
と
い
う
誓
い
の
し
る
し
な
の
に
違
い
な
い
、

と
重
吉
は
思
っ
た
。

　

あ
る
時
、
重
吉
に
砂
糖
を
く
れ
た
者
が
い
た
が
、
そ
れ
は
た

い
そ
う
質
の
悪
い
砂
糖
で
あ
っ
た
か
ら
、「
こ
の
よ
う
な
も
の

が
食
え
る
も
の
か
」
と
重
吉
は
言
っ
て
投
げ
返
し
た
。「
そ
れ

な
ら
ば
水
主
た
ち
に
く
れ
て
や
っ
て
く
れ
」
相
手
の
男
は
言
っ

た
。「
自
分
が
食
え
な
い
も
の
を
他
人
に
食
わ
せ
ら
れ
る
も
の

か
」
重
吉
は
そ
う
言
い
返
し
て
背
を
向
け
た
。
す
る
と
、
相
手

の
男
は
そ
の
砂
糖
を
自
分
の
家
に
持
ち
帰
り
、
別
の
上
質
の
砂

っ
た
。
重
吉
た
ち
は
ま
す
ま
す
彼
を
気
の
毒
に
思
い
、「
そ
れ

ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
答
え
て
酒
を
辞
退
し
た
。「
そ
れ

で
は
ま
だ
私
の
こ
と
を
恨
み
に
思
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
残
念

な
こ
と
だ
。
私
は
ま
た
役
人
た
ち
に
叩
か
れ
る
だ
ろ
う
」
番
人

は
そ
う
言
っ
て
肩
を
落
と
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、
三
人
は
彼
の

好
意
を
無
に
す
る
訳
に
は
い
か
な
く
な
り
、
酒
の
肴
を
出
し
て

番
人
が
持
参
し
た
酒
を
一
緒
に
飲
ん
だ
。
や
が
て
番
人
は
大
喜

び
で
帰
っ
て
行
っ
た
。

　

あ
る
日
、
重
吉
が
外
出
か
ら
戻
る
途
中
、
近
所
の
子
供
た
ち

が
寄
り
集
ま
っ
て
氷
柱
を
手
に
し
て
ふ
ざ
け
て
い
た
。そ
し
て
、

一
人
の
子
供
が
犬
に
向
か
っ
て
氷
柱
を
投
げ
付
け
た
拍
子
に
重

吉
の
額
に
氷
柱
が
当
た
っ
た
。
重
吉
は
子
供
が
し
た
こ
と
だ
か

ら
怒
り
も
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
帰
宅
し
た
。
す
る
と
、
次
の
日
そ

の
子
供
の
母
親
が
訪
ね
て
き
て
、
す
ぐ
に
息
子
を
裸
に
し
て
続

け
様
に
強
く
叩
い
た
の
で
、
息
子
は
重
吉
に
謝
り
な
が
ら
泣
き

叫
ん
だ
。「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
す
る
の

で
す
か
？
」
重
吉
が
母
親
を
問
い
詰
め
た
。「
昨
日
息
子
は
あ

な
た
の
額
に
氷
柱
を
投
げ
付
け
た
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
気
が

す
む
ま
で
こ
う
し
て
や
る
の
で
す
」
母
親
は
そ
う
答
え
て
息
子

を
打
ち
続
け
た
。
重
吉
は
番
人
の
時
と
同
じ
だ
と
気
づ
き
、「
私

は
少
し
も
こ
の
子
を
恨
ん
で
は
い
な
い
。
幼
い
子
供
が
誤
っ
て

し
た
こ
と
に
何
の
恨
み
が
あ
ろ
う
か
。
ど
う
か
叩
く
の
を
止
め
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糖
を
重
吉
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
き
た
。

　

重
吉
は
こ
れ
ま
で
各
地
を
巡
っ
て
き
て
、
人
と
争
っ
て
憎
ま

れ
た
な
ら
ば
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
相
手
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
弱
い
態
度

を
見
せ
て
い
る
と
、日
本
へ
帰
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
、

で
き
る
限
り
相
手
の
機
嫌
を
取
り
な
が
ら
、
時
に
は
大
和
魂
を

発
揮
し
て
気
丈
な
こ
と
も
言
っ
た
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
は
、
代
官
が
通
行
す
る
時
に
は
人
々
が
両

