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は
第
6
回
か
ら
設
け
ら
れ
た
新
た
な
テ
ー
マ
で
、
読
谷
村
周
辺

の
海
で
働
く
人
々
、
船
舶
、
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
等
を
題
材
と
し

た
美
ら
海
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
2
つ
の
テ
ー
マ
を
通
し
て
海
上
交
通
の
安

全
の
確
保
や
、
海
上
物
流
を
支
え
る
航
路
標
識
へ
の
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
海
上
に
お
け
る
船
舶
及
び
人
身
の
事
故
の
防

止
、
ま
た
防
止
へ
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て

い
ま
す
。
毎
年
沖
縄
県
の
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
観
光
に
来
ら

れ
た
他
県
の
方
か
ら
も
多
く
の
ご
応
募
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　

私
は
今
年
の
4
月
か
ら
那
覇
海
上
保
安
部
の
交
通
課
に
来
ま

し
た
。
交
通
課
に
来
る
ま
で
は
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
が
開
催
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。（
怒
ら
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
…
）
そ
し
て
、
私
が
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
業
務

に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
一
番
に
思
っ
た
こ
と
は
、「
ひ

と
り
で
も
多
く
の
人
に
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
を
知
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。そ
れ
か
ら
は
募
集
締
め
切
り
ま
で
の
間
、

残
波
岬
灯
台
を
は
じ
め
、
読
谷
村
周
辺
の
飲
食
店
や
ホ
テ
ル
、

　

残
波
岬
灯
台
は
沖
縄
県
中
頭
郡
読
谷
村
の
東
シ
ナ
海
に
突
出

す
る
岬
の
突
端
に
立
ち
、
31
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
で
40
年
以
上

前
か
ら
あ
か
り
を
灯
し
続
け
る
白
亜
の
大
型
灯
台
で
す
。
灯
台

は
一
般
参
観
可
能
で
、
岬
周
辺
は
海
岸
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ

て
お
り
琉
球
石
灰
岩
が
広
が
る
雄
大
な
景
観
が
見
ら
れ
る
こ
の

場
所
に
は
地
元
の
方
を
は
じ
め
多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い

ま
す
。

　
〝
残
波
（
ざ
ん
ぱ
）〟
と
い
う
言
葉
は
み
な
さ
ん
ど
こ
か
で
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
灯
台
の
名
前
だ

け
で
な
く
、
お
酒
好
き
の
人
に
は
泡
盛
の
銘
柄
と
し
て
も
、
最

近
で
は
石
垣
海
上
保
安
部
所
属
の
巡
視
船
の
名
前
と
し
て
も
耳

に
し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
沖
縄
で

馴
染
み
あ
る
〝
残
波
岬
灯
台
〟
を
テ
ー
マ
と
し
た
フ
ォ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
を
那
覇
海
上
保
安
部
で
は
毎
年
実
施
し
て
お
り
、
今
年

で
7
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
2
種
類
「
残
波

岬
灯
台
」
と
「
美
ら
海
」
で
す
。「
残
波
岬
灯
台
」
は
被
写
体

に
灯
台
が
含
ま
れ
、残
波
岬
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
、「
美
ら
海
」

～
み
ん
な
に
愛
さ
れ
る
灯
台
（
残
波
岬
灯
台
）
～

�

那
覇
海
上
保
安
部
交
通
課
　
西
　
村
　
玲
　
奈
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る
か
ら
こ
そ
た
く

さ
ん
の
作
品
が
集

ま
り
、
こ
の
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト
は

成
り
立
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
し

た
。

　

応
募
期
間
が
終

わ
り
、
沖
縄
県
写

真
協
会
会
長
に
よ

る
一
次
審
査
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

入
賞
候
補
作
品
の

選
出
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
講
評
を
聞
く
中
で
作
者
の
こ
だ

わ
り
、
灯
台
の
見
方
や
思
い
、
沖
縄
の
海
の
美
し
さ
が
作
者
の

ア
イ
デ
ア
や
撮
影
方
法
で
伝
わ
る
す
ば
ら
し
さ
を
知
り
ま
し

た
。
ま
た
、
講
評
を
聞
く
中
で
私
は
、
写
真
の
奥
深
さ
を
知
り
、

見
方
や
着
眼
点
に
変
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
共
催
・

後
援
を
頂
い
た
関
係
機
関
に
よ
る
選
考
を
経
て
応
募
作
品
１
２

２
点
の
中
か
ら
、
入
賞
12
作
品
が
決
定
し
、
入
賞
者
へ
連
絡
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
受
賞
を
伝
え
る
連
絡
を
し
て
い
く

上
で
、
作
者
の
驚
き
や
喜
び
の
声
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
と
き

観
光
客
の
出
入
り
の
多
い
空
港
周
辺
の
レ
ン
タ
カ
ー
会
社
、
写

真
部
の
あ
る
高
校
や
大
学
へ
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
と
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
の
配
布
依
頼
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
イ
ト
・
雑
誌
・
新
聞
等
へ
の
掲
載
依
頼
を
実
施
し
ま
し

た
。
広
報
活
動
を
行
う
中
で
、「
毎
年
応
募
し
て
い
ま
す
」「
去

年
も
応
募
し
た
け
ど
、
ダ
メ
だ
っ
た
ん
だ
よ
な
…
」
な
ど
と
言

う
声
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
時
私
は
、
こ
の
灯
台
は
い
ろ
ん
な

人
に
見
守
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
と
共
に
、
い
ろ
ん
な
人
か

ら
多
く
の
日
に
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
帯
の
顔
を
見
て
も
ら
え
て
い

写真－ 1　フォトコンテストポスター

写真－ 2　準備作業の様子
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た
ま
に
は
近
く
の
灯
台
に
行
き
写
真
を
撮
っ
て
み
て
下

さ
い
。

　

あ
な
た
の
知
ら
な
い
新
し
い
灯
台
の
顔
が
発
見
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
？

　

少
し
だ
け
…
今
年
度
の
受
賞
作
品
を
紹
介
し
ま
す
！

（
受
賞
作
品
に
つ
い
て
は
那
覇
保
安
部
Ｈ
Ｐ
へ
）

一
生
懸
命
広
報
活
動
し
て
き
て
良
か
っ
た
な
と
思
う
と
共
に
、

「
こ
の
灯
台
は
本
当
に
幸
せ
者
だ
な
～
」
と
感
じ
ま
し
た
。
表

彰
式
は
11
月
19
日
に
開
催
し
、
県
外
か
ら
足
を
運
ん
で
く
だ
さ

る
方
も
い
て
、
受
賞
者
の
半
分
以
上
の
方
が
参
加
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
入
賞
作
品
に
つ
い
て
は
地
元
の
方
や
観
光