足
を
そ
ろ
え
て
両
手
を
脇
に
当
て
て
礼
儀
正
し
く
立
っ
て
い

る
。
日
本
の
よ
う
に
道
路
脇
で
土
下
座
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

出
家
は
ポ
フ
と
呼
ば
れ
、
髪
も
ひ
げ
も
剃
ら
ず
、
た
い
て
い
筒

袖
よ
り
少
し
大
き
な
衣
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
出
家
は
道
で

人
に
行
き
合
え
ば
、
相
手
が
子
供
で
あ
っ
て
も
立
ち
止
ま
っ
て

額
と
両
肩
の
下
と
胸
へ
手
を
当
て
て
礼
拝
し
、
相
手
が
手
を
重

ね
合
わ
せ
て
差
し
出
す
と
、
お
の
手
の
上
に
自
分
の
手
を
乗
せ

て
か
ら
そ
の
手
を
な
め
て
立
ち
去
る
。
神
仏
の
よ
う
な
も
の
も

ポ
フ
と
呼
び
、
猟
虎
（
ラ
ッ
コ
）
の
こ
と
を
ポ
フ
ラ
と
呼
ぶ
の

で
、
名
前
を
混
同
し
や
す
い
。

 

（
以
下
次
号
）
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「口唱法」の活用
� 石　橋　　　正

　私は長い間（昭和14年から）、「流れ星」の観測を続けて来た。昭和21年
には「蛇つかい座アルファー流星群」を発見し、天文学会に記録された。
現在は色々な光学機械で観測されるが、最も難しかったのは流星の光った
継続時間の測定であった。
　「口唱法」とはその時に使う手法で、 5秒間に「アイウエオ」がどの位
言えるか、である。 5文字言えたら光った時間は 1秒、「アイ」の 2文字で
消えたら0.4秒である。この訓練に習熟していたお陰で、船乗りの時代私は
灯台の光が何秒に一閃するのか、ほとんど正確に知ることが出来た。小さ
なフレアを見つめるだけで、その灯りがどこの灯台か、誰よりも早く知る
ことが出来たのである。
　私は船長時代、航海士にも練習学生にもこの方法を教えた。嬉しいこと
にみんな興味を持ってくれて、卒業後「乗船した船の中で鼻高々であった」
と報わせて来た教え子も多い。
　私はこの方法を昨年、「飛鳥」の日本一周で灯台の話をした時に乗客に
教えたが、何人かの船客が興味を持ってくれた。その人達は一生懸命練習
して正確に言えるようになり、灯台が見えると早々にどこの灯台か調べ、
友人達に自慢している、という姿をよく見かけたものである。
　余談になるが、「口唱法」は以前、レールの継ぎ目の音を数えて列車の
スピードを測ったり、「脈」を診るときにも活用していたものである。



—  43  —



—  50  —

燈
光
俳
壇

選

東　

京　
　

山　

本　

五　

風

往
く
春
や
仮
設
住
宅
早
や
五
年

評　

東
日
本
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
て
か
ら
早
く
も
五
年
。
仮
設
住