で
訪
れ
た
方
々
に
広
く
見
て
い
た
だ
く
た
め
に
11
月
21
日
か
ら

12
月
9
日
ま
で
過
去
の
入
賞
作
品
も
含
め
読
谷
村
地
域
振
興
セ

ン
タ
ー
や
村
役
場
の
ロ
ビ
ー
に
展
示
し
ま
し
た
。
残
波
岬
灯
台

と
そ
の
周
辺
の
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
を
作
品
の
観
賞

を
通
し
て
感
じ
て
頂
け
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
今
年

と
昨
年
の
入
賞
作
品
は
、
残
波
岬
灯
台
の
展
示
室
に

常
設
し
て
い
ま
す
の
で
、
近
く
に
来
ら
れ
た
際
は
是

非
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。
今
年
の
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
へ
の
応
募
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、
私
の
投
稿
を

見
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
少
し
で
も
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト

に
関
心
を
持
ち
、
一
度
は
残
波
岬
灯
台
に
行
っ
て
み

た
い
と
思
っ
て
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
地
元
に
も「
み
ん
な
に
愛
さ
れ
る
灯
台
」

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
灯
台
は
地
元
の
方
を
は

じ
め
と
し
た
沢
山
の
人
に
見
守
ら
れ
て
い
て
、
少
し

で
も
航
路
標
識
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
海

の
安
全
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

写真－ 3　雷雲去って星空広がる

写真－ 4　ゴジラＶＳ灯台
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平
成
２８
年
９
月
３０
日
、無
線
に
よ
る
船
舶
気
象
通
報
業
務
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
等
に
伴
う
情
報
提
供
手
段
の
多
様
化

に
よ
り
、
全
国
一
斉
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
（「
燈
光
」
平
成

２８
年
１１
月
号
参
考
）。
船
舶
気
象
通
報
は
、
１
時
間
に
１
回
、

毎
時
００
分
の
沖
縄
県
宮
古
島
Ｄ
Ｇ
Ｐ
Ｓ
局
か
ら
５７
分
５０
秒
の
北

海
道
焼
尻
島
灯
台
ま
で
の
全
国
２９
箇
所
の
通
報
局
が
順
に
、
灯

台
等
で
観
測
し
た
気
象
現
況
を
ラ
ジ
オ
放
送
で
提
供
し
て
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
管
区
本
部
及
び
海
上
保
安
部
等
に
お
か
れ
ま
し
て
は

放
送
を
聞
か
れ
た
方
か
ら
、「
受
信
報
告
」
が
届
き
、
受
信
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
「
受
信
証
（
ベ
リ
カ
ー
ド
）」
の
送
付
も

行
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
当
時
、
業
務
に
携
わ
れ
た
方
々
の
思
い
出
を
多
数

お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

船
舶
気
象
通
報
業
務
の
思
い
出

図－1　無線電話による各地の船舶気象通報タイムスケジュール
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船
舶
気
象
通
報
に
係
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

第
一
管
区
海
上
保
安
本
部
交
通
部
企
画
課
　�

�

　
小
　
坂
　
和
　
彦

　

平
成
１０
年
３
月
に
保
安
学
校
を
卒
業
し
、
初
任
地
の
日
高
航

路
標
識
事
務
所
で
襟
裳
岬
灯
台
の
滞
在
業
務
に
就
き
ま
し
た
。

　

通
常
は
運
用
卓
の
ボ
タ
ン
を
操
作
し
て
、
機
械
の
ア
ナ
ウ
ン

ス
で
無
線
放
送
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
朝
寝
ぼ
け
眼
で

当
直
交
代
の
た
め
に
運
用
室
に
入
る
と
、
前
直
の
方
が
運
用
卓

の
裏
側
で
何
や
ら
ご
そ
ご
そ
と
作
業
を
し
て
い
る
様
子
。

　
「
何
か
あ
り
ま
し
た
？
」
と
聞
く
と
、
運
用
卓
が
動
か
な
く

な
っ
た
と
の
こ
と
…
…
。

　

確
か
に
運
用
卓
の
ボ
タ
ン
パ
ネ
ル
の
電
気
が
何
も
点
灯
し
て

い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ま
で
こ
れ
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
に
も
会
っ
た
こ
と
が
な

く
、
機
械
の
こ
と
な
ど
考
え
た
こ
と
が
無
か
っ
た
私
は
ど
う
す

れ
ば
良
い
か
も
わ
か
ら
ず
、
他
の
滞
在
者
の
お
二
人
が
復
旧
作

業
を
し
て
い
る
姿
を
、
後
ろ
か
ら
眺
め
る
ば
か
り
で
し
た
。

　

そ
ん
な
私
の
唯
一
の
仕
事
が
、肉
声
で
の
無
線
放
送
で
し
た
。

　

当
時
の
襟
裳
岬
で
は
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
肉
声
で
録
音
し

て
い
た
た
め
、
放
送
文
を
読
み
上
げ
る
の
は
お
手
の
も
の
で
し

図－ 2　�無線電話による船舶気象通報
通報箇所
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当
時
は
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
ら

ず
、
ま
た
船
舶
気
象
通
報
も
マ
イ
ク
に
向
か
っ
て
自
分
の
声
で

喋
っ
て
い
ま
し
た
。
１
時
間
に
１
回
送
ら
れ
て
来
る
デ
ー
タ
音

（
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
印
字
音
？
）
が
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
と
不
気

味
に
鳴
り
響
く
真
夜
中
は
庁
舎
が
古
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か

な
り
恐
怖
的
で
し
た
。

　

４
時
５
時
な
ん
ぞ
は
（
明
け
方
）
眠
い
の
も
あ
り
、
２
回
原

稿
を
読
む
の
で
す
が
、
１
回
目
を
読
ん
で
い
る
の
か
２
回
目
を

読
ん
で
い
る
の
か
解
ら
な
く
な
る
た
め
、
指
を
折
っ
て
喋
っ
た

回
数
を
数
え
て
い
ま
し
た
。

　

喋
る
時
間
帯
が
決
ま
っ
て
い
た
の
で
（
２
分
３０
秒
？
位
？
）

原
稿
を
３
回
読
み
上
げ
た
こ
と
は
多
分
無
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

職
員
の
多
く
が
男
性
で
あ
っ
た
た
め
、「
女
性
の
声
は
聞
き

や
す
い
」
と
言
わ
れ
た
り
、
ベ
リ
カ
ー
ド
に
そ
の
こ
と
が
書
い

て
あ
っ
た
時
は
、
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
（
他
管
区
で
も
女
性
保

安
官
が
放
送
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）。

　

赴
任
し
た
翌
年
の
２
月
（
３
月
？
）
に
船
舶
気
象
通
報
が
自

動
化
さ
れ
、
音
声
も
機
械
の
合
成
音
と
な
り
ま
し
た
。

　

以
後
マ
イ
ク
に
向
か
っ
て
原
稿
を
読
む
必
要
が
無
く
な
り
ま

し
た
が
、
少
し
寂
し
く
思
っ
た
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。

た
が
、
自
分
の
声
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
の
ラ
ジ
オ
で
聞
き
な
が

ら
放
送
す
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
く
感
じ
た
こ
と
を
記

憶
し
て
い
ま
す
。

　

結
局
、
そ
の
滞
在
班
で
は
運
用
卓
を
復
旧
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
日
中
は
放
送
担
当
と
し
て
運
用
室
に
詰
め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
そ
の
運
用
卓
は
パ
ソ
コ
ン
に
変
わ
り
、
肉
声
で
の