宅
は
家
を
失
っ
て
も
幸
い
助
か
っ
た
人
た
ち
の
住
ん
で
い
る

施
設
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
状
況
の
方
々
が
ま

だ
居
ら
れ
る
わ
け
で
、「
往
く
春
や
」
に
同
情
切
な
る
も
の

を
感
じ
る
。

牛
蛙
ダ
ー
ク
ダ
ッ
ク
ス
も
う
い
な
い

評　

ダ
ー
ク
ダ
ッ
ク
ス
の
喜
早
哲
さ
ん
（
愛
称
ゲ
タ
さ
ん
）
が
最

近
亡
く
な
ら
れ
た
。
牛
蛙
の
鳴
声
か
ら
ゲ
タ
さ
ん
歌
唱
に
思

い
当
た
っ
た
の
だ
。「
も
う
い
な
い
」
は
彼
ら
の
長
い
活
躍

を
懐
か
し
み
、
悼
む
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ
る
。

渡
船
場
の
風
見
は
鯉
の
吹
流
し

評　

か
つ
て
は
生
活
航
路
で
あ
っ
た
渡
し
船
は
消
え
る
も
の
は
消

え
、
残
っ
て
い
る
の
は
観
光
の
渡
し
し
か
な
い
。
こ
の
句
の

発
見
は
、渡
船
場
に
風
見
用
の
旗
で
は
な
く「
鯉
の
吹
流
し
」

を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。
五
月
の
節
句
ご
ろ
の
好
天
も
伝

え
得
て
い
る
。

ヨ
ッ
ト
統
ぶ
オ
ー
ナ
ー
然
と
同
級
生

評　

友
人
が
ヨ
ッ
ト
の
同
乗
者
を
指
示
し
て
ヨ
ッ
ト
を
自
在
に
走

ら
せ
て
い
る
姿
を
見
て
、「
も
う
奴
は
オ
ー
ナ
ー
気
取
り
だ
」

と
そ
の
同
級
生
を
誇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
岸
へ
卯
波
八
丁
渡
し
舟

名
古
屋　
　

豊　

蔵　

十
四
三

夏
待
て
ぬ
サ
ー
フ
ァ
ー
乗
せ
る
卯
波
か
な

評　

俳
句
は
、
季
語
は
一
つ
が
望
ま
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

読
む
目
的
か
ら
そ
う
は
い
か
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
句
は

五
月
の
風
「
卯
波
」
を
詠
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
初
夏
ら
し

い
卯
波
を
伝
え
る
に
「
夏
」
も
「
サ
ー
フ
ァ
ー
」
も
不
可
欠

だ
っ
た
。

青
き
空
に
白
き
燈
台
風
薫
る

評　
「
風
薫
る
」
の
季
語
は
、
連
歌
時
代
に
初
夏
の
風
と
意
識
さ

れ
た
も
の
で
、
元
々
は
和
歌
で
花
や
草
の
香
り
を
運
ぶ
春
風
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だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
か
ら
「
青
き
空
に
白
き
燈
台
」

は
こ
の
季
語
に
ふ
さ
わ
し
い
。

威
信
か
け
首
脳
を
護
る
五
月
来
ぬ

評　

伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
が
5
月
26
日
27
日
に
開
催
さ
れ
、
無
事

終
了
し
た
が
、
そ
の
警
備
は
困
難
を
極
め
た
も
の
と
想
像
さ

れ
る
。
そ
の
任
に
当
た
っ
て
の
心
意
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
詠

み
で
あ
る
。

母
の
日
や
母
は
病
の
床
に
伏
し

評　

病
床
に
伏
し
て
「
母
の
日
」
を
迎
え
る
と
は
そ
の
お
祝
い
を

考
え
て
い
た
子
供
達
が
残
念
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
母

自
身
も
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。

万
緑
の
波
に
鯱
鉾
跳
ね
る
如

南
さ
つ
ま　
　

坂　

本　

さ
だ
を

薫
風
や
鰹
幟
の
太
き
胴

評　

鰹
幟
は
初
め
て
聞
い
た
の
で
調
べ
る
と
、
鰹
の
水
揚
げ
が
盛

ん
な
枕
崎
で
端
午
の
節
句
に
縁
起
物
と
し
て
揚
げ
ら
れ
る
と

い
う
。
そ
の
姿
の
特
徴
は
鯉
幟
と
一
味
違
っ
て
「
太
き
胴
」

に
あ
る
ら
し
い
。

車
座
で
チ
ー
ム
の
お
昼
五
月
晴

評　

チ
ー
ム
は
野
球
か
サ
ッ
カ
ー
か
野
外
ス
ポ
ー
ツ
の
チ
ー
ム
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
車
座
に
な
っ
て
昼
食
を
と
っ
て
い
る
と
い

う
。「
五
月
晴
」
が
明
る
い
雰
囲
気
の
一
団
を
想
像
さ
せ
て

い
る
。

奥
山
の
裾
野
に
続
く
青
田
か
な

評　

先
日
、
千
葉
房
総
の
千
枚
田
を
尋
ね
て
行
っ
て
き
た
。
こ
ん

な
山
間
に
よ
く
作
っ
た
も
の
だ
と
感
心
し
た
が
、
こ
の
句
も

似
た
よ
う
な
景
色
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
。

雀
蜂
唸
り
て
堂
々
た
る
哨
戒

芝
の
花
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
の
球
に
添
い

近　

詠

坂　
　
　

正　

直

奈
良
朝
の
礎
石
に
荒
き
夏
の
雨

ヨ
ッ
ト
の
舵
握
る
や
湧
き
来
見
張
り
術

緑
蔭
の
長
蛇
は
若
冲
展
へ
伸
び

兼
題 

天
の
川
・
西
瓜
・
そ
の
他
当
季
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燈
光
歌
壇