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
録
音
も
な
く
な
り
、
ど
ん
ど
ん
と
自
動

化
さ
れ
て
い
く
機
器
を
見
な
が
ら
、
た
だ
た
だ
技
術
の
進
歩
は

凄
い
も
の
だ
な
ぁ
と
、
相
も
変
わ
ら
ず
危
機
感
も
な
く
漠
然
と

感
じ
て
い
た
自
分
を
懐
か
し
く
思
い
ま
す
。

業
務
の
話
、
苦
労
話
、
失
敗
談
、�

�

地
元
に
喜
ば
れ
た
こ
と

第
一
管
区
海
上
保
安
本
部
海
洋
情
報
部
監
理
課
　�

�

　
村
　
井
　
明
　
子

　

保
安
学
校
を
卒
業
し
て
直
ぐ
に
赴
任
し
た
小
樽
航
路
標
識
事

務
所
で
、
船
舶
気
象
通
報
の
放
送
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

卒
業
し
た
て
の
自
分
に
直
ぐ
に
出
来
た
仕
事
が
毎
朝
８
時
３０

分
過
ぎ
に
小
樽
測
候
所
と
小
樽
観
光
振
興
公
社
（
だ
っ
た
か

な
？
）
か
ら
来
る
積
丹
岬
の
気
象
を
照
会
す
る
電
話
に
答
え
る

こ
と
と
、
こ
の
放
送
で
し
た
。
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業
者
に
非
常
に
頼
り
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

で
も
そ
れ
を
通
し
で
聞
く
と
１０
分
近
く
を
要
し
、
操
業
中
の

漁
船
に
し
て
み
れ
ば
か
な
り
の
負
担
。

　

昭
和
５０
年
代
終
わ
り
ご
ろ
、
青
森
県
大
畑
町
（
イ
カ
釣
り
船

の
一
大
基
地
）
の
漁
業
無
線
局
で
話
を
聞
い
た
ら
、
当
直
者
が

各
灯
台
の
船
舶
気
象
通
報
を
聞
い
て
、
ま
と
め
て
漁
業
無
線
で

一
括
放
送
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　
「
な
る
ほ
ど
…
…
」
と
い
う
こ
と
で
早
速
本
部
に
。

　

そ
の
せ
い
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
１０
年
後
位
？
に
、

津
軽
海
峡
の
船
舶
気
象
通
報
シ
ス
テ
ム
が
集
約
再
編
さ
れ
（
大

間
埼
の
滞
在
解
消
が
契
機
？
）、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
整
備
時
も
そ
の
考

え
方
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

利
用
者
か
ら
学
ぶ
べ
き
で
す
ね
。
も
っ
と
早
く
。


エ
ピ
ソ
ー
ド
２

　

昭
和
５０
年
代
終
わ
り
ご
ろ
、
大
間
埼
灯
台
の
滞
在
勤
務
で
当

直
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
。

　

直
前
の
龍
飛
埼
灯
台
の
放
送
で
、
放
送
者
の
訛
り
が
酷
く
、

発
声
も
ダ
ラ
ダ
ラ
。

　

標
準
語
に
近
い
私
と
し
て
は
、「
も
う
少
し
な
ん
と
か
な
ら

な
い
も
の
か
な
？
」
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
漁
師
さ

ん
（
と
思
わ
れ
る
人
）
か
ら
、「
な
に
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
か

判
ら
な
い
。
し
っ
か
り
や
れ
！
」的
な
電
話
が
大
間
埼
灯
台
に
。

船
舶
気
象
通
報
に
係
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

�

釧
路
海
上
保
安
部
　
中
　
川
　
隆
　
司


船
舶
気
象
通
報
に
つ
い
て
の
勤
務
経
験

昭
和
５７
年
～
6１
年　
　
　

 

む
つ
航
路
標
識
事
務
所
に
て
大
間

埼
、
尻
屋
埼
の
滞
在
勤
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
大
間
埼
は
ボ
イ
ス
、
尻
屋
埼
は
ボ
イ

ス
の
後
、
磁
気
ド
ラ
ム
の
合
成
音
声

に
改
修

昭
和
6１
年
～
平
成
３
年　

 

男
鹿
航
路
標
識
事
務
所
に
て
２
Ｇ
㎐

回
線
経
由
で
の
入
道
埼
船
舶
気
象
通

報
運
用
（
合
成
音
声
Ｒ
Ｏ
Ｍ
）

 
以
下
略


エ
ピ
ソ
ー
ド
１

　

平
成
に
な
っ
て
か
ら
、
津
軽
海
峡
の
船
舶
気
象
通
報
シ
ス
テ

ム
は
龍
飛
埼
、
松
前
、
大
間
埼
、
恵
山
、
尻
屋
埼
の
気
象
を
ま

と
め
て
放
送
す
る
仕
組
み
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
ま
で

は
個
別
の
順
繰
り
放
送
で
し
た
。

　

津
軽
海
峡
で
は
、
天
気
が
西
か
ら
東
に
変
化
す
る
傾
向
が
顕

著
で
、
ま
た
、
現
在
と
違
い
気
象
情
報
の
入
手
方
法
も
限
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
船
舶
気
象
通
報
は
地
元
の
フ
ェ
リ
ー
、
漁
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鹿
半
島
の
付
け
根
に
あ
る
寒
風
山
と
い
う
な
だ
ら
か
な
ハ
ゲ
山

の
中
腹
か
ら
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
で
離
陸
す
る
と
き
に
参
考
に

し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　

船
舶
気
象
通
報
の
目
的
を
丁
寧
に
説
明
し
た
つ
も
り
で
す

が
、
な
か
な
か
納
得
し
て
も
ら
え
ず
往
生
し
ま
し
た
。

　

気
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
頃
か
ら
当
庁
内
で
「
船
舶
気

象
通
報
は
局
地
気
象
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

船
舶
気
象
通
報
に
係
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

�

釧
路
海
上
保
安
部
交
通
課
　
乙
　
川
　
吉
　
信


エ
ピ
ソ
ー
ド
１

　

平
成
１７
年
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
釧
路
埼
灯
台
の
気
象

観
測
項
目
に
天
気
、
波
、
う
ね
り
が
あ
っ
た
と
き
に
、
観
測
入

力
を
遠
隔
入
力
装
置
（
操
作
卓
？
）
か
ら
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

観
測
時
刻
が
来
ま
し
て
外
へ
出
て
空
を
観
測
、
部
屋
に
戻
り

お
も
む
ろ
に
入
力
を
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
１
時
間
前
ま
で

出
来
て
い
た
の
に
、
ま
っ
た
く
反
応
し
ま
せ
ん
。

　

ボ
タ
ン
選
択
か
画
面
タ
ッ
チ
か
忘
れ
ま
し
た
が
ま
っ
た
く
出

来
な
く
な
り
ま
し
て
、
あ
れ
、
あ
れ
と
思
っ
て
触
っ
て
い
る
う

ち
に
入
力
締
め
切
り
時
間
は
過
ぎ
る
は
放
送
開
始
時
間
と
な

　