選

横　

浜　
　

宮　

田　
　
　

昭

○
唐
突
に
「
も
う
暫
く
だ
」
囁
か
れ
縹
渺
の
海
の
デ
ッ
キ
彷
徨

う
○
眼
裏
に
幾
多
の
離
別
浮
か
び
来
て
一ひ

と
よ生

の
悟
り
会
者
定
離
と

ぞ
○
今
も
な
お
船
が
傾
く
幻
影
に
怯
え
訣
別
の
思
い
を
お
そ
る

○
な
に
ゆ
え
か
わ
れ
は
知
ら
ね
ど
歌
う
た
う
あ
あ
も
う
一
度
船

は
捨
て
た
し
と

○
老
い
先
の
事
は
思
わ
ぬ
と
決
め
し
夕
べ
港
が
見
え
る
丘
に
独

り
涙
す

評　

退
職
を
耳
打
ち
さ
れ
た
衝
撃
、
最
後
の
航
海
と
な
る
の
か
、

デ
ッ
キ
を
ひ
と
り
彷
徨
う
姿
が
み
え
て
く
る
一
首
目
。
今
ま

で
に
も
多
く
の
別
れ
が
あ
っ
た
。
生
者
必
滅
会
者
定
離
の
習

い
の
ご
と
し
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
ま
た
も
う
一
度
船
を
捨