こ
れ
も
ま
た
訛
り
が
酷
く
、
最
初
、
問
い
合
わ
せ
な
の
か
ク

レ
ー
ム
な
の
か
判
ら
な
い
よ
う
な
状
態
で
な
ん
と
か
治
ま
っ
た

と
こ
ろ
。

　
「
こ
れ
だ
け
訛
っ
て
い
る
の
に
、
あ
の
訛
り
が
判
ら
な
い
の

か
？
」
と
疑
問
で
し
た
が
、
数
年
暮
ら
し
て
判
り
ま
し
た
。

　

青
森
県
は
西
半
分
の
津
軽
と
東
半
分
の
南
部
で
対
立
意
識
が

強
く
、
お
互
い
の
言
葉
の
汚
さ
を
貶
し
合
っ
て
い
る
土
地
柄
。

　

龍
飛
埼
灯
台
当
直
者
は
た
ぶ
ん
津
軽
出
身
者
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
南
部
で
あ
る
大
間
の
漁
師
さ
ん
に
は
判
ら
な
い
は
ず
で

す
。

　

今
な
ら
研
修
で
も
す
る
の
で
し
ょ
う
が
、
大
ら
か
な
時
代
で

し
た
。


エ
ピ
ソ
ー
ド
３

　

昭
和
6０
年
代
初
め
頃
、
入
道
埼
灯
台
の
風
速
値
が
大
き
す
ぎ

る
と
ク
レ
ー
ム
電
話
あ
り
。

　

入
道
埼
灯
台
の
風
向
風
速
計
は
、３０
ｍ
型
鉄
塔
の
上
に
あ
り
、

確
か
に
地
上
１０
ｍ
値
よ
り
は
強
く
な
る
ん
だ
ろ
う
と
想
像
は
つ

き
ま
す
が
、
沖
合
い
の
吹
き
っ
さ
ら
し
の
状
況
と
丁
度
同
じ
按

配
で
は
な
い
か
と
勝
手
に
良
し
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

事
実
、
漁
師
さ
ん
等
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
は
無
く
、
そ
も
そ
も

灯
台
の
風
速
値
は
「
小
さ
い
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム
が
ほ
と
ん
ど
。

　

船
舶
気
象
通
報
の
利
用
目
的
に
つ
い
て
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
男
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非
番
の
相
棒
に
感
謝
。

船
舶
気
象
通
報
業
務
の
思
い
出

�

留
萌
海
上
保
安
部
　
吉
　
本
　
昭
　
雄

　

昭
和
５２
年
入
庁
以
来
、
船
舶
気
象
通
報
業
務
の
あ
る
箇
所
で

の
勤
務
は
２
回
あ
り
ま
す
。

　

一
度
目
は
、
平
成
２
年
４
月
か
ら
北
陸
デ
ッ
カ
航
路
標
識
事

務
所
（
当
時
）
の
三
国
デ
ッ
カ
局
か
ら
放
送
し
て
い
た
「
え
ち

ぜ
ん
み
さ
き
」（
越
前
岬
灯
台
─
三
国
航
路
標
識
事
務
所
所
管
）、

二
度
目
は
、
平
成
１３
年
４
月
か
ら
室
蘭
海
上
保
安
部
の
「
え
り

も
み
さ
き
」（
襟
裳
岬
灯
台
）
で
し
た
。
日
高
航
路
標
識
事
務

所
が
保
安
部
に
統
合
し
た
最
初
の
年
で
す
。

　

最
初
の
三
国
デ
ッ
カ
局
に
あ
っ
た
運
用
卓
は
、
観
測
も
放
送

音
声
の
送
出
も
完
全
な
自
動
運
用
で
し
た
。

　

業
務
と
し
て
は
、
放
送
時
刻
に
な
る
と
「
ピ
キ
ピ
キ
」
と
電

子
ブ
サ
ー
が
鳴
り
、
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
に
表
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
を

確
認
し
、
放
送
音
声
が
正
常
送
出
さ
れ
て
い
る
か
を
モ
ニ
タ
ー

で
確
認
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
故
障
な
ど
の
緊
急
用
と
し

て
、
卓
に
は
マ
イ
ク
が
付
い
て
ま
し
た
が
、
幸
い
に
し
て
使
っ

た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
観
測
所
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
で
欠

測
が
出
た
場
合
に
は
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
で
繰
り
返
し
同
じ
メ

り
、
あ
せ
っ
て
送
信
機
前
ま
で
行
き
マ
イ
ク
を
手
に
取
り
プ
レ

ス
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
し
た
。

　

こ
の
時
の
放
送
を
聴
い
て
い
た
方
は
、
お
姉
さ
ん
の
声
と
期

待
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
親
父
の
息
切
れ
声
が
飛
び
出
し
び
っ

く
り
し
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。


エ
ピ
ソ
ー
ド
２

　

平
成
１０
年
か
１１
年
頃
、
八
丈
島
に
居
た
と
き
に
台
風
が
来
ま

し
た
。
風
が
強
い
台
風
だ
っ
た
の
で
す
が
過
ぎ
去
っ
て
い
き
や

れ
や
れ
と
思
っ
た
と
き
で
す
。

　

一
本
の
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
灯
台
の
風
向
が
ぜ
ん
ぜ
ん
変
わ
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
…
…
。」

　

風
向
風
速
値
は
出
て
い
る
し
、
機
械
は
壊
れ
て
い
な
い
よ
う

だ
し
な
ん
だ
ろ
？

　

見
つ
け
ま
し
た
！

　

飛
行
機（
発
信
機
）の
し
っ
ぽ
半
分
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

接
近
に
伴
い
強
風
が
吹
き
荒
れ
飛
行
機
が
半
分
に
な
っ
た
頃

に
、
台
風
が
通
過
、
吹
き
返
し
に
変
わ
っ
て
も
、
１
８
０
度
違

う
風
向
を
放
送
し
て
い
ま
し
た
。

　

夜
勤
明
け
の
若
者
と
２０
ｍ
の
マ
ス
ト
て
っ
ぺ
ん
に
登
り
予
備

の
発
信
機
と
交
換
し
ま
し
た
。

　

工
夫
し
て
端
子
接
続
、
取
り
付
け
、
早
期
復
旧
す
る
こ
と
が

出
来
て
充
実
感
が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
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で
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

襟
裳
岬
は
通
年
風
が
強
い
と
こ
ろ
で
、
だ
い
た
い
２０
ｍ
／
ｓ

以
上
の
風
が
吹
い
て
る
の
が
普
通
で
、
１０
ｍ
／
ｓ
を
下
回
る
と

「
今
日
は
凪
い
で
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
る
よ
う
な
場
所
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
建
物
の
窓
枠
は
、
開
閉
レ
バ
ー
を
操
作
す

る
と
枠
の
複
数
個
所
が
ロ
ッ
ク
す
る
特
殊
な
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
が

使
わ
れ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
ガ
ラ
ス
も
複
層
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
渡
り
廊
下
の
出
入
口
の
、
扉
と
き
た
ら
１
枚
ガ
ラ
ス