て
た
し
と
思
う
ほ
ど
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
い
の
深
さ

で
あ
る
。
海
に
一
生
を
か
け
た
男
の
限
り
な
く
切
な
い
ロ
マ

ン
を
秘
め
る
。

葉　

山　
　

長　

島　

博　

子

○
箱
根
よ
り
春
一
番
の
水
か
け
菜
今
年
で
終
わ
り
と
書
か
れ
て

届
く

○
鳴
き
声
に
雨
戸
明
け
れ
ば
の
ら
猫
が
家
族
顔
し
て
餌
を
欲
し

と
ぞ

○
膨
よ
か
に
育
ち
し
み
か
ん
皮
を
む
く
つ
ゆ
は
ね
返
り
香
り
た

ち
く
る

○
三
管
の
蘇
鉄
ゆ
た
か
に
実
を
つ
け
り
油
絵
に
画
き
し
笑
顔
な

つ
か
し

○
馬
車
道
の
い
ち
ょ
う
の
こ
ぼ
す
銀
杏
は
わ
が
家
の
鉢
に
芽
を

吹
き
い
で
し

評　

た
の
し
み
に
し
て
い
た
箱
根
の
水
か
け
菜
、
ど
う
い
う
事
情

か
で
終
り
と
な
る
と
い
う
寂
し
い
一
首
目
。
家
族
の
よ
う
な

顔
を
し
て
す
り
よ
っ
て
く
る
野
良
へ
の
優
し
い
二
首
目
。
実

を
つ
け
た
蘇
鉄
は
か
つ
て
友
が
油
絵
に
画
い
た
も
の
、
友
の

笑
顔
が
な
つ
か
し
く
浮
か
ぶ
と
い
う
。
三
管
に
関
わ
る
作
者

な
ら
で
は
の
一
首
。
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東　

京　
　

し
ら
た
き
よ
う
子

○
沈
み
つ　

浮
き
つ　

放
浪
す
出
版
祝
賀
会
壇
上
の
揮
毫
注
目

さ
る
る

○
香
り
高
く
み
か
ん
花
咲
く
宇
和
島
吉
田
山
下
亀
三
郎
の
故
郷

は
初
夏

○
潮
騒
に
耳
傾
け
る
天
安
閣
西
陽
は
宇
和
島
の
蘇
鉄
も
射
貫
く

○
細
字
ま
で
筆
致
確
か
な
藩
主
の
書
白
内
障
と
は
無
縁
の
百
歳

評　

海
運
王
と
い
わ
れ
た
伊
予
吉
田
の
〝
が
い
な
男
〟
山
下
亀
三
郎

氏
の
著
書
『
ト
ラ
ン
パ
ー
』
の
出
版
祝
賀
会
。
壇
上
の
揮
毫
を

し
た
書
家
で
あ
る
作
者
の
一
連
。
山
下
汽
船
の
祖
、
山
下
亀

三
郎
の
郷
宇
和
島
吉
田
は
初
夏
、
山
に
は
み
か
ん
の
白
い
花

が
咲
き
甘
い
香
り
を
放
っ
て
い
る
。
蘇
鉄
を
も
射
貫
く
ほ
ど

の
強
い
日
射
し
を
眼
下
に
眺
め
る
宇
和
島
城
天
安
閣
。
百
歳

の
藩
主
の
書
に
感
動
し
た
一
連
は
書
家
の
目
で
眺
め
て
い
る
。

北
九
州　
　

土　

谷　

文　

夫

○
戻
り
く
る
鮭
も
あ
る
と
ふ
遠
賀
川
黒
き
流
れ
の
昭
和
を
思
う

○
そ
っ
け
な
い
葉
に
ぼ
ん
ぼ
り
の
よ
う
な
花
石
楠
花
咲
け
り
ピ

ン
ク
に
群
れ
て

○
灯
台
の
明
か
り
つ
け
む
と
カ
ー
テ
ン
を
上
げ
れ
ば
夕
焼
け
明

日
は
晴
れ
か

○
気
の
向
け
ば
貝
握
り
若
芽
を
刈
り
し
磯
い
つ
し
か
立
ち
入
り

制
限
と
な
る

評　

遠
賀
川
の
上
流
に
は
筑
豊
炭
田
が
あ
り
石
炭
を
洗
う
水
が
流

れ
こ
み
コ
ー
ヒ
ー
色
の
川
で
し
た
。
今
は
炭
田
が
な
く
な
り

元
の
清
流
に
戻
り
魚
が
す
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で

す
。
時
の
政
策
時
代
の
流
れ
に
は
逆
え
な
い
も
の
で
す
。
三

首
目
、
日
中
は
カ
ー
テ
ン
を
し
て
直
射
日
光
か
ら
レ
ン
ズ
を

護
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
の
灯
台
守
の
生
活
を
活
き
活
き
と

詠
い
あ
げ
て
余
情
に
満
ち
た
作
品
。
出
入
り
自
由
で
大
ら
か

な
古
き
よ
き
時
代
で
あ
っ
た
い
つ
も
豊
か
な
自
然
の
恵
み
を

い
た
だ
い
て
私
達
の
先
達
は
生
き
て
来
ら
れ
た
。
下
句
に
作

者
の
思
い
を
見
る
。

近　

詠

桜　

沢　

つ
や
子

○
む
ら
さ
き
の
襲
を
ま
と
ひ
天
人
峡
の
日
陰
に
芽
吹
く
蕗

の
し
ゅ
う
と
め

○
無
雑
作
に
つ
か
み
と
り
た
る
萌
黄
色
天
人
峡
の
土
手
の

姫
ぎ
み

○
咲
き
き
り
て
花
を
さ
ら
せ
る
蕗
の
薹
天
人
峡
の
風
に
吹

か
れ
る
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灯
台
絵
画

　
コ
ン
テ
ス
ト

灯
台
絵
画

　
コ
ン
テ
ス
ト

テーマ

灯
台
の
あ
る
風
景

灯
台
の
あ
る
風
景

20162016 募集要項

主　催 公益社団法人　燈 光 会 後　援 海上保安庁

〒105－0003　東京都港区西新橋1－14－9　西新橋ビル3F
　　　　　公益社団法人　燈　光　会
TEL（03）3501－1054　FAX（03）3507－0727

・作品は、未発表のオリジナル作品に限ります。
・サイズは、A３・B３又は八ッ切・四ッ切の画用紙とします。
・画材は、絵の具（水彩）、クレヨン、パステル等消えにくい材料