で
華
奢
な
ア
ル
ミ
枠
の
汎
用
品
が
使
わ
れ
て
お
り
、
ド
ア
チ
ェ

ッ
ク
も
付
い
て
ま
し
た
が
、
１０
ｍ
／
ｓ
以
上
の
風
で
は
な
ん
ら

役
に
は
立
た
な
い
も
の
で
し
た
。

　

さ
て
、
冬
に
な
る
と
低
気
圧
が
連
続
し
て
来
襲
し
、
３０
ｍ
／
ｓ

を
超
え
る
風
が
頻
繁
に
吹
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
こ
の
扉
を
開

閉
す
る
の
に
は
、
と
て
も
神
経
を
使
い
ま
し
た
。
不
用
意
に
ド

ア
ノ
ブ
を
回
す
と
ド
ア
も
ろ
と
も
外
に
吸
い
出
さ
れ
ま
す
の

で
、
ド
ア
ノ
ブ
を
両
手
で
握
り
、
右
膝
を
扉
枠
に
か
け
て
、
体

を
固
定
し
た
状
態
で
待
機
し
、
風
の
息
が
弱
く
な
っ
た
一
瞬
を

つ
い
て
、
ノ
ブ
を
回
し
外
に
出
て
、
す
ぐ
さ
ま
背
中
で
ド
ア
を

押
し
付
け
る
よ
う
に
閉
め
る
訳
で
す
。
ド
ア
を
開
け
た
時
に
強

風
で
ア
ル
ミ
枠
が
わ
ず
か
に
変
形
す
る
の
が
、
目
で
見
て
判
り

ま
す
。
枠
の
中
に
は
ガ
ラ
ス
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
割
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
ハ
ラ
ハ
ラ
し
ま
す
。

ッ
セ
ー
ジ
を
流
せ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
頃
、
気
圧
の
単
位
が
「m

bar

」（
ミ
リ
バ
ー
ル
）
か
ら

「hPa
」（
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
）
に
変
わ
る
こ
ろ
で
、
装
置
の
メ

ー
カ
技
術
者
が
Ｒ
Ｏ
Ｍ
ラ
イ
タ
ー
を
抱
え
て
、
来
局
し
て
改
修

し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。「
ミ
リ
バ
ー
ル
」
は
長
音
を

含
め
て
、
５
音
で
し
た
が
、
こ
れ
を
「
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
」
の

７
音
に
す
る
訳
で
す
が
、
限
ら
れ
た
タ
イ
ム
ス
ロ
ッ
ト
の
中
に

違
和
感
な
く
、
入
れ
込
む
の
に
苦
労
さ
れ
て
、
何
度
も
書
き
換

え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
結
局
、
わ
ず
か
に
早
口
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
し
た
。

　

こ
の
音
源
に
な
っ
た
女
性
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
船
舶
気
象
通

報
の
廃
止
に
よ
り
ご
自
分
の
声
が
全
国
か
ら
消
え
て
し
ま
う
こ

と
を
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

二
度
目
に
運
用
卓
と
出
合
っ
た
の
は
、
平
成
１３
年
４
月
の
襟

裳
岬
灯
台
で
し
た
。
船
舶
気
象
通
報
の
放
送
種
目
は
、「
天
気
、

風
向
、
風
速
、
気
圧
、
波
、
う
ね
り
、
視
程
」
で
、
た
し
か
、

観
測
所
付
近
に
海
氷
が
あ
る
と
き
だ
け
「
そ
の
他
」
と
い
う
種

目
を
加
え
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
自
動
観
測
種
目
以
外

の
「
天
気
、
波
、
う
ね
り
、
視
程
、
海
氷
」
は
、
人
が
観
測
し

て
手
動
で
運
用
卓
に
入
力
し
ま
す
が
、
当
直
室
の
窓
は
、
海
と

は
反
対
の
北
側
を
向
い
て
い
る
た
め
、
毎
観
測
時
、
居
住
区
と

の
渡
り
廊
下
の
出
入
口
か
ら
外
に
出
て
海
が
見
え
る
と
こ
ろ
ま
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項
目
が
「
そ
の
他
（
海
氷
）」
で
あ
っ
た
か
、
単
に
「
海
氷
」

で
あ
っ
た
か
調
べ
よ
う
が
な
く
、
正
確
で
は
な
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

女
島
灯
台
の
思
い
出

�

銚
子
海
上
保
安
部
　
濵
　
野
　
壮
一
郎

　

私
が
滞
在
勤
務
し
て
い
た
女
島
灯
台
は
、長
崎
県
の
離
島（
五

島
市
）
か
ら
南
西
約
８０
㎞
の
男
女
群
島
に
位
置
し
、
古
く
は
珊

瑚
漁
で
賑
い
、
台
風
等
の
大
時
化
で
多
く
の
漁
船
が
遭
難
し
た

海
域
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
海
域
で
す
の
で
、
女
島
灯
台
の
船
舶
気
象
通
報

は
、
地
元
の
漁
師
さ
ん
か
ら
大
変
頼
り
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

な
か
に
は
、
金
刀
比
羅
宮
参
り
な
ら
ぬ
女
島
灯
台
参
り
に
来

ら
れ
る
漁
師
さ
ん
も
お
り
、
重
い
荷
物
を
担
い
で
高
さ
約
１
１

０
ｍ
、
長
さ
約
１
㎞
の
坂
道
を
汗
だ
く
で
登
っ
て
来
ら
れ
、「
灯

台
さ
ん
、
お
疲
れ
様
。
今
朝
も
気
象
を
聞
い
た
よ
。
い
つ
も
ご

苦
労
様
」
と
怖
い
顔
か
ら
優
し
い
声
を
掛
け
て
下
さ
る
笑
顔
に

「
今
日
も
聞
い
て
く
れ
て
い
て
良
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
頑
張

ろ
う
」
と
気
持
ち
を
新
た
に
し
た
も
の
で
す
。

　

さ
て
、
女
島
灯
台
で
の
船
舶
気
象
通
報
業
務
は
、
当
時
滞
在

職
員
４
名
が
３
６
５
日
２４
時
間
交
代
勤
務
で
自
慢
の
肉
声
に
て

　

強
風
が
吹
き
ぬ
け
る
構
内
を
約
１０
ｍ
ほ
ど
歩
く
と
、
岬
の
東

側
、
西
側
の
海
が
見
通
せ
る
所
に
行
け
ま
す
。
メ
ガ
ネ
を
吹
き

飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
両
手
で
押
さ
え
、
海
を
一
瞥
し
視
程
目

標
を
確
認
し
た
ら
、
逃
げ
る
よ
う
に
建
物
の
陰
に
入
り
、
先
ほ

ど
の
出
入
口
に
戻
り
ま
す
。
そ
し
て
再
び
、
ド
ア
ノ
ブ
と
の
綱

引
き
が
待
っ
て
い
る
訳
で
す
。

　