とし、鉛筆や木炭等は除きます。
・作品の裏面に次の事項を記入してください。

　①題名　②氏名（ふりがな付記）　③性別　④生年月日　
　⑤学年　⑥住所・電話番号　⑦学校名とその所在地
　　　　（注）郵送時、作品の傷みには十分ご注意ください。

海上保安庁長官賞：賞状及び副賞（図書カード）
 全作品から1名
金　賞：賞状及び副賞（図書カード） 各部門から1名
銀　賞：賞状及び副賞（図書カード） 各部門から2名
銅　賞：賞状及び副賞（図書カード） 各部門から5名

応募
資格
応募
資格

応募
締切
応募
締切

応 募 先

応募方法

賞

発　　表

１　応募者は、応募の時点で本募集要項に記載の諸条件に同意したものとします。
２　応募された作品は、応募を撤回された場合も含めてご返却いたしません。
３　応募作品の版権・使用権は、（公社）燈光会に帰属し、応募者の承諾を得ることなく発表、展示、印刷及び頒布す

る権利を有するものとします。
４　当会が実施する過去のコンテストにおいて入賞した作品及び当会以外が実施するコンテストに応募中の作品は、

このコンテストに応募できません。

応
募
上
の

注
意
事
項

平成28年９月5日（月）
　　当日までに下記の応募先に必着

全国の小学生・中学生

小学生低学年（1年から3年）・小学生高学年（4年から6年）・中学生
の各部門別に審査の上、入選作品を決定し通知するとともに、当会ホ
ームページにて発表いたします。海上保安庁長官賞・各部門金賞受賞
の方は、東京で開催する灯台記念日の式典時（11月１日（火））に保護
者同伴でご招待し授賞式を行います。

2015 海上保安庁長官賞
　奥川　　司
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　燈光会では、当会の会誌である「燈光」の表紙、カレンダー、ホームページ、
パンフレット、その他当会が実施する事業等に使用するため、灯台のある風
景写真を広く皆様から募集いたします。

1 　主　旨
　沿岸灯台、防波堤灯台、灯浮標など、航路標識の大切さの意識を高めていた
だくことを目的として、灯台等の背景に季節（風景、お祭り、イベント）感が
あるものや灯台を含む珍百景等、もっと身近な存在であることをＰＲするもの
です。

2 　応募方法
　ＪＰＥＧ形式（ 1ＭＢ程度）の電子データを添付ファイルとしてＥメールで
お送りください。住所・氏名（ハンドルネーム可）・撮影場所・撮影日・写真タ
イトルとコメント・連絡先をご記入願います。

3 　応募資格
⑴�　応募者本人が撮影したものであること。なお、被写体に人物等が含まれる
場合は、事前に写っている方の承諾や使用許可を行ってください。

⑵　未発表の写真であること。
⑶　プロ、アマを問いません。

4 　応募受付期間
　随時、受け付けています。

5 　注意事項
⑴�　立ち入り禁止場所、撮影禁止場所で撮影した作品、法律や公共ルールに違
反した作品の応募はご遠慮ください。

⑵�　応募された写真、画像の著作権・使用権は燈光会に帰属し、応募者の許諾
を得ることなく発表、展示、印刷及び頒布を行う権利を有するものとします。

⑶�　採用・掲載させていただいた場合には、薄謝を差し上げます。
⑷�　応募作品について、サイズ変更やトリミングなどの加工をする場合があり
ます。

⑸�　応募作品は返却いたしません。
⑹�　応募の際にいただく個人情報は、掲載のご連絡や掲載した会誌等をお送り
するために必要な範囲で利用し、他の目的に使用しません。

6 　応募先・お問い合わせ先（燈光会事務局）
　Ｅメール：jigyo2@tokokai.org
　電話：03-3501-1054／Fax：03-3507-0727
　「燈光会」ホームページ（http://www.tokokai.org）もご覧ください。
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航　路　標　識　基　数　表
  （単位：基）

区　　　　　分 平成27年度末

光波標識 5,196

夜 標 5,141

灯 台 3,211

灯 標 521

照 射 灯 142

導 灯 48

指 向 灯 17

灯 浮 標 1,202

昼 標 55

立 標 33

浮 標 22

電波標識 61

ディファレンシャルGPS局 27

無線方位信号所 27

AIS信号所 7

その他の標識 42

船舶通航信号所 35

潮流信号所 7

合　　　　　計 5,299
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光
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一
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四
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成
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七
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号
　
第
六
十
一
巻
　
第
四
号