襟
裳
岬
は
南
向
き
に
太
平
洋
へ
突
き
出
し
た
岬
で
す
。
太
平

洋
の
遥
か
彼
方
に
台
風
が
発
生
す
る
と
南
東
方
向
か
ら
大
き
な

う
ね
り
が
来
ま
す
。
こ
れ
は
風
の
影
響
を
受
け
ま
せ
ん
の
で
、

「
今
日
は
凪
い
で
い
る
」
と
言
う
よ
う
な
日
で
、
風
波
も
無
く

海
面
は
滑
ら
か
な
と
き
で
も
、
崖
下
の
海
岸
で
「
ド
ド
ー
ン
」

と
大
き
な
音
を
立
て
て
、
う
ね
り
だ
け
が
激
し
く
打
ち
付
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
岬
の
反
対
側
に
は
こ
の
う
ね
り

は
届
き
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
岬
の
北
西
側
の
え
り
も
港
の
沖
は

ベ
タ
凪
状
態
で
、
こ
の
凪
に
騙
さ
れ
て
船
を
出
し
て
襟
裳
岬
を

か
わ
し
た
途
端
、
こ
の
う
ね
り
に
遭
遇
す
る
わ
け
で
す
。
年
に

数
回
し
か
起
こ
ら
な
い
珍
し
い
海
象
で
す
が
、
有
人
観
測
だ
っ

た
が
た
め
に
、
船
舶
気
象
通
報
を
聞
い
て
い
る
西
側
の
人
た
ち

の
役
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。

※ 

襟
裳
岬
の
旧
観
測
種
目
で
あ
る
「
天
気
、
風
向
、
風
速
、
気

圧
、
波
、
う
ね
り
、
視
程
、
そ
の
他
（
海
氷
）」
は
デ
ー
タ

バ
ン
ク
に
資
料
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
海
氷
（
流
氷
）
の
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羽
越
地
区
船
舶
気
象
通
報
の
思
い
出

�

名
古
屋
海
上
保
安
部
　
片
　
野
　
広
　
之

　

昭
和
５７
年
１０
月
に
正
式
運
用
を
開
始
し
た
羽
越
地
区
船
舶
気

象
通
報
は
、
佐
渡
島
の
弾
埼
灯
台
で
観
測
し
た
気
象
デ
ー
タ
を

島
対
岸
の
角
田
岬
灯
台
を
経
由
し
て
新
潟
市
内
に
あ
る
新
潟
ロ

ラ
ン
局
運
用
室
で
編
集
し
、
白
鳥
山
中
継
所
を
経
由
し
て
新
潟

沖
の
粟
島
灯
台
を
放
送
所
と
し
て
中
短
波
放
送
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
灯
台
に
滞
在
し
て
観
測
し
、
灯
台
に
お
い
て
放
送
し
て

１
時
間
に
１
回
、
現
地
観
測
し
た
気
象
情
報
を
付
近
船
舶

に
放
送
し
て
い
ま
し
た
。

　

毎
時
３３
分
頃
の
気
象
を
慌
し
く
観
測
す
る
と
ア
ン
テ
ナ

切
替
器
の
轟
音
が
「
ガ
ッ
チ
ャ
ン
！
」
と
響
き
、
夜
中
な

ど
は
、
少
し
怖
く
な
り
緊
張
し
な
が
ら
マ
イ
ク
の
プ
レ
ス

ボ
タ
ン
を
押
し
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
放
送
す
る
時
に
見
え
る
窓
の
外
の
景
色
は
、
四

季
折
々
で
夏
の
美
し
い
海
、
春
先
に
は
夢
の
中
に
い
る
よ

う
な
真
っ
白
な
濃
霧
、
少
し
澱
ん
だ
黄
砂
、
春
秋
に
飛
来

す
る
烏
帽
子
の
つ
い
た
綺
麗
な
野
鳥
、
冬
場
に
集
ま
る
悪

戯
好
き
な
猫
達
と
今
で
は
ど
れ
も
懐
か
し
い
光
景
で
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
大
型
台
風
の
襲
来
に
４
人
で
怯
え
な

が
ら
宿
直
室
で
一
夜
を
過
ご
し
た
り
、
頭
上
で
閃
光
が
走
る
よ

う
な
雷
雲
の
下
で
無
線
舎
に
落
雷
し
な
い
よ
う
祈
り
な
が
ら
放

送
し
た
り
、
２０
年
に
一
度
と
言
わ
れ
た
大
雪
で
は
手
が
凍
り
そ

う
に
な
り
な
が
ら
雪
落
と
し
を
し
た
り
と
、
暑
い
日
も
寒
い
日

も
４
人
で
苦
楽
を
共
に
し
て
日
々
船
舶
気
象
通
報
を
放
送
し
続

け
、
長
い
よ
う
で
短
か
っ
た
５
年
間
の
女
島
灯
台
滞
在
勤
務
が

終
わ
り
ま
し
た
。

　

今
で
は
、気
象
情
報
の
提
供
は
「
海
の
安
全
情
報
」
と
な
り
、

こ
れ
か
ら
も
全
国
の
利
用
者
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
く
と
思
い
ま

す
。

写真－ 1　女島最高峰の電探山から撮影

写真－ 2　女島灯台に職員集合
（設標船「かいおう」による燃料運搬時）
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受
信
証
の
写
真
は
、
概
ね
２
ケ
月
毎
に
切
り
替
え
、
各
施
設

５
箇
所
の
写
真
と
事
務
所
に
あ
っ
た
回
線
系
統
図
模
型
の
写
真

と
計
6
枚
で
１
年
間
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
受
信
レ
ポ
ー
ト

の
リ
ピ
ー
タ
ー
を
狙
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
時
期

の
受
信
証
を

受
け
取
ら
れ

た
方
に
は
非

常
に
強
い
印

象
を
与
え
た

よ
う
で
、
資

料
が
残
っ
て

い
る
方
で
１０

年
後
（
資
料

が
残
っ
て
い

な
い
方
で
は

約
３０
年
経
過

の
平
成
２５
年

頃
に
）
に
再

度
送
ら
れ
て

き
た
受
信
レ

ポ
ー
ト
に

い
た
他
の
船
舶
気
象
通
報
局
と
は
異
な
り
、
観
測
場
所
と
放
送

場
所
が
異
な
り
、
そ
の
デ
ー
タ
の
編
集
を
行
う
場
所
も
異
な
っ

て
、
職
員
の
肉
声
で
は
な
く
女
性
の
合
成
音
声
で
放
送
す
る
当

時
と
し
て
は
新
し
い
形
態
で
し
た
。

　

船
舶
気
象
通
報
の
新
た
な
局
は
東
日
本
で
は
久
し
ぶ
り
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
試
験
電
波
を
出
す
と
、
新
た
に
「
２８
番
目
の

船
舶
気
象
局
開
設
」
と
ラ
ジ
オ
関
係
本
等
に
も
掲
載
さ
れ
、
受

信
レ
ポ
ー
ト
が
多
数
届
き
ま
し
た
。
試
験
電
波
発
射
中
に
届
い

た
レ
ポ
ー
ト
で
は
、「
あ
わ
し
ま
」
と
い
う
局
名
し
か
判
ら
ず

粟
島
灯
台
あ
て
に
手
紙
を
出
し
、
回
り
回
っ
て
灯
台
を
管
理
し

て
い
た
新
潟
航
路
標
識
事
務
所
経
由
で
新
潟
ロ
ラ
ン
航
路
標
識

事
務
所
へ
無
事
に
届
く
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。

　

届
い
た
受
信
レ
ポ
ー
ト
に
対
し
て
受
信
確
認
証
を
出
し
て
欲

し
い
と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
本

来
の
業
務
で
も
な
く
予
算
も
な
い
状
況
で
当
初
は
返
信
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、な
ん
と
か
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

当
時
の
ロ
ラ
ン
局
に
は
ロ
ラ
ン
波
形
を
撮
影
す
る
た
め
に
白
黒

写
真
の
現
像
装
置
一
式
が
あ
り
ま
し
た
の
で
自
費
で
ポ
ス
ト
カ

ー
ド
の
印
画
紙
を
購
入
し
返
信
を
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
自

費
の
手
作
り
カ
ー
ド
と
い
う
こ
と
で
、
財
政
的
に
大
変
で
し
ょ

う
と
フ
ィ
ル
ム
や
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
用
紙
を
送
っ
て
こ
ら
れ
る
方

も
あ
り
ま
し
た
。

写真－ 1　（参考）新潟海上保安部発行　受信確認証
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こ
れ
は
放
送
を
聞
い
た
人
か
ら
（
船
舶
関
係
者
に
限
ら
ず
誰
で

も
）
い
つ
、
ど
こ
で
、
あ
な
た
の
局
の
電
波
を
受
信
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
の
内
容
は
こ
ん
な
も
の
で
、
受
信
状
況
は
こ
ん
な
具

合
で
し
た
と
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

報
告
内
容
が
正
し
け
れ
ば
、受
信
し
た
こ
と
を
証
明
す
る「
受

信
証
」
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
も
の
で
、
各
無
線
局
は
デ

ザ
イ
ン
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
絵
は
が
き
の
よ
う
に
き
れ
い
な
景

色
を
印
刷
し
た
も
の
や
、
一
枚
一
枚
コ
ー
ル
サ
イ
ン
を
手
書
き

し
た
も
の
な
ど
、
報
告
者
に
半
ば
お
礼
の
よ
う
な
感
じ
で
答
え

る
も
の
で
、
灯
台
放
送
に
限
ら
ず
、
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
、
一
般

の
短
波
や
中
波
の
ラ
ジ
オ
放
送
等
、義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

正
規
に
免
許
を
受
け
た
世
界
中
の
無
線
局
の
ほ
と
ん
ど
が
実
施

し
て
い
る
無
線
の
世
界
の
常
識
み
た
い
な
も
の
で
、
放
送
局
発

行
の
受
信
証
を
「
ベ
リ
カ
ー
ド
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

中
に
は
無
免
許
で
放
送
し
て
い
る
通
称
「
海
賊
局
」
と
呼
ば

れ
る
海
外
の
違
法
局
が
「
ベ
リ
カ
ー
ド
」
を
発
行
し
て
い
た
時

代
も
あ
り
ま
し
た
。私
が
無
線
の
世
界
に
興
味
を
持
っ
た
の
も
、

や
は
り
こ
れ
が
初
め
で
最
初
は
家
に
あ
っ
た
ボ
ロ
ボ
ロ
の
真
空

管
ラ
ジ
オ
で
夜
な
夜
な
海
外
か
ら
の
日
本
語
放
送
を
聞
い
て
受

信
証
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
、
ペ
キ
ン
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
バ
チ
カ
ン
等
の
放
送
が
自
宅
で
聴
け
る
こ
と
に
感
動

し
た
も
の
で
し
た
。
５０
代
の
方
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
一
人
や
二

「
当
時
の
職
員
の
方
は
ど
う
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
」
と
問
い
合

わ
せ
が
あ
り
、
そ
の
手
紙
の
内
容
を
転
勤
先
に
ま
で
連
絡
い
た

だ
き
感
激
し
た
も
の
で
し
た
。

　

開
局
以
来
１
年
間
の
受
信
レ
ポ
ー
ト
の
状
況
に
つ
い
て
は

「
羽
越
地
区
船
舶
気
象
通
報
の
受
信
報
告
書
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
、
昭
和
５８
年
１１
月
号
の
「
燈
光
」
に
掲
載
し
ま
し
た
。
送

っ
て
き
た
方
の
年
齢
層
は
学
生
が
２
／
３
占
め
る
こ
と
、
都
道

府
県
別
で
は
東
京
都
・
神
奈
川
県
と
続
き
地
元
新
潟
県
は
数
の

上
で
は
３
位
だ
っ
た
こ
と
、
受
信
時
刻
は
１
時
を
中
心
と
し
た

深
夜
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

船
舶
気
象
通
報
に
係
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

�

姫
路
海
上
保
安
部
交
通
課
　
伊
　
藤
　
幸
　
夫

　

船
舶
気
象
通
報
業
務
に
係
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、
思
い

出
す
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
か
ら
３
～
４
年
前
の
こ
と
で
す
。
私
が
大
阪
海
上
保
安
監

部
交
通
課
に
勤
務
し
て
い
る
と
き
の
こ
と
で
し
た
。
ご
存
知
の

よ
う
に
大
阪
に
は
「
お
お
さ
か
ハ
ー
バ
ー
レ
ー
ダ
ー
」
が
あ
り
、

船
舶
気
象
通
報
送
信
装
置
の
保
守
は
、
交
通
課
で
行
っ
て
い
ま

し
た
。

　

１
ヶ
月
に
１
通
ほ
ど
、受
信
報
告
と
い
う
も
の
が
届
き
ま
す
。
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た
。

　

お
互
い
顔
を
見
た
こ
と
も
な
い
、
声
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い

人
間
同
士
が
、
無
線
と
い
う
通
信
手
段
を
通
じ
て
心
を
通
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
本
当
に
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
そ

ん
な
船
舶
気
象
通
報
も
な
く
な
り
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
手
段
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
ん
な
に

手
段
は
変
わ
ろ
う
と
、
送
り
手
と
受
け
手
は
ど
ち
ら
も
人
間
で

す
。
ど
こ
か
に
「
人
間
臭
さ
」
を
見
つ
け
て
、
き
っ
と
ま
た
ノ

ス
タ
ル
ジ
ー
に
浸
る
の
で
し
ょ
う
ね
…
…
。

船
舶
気
象
通
報
最
後
の
お
仕
事
～
七
本
部
苦
労
話
～

第
七
管
区
海
上
保
安
本
部
交
通
部
安
全
対
策
課
　�

�

松
　
下
　
由
紀
香

　

ラ
ジ
オ
放
送
を
聞
い
た
の
で
証
明
書
を
発
行
し
て
く
だ
さ

い
。
と
い
う
お
手
紙
は
陸
上
の
マ
ニ
ア
の
方
々
ば
か
り
で
、
事

務
を
し
て
い
る
と
「
あ
、
ま
た
○
○
さ
ん
だ
」
と
い
う
風
に
、

常
連
さ
ん
を
覚
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

平
成
２４
年
度
か
ら
、
本
部
で
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
平
均
す

る
と
１
年
間
で
７０
通
の
証
明
書
を
発
行
し
て
き
ま
し
た
。

　

当
直
の
合
間
に
、
担
当
者
１
名
で
十
分
に
対
応
で
き
て
い
ま

し
た
が
、
２８
年
度
は
違
い
ま
し
た
。

人
は
こ
れ
を
趣
味
に
し
て
い
る
者
が
い
た
も
の
で
す
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
大
阪
海
上
保
安
監
部
交
通
課
に
１
通
の
受

信
報
告
が
届
き
ま
し
た
。

　

私
と
同
年
代
の
方
か
ら
で
し
た
。
レ
ー
ダ
ー
画
面
と
大
阪
港

の
写
真
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
カ
ー
ド
と
当
庁
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

う
み
ま
る
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
同
封
し
て
返
信
し
た
の
で
す
が
、

半
月
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
そ
の
方
か
ら
丁
寧
な
お
礼
状
が
送
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　

自
分
は
医
師
で
、
毎
日
人
の
命
を
預
か
る
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
海
上
保
安
庁
の
方
も
同
様
に
毎
日
重
要
な
任
務
に
当
た
ら

れ
て
お
り
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
子
供
の
頃
無
線
に
興
味
を

持
ち
始
め
た
の
で
す
が
、
い
つ
し
か
無
線
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
長

い
月
日
が
経
過
し
ま
し
た
。
最
近
ま
た
無
線
に
興
味
が
沸
き
出

し
、
時
間
を
見
つ
け
て
は
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
受
信
報
告
を
送
っ

て
い
る
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
船
舶
気
象
通
報
は
長
い
間
、

気
象
原
稿
を
肉
声
で
読
み
上
げ
て
放
送
し
て
い
ま
し
た
。
読
み

上
げ
る
ス
ピ
ー
ド
や
、
読
み
手
の
訛
り
、
声
の
ト
ー
ン
な
ど
、

人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
、
ど
こ
か
「
人
間
臭
さ
」
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

最
後
期
の
放
送
は
、
機
械
が
合
成
音
声
で
自
動
放
送
す
る
味

気
な
い
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
ど
こ
か
で
そ
れ
を
聞
い

て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
感
動
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
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で
聞
い
て
い
る
陸
地
か
ら
の
受
信
報
告
で
す
。

　

い
や
、
海
関
係
な
い
方
や
ん
！
と
い
う
突
っ
込
み
を
い
れ
つ

つ
、
と
て
も
担
当
一
人
で
は
手
に
負
え
な
い
！
な
の
で
、
手
分

け
し
て
作
業
を
進
め
ま
す
。

　

報
告
書
の
中
に
は
、

　

 　

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
に
夢
中
に
な
っ
た
中
学
生
時
代
に
よ
く

聞
い
て
い
た
け
れ
ど
、
今
回
廃
止
の
情
報
を
聞
き
、
懐
か
し

く
な
り
周
波
数
を
あ
わ
せ
ま
し
た
。
廃
止
さ
れ
る
の
は
寂
し

い
で
す
。
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
書
い
て
あ
っ
た
り
、

　

 　

受
信
を
試
み
た
け
れ
ど
上
手
く
受
信
で
き
ず
、
標
識
名
の

み
を
記
入
し
、
受
信
証
明
書
を
送
付
し
て
下
さ
い
！
と
い
う

内
容
だ
っ
た
り
、

　

 　

ラ
ジ
オ
放
送
廃
止
と
な
る
日
ま
で
、
頑
張
っ
て
受
信
を
試

み
た
も
の
の
、
結
局
一
度
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
標
識
の
写
真
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
受
信
証
明
書
の
フ

ォ
ー
マ
ッ
ト
を
送
っ
て
欲
し
い
。
と
い
っ
た
特
殊
な
オ
ー
ダ

ー
も
あ
り
ま
し
た
。

　

当
直
中
に
夜
な
夜
な
、証
明
書
を
作
る
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

　

な
る
べ
く
早
く
返
送
し
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
、
事

件
・
事
故
が
発
生
す
れ
ば
作
業
は
出
来
ず
、
ま
た
、
海
上
安
全

情
報
官
も
各
部
署
か
ら
承
認
さ
れ
て
く
る
海
難
調
査
票
の
確
認

作
業
等
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
業
務
の
優
先
順
位
か
ら
、
ど
う

　

い
つ
頃
終
了
の
情
報
を
入
手
さ
れ
た
の
か
、
７
月
末
に
は
２８

通
で
し
た
が
、
８
月
末
に
は
計
6１
通
。
あ
れ
？
増
え
て
き
た
？

い
ま
ま
で
の
１
年
分
く
ら
い
も
う
処
理
し
た
よ
ね
？
と
思
っ
て

い
る
う
ち
に
、
次
々
と
手
紙
が
届
き
始
め
９
月
だ
け
で
約
１
２

０
通
。
廃
止
後
も
勢
い
は
と
ま
ら
ず
、
１０
月
だ
け
で
約
１
５
０

通
。
１１
月
に
も
ぽ
つ
ぽ
つ
届
き
、
結
果
、
８
ヶ
月
間
に
例
年
の

約
５
倍
、
３
３
９
通
の
処
理
を
行
っ
た
の
で
し
た
。

　

机
の
上
に
積
み
あ
が
る
封
筒
。
担
当
者
が
「
処
理
終
わ
っ
た

ー
。」
と
思
っ
て
帰
宅
し
、
次
に
出
勤
す
る
と
「
え
ぇ
、
ま
た

あ
る
。」
と
い
う
状
態
。

　

第
七
管
区
で
は
、
受
信
報
告
書
の
内
容
を
確
認
し
、
内
容
に

間
違
い
が
無
け
れ
ば
「
受
信
証
明
書
」、
何
か
間
違
い
が
あ
れ

ば
「
一
部
受
信
確
認
書
」
と
し
て
、
ハ
ガ
キ
に
「
受
信
者
の
氏

名
」・「
受
信
年
月
日
・
時
間
」・「
受
信
地
」・「
確
認
年
月
日
」・

「
そ
の
時
の
放
送
文
」
を
印
刷
し
た
も
の
を
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク

し
て
か
ら
返
送
し
て
い
た
の
で
、
１
通
作
成
に
意
外
と
時
間
が

か
か
り
ま
す
。（
誰
だ
、
こ
ん
な
に
手
間
の
か
か
る
方
法
に
し

た
の
は
！
）

　

１
通
の
手
紙
に
、
複
数
回
の
報
告
が
あ
れ
ば
、
そ
の
回
数
分

の
証
明
書
（
確
認
書
含
む
）
を
作
成
し
て
返
送
し
ま
す
。

　

北
は
北
海
道
（
北
見
、
石
狩
、
浦
河
）
か
ら
、
岩
手
、
福
島
、

宮
城
、
石
川
、
長
野
、
東
京
、
奈
良
…
南
は
福
岡
ま
で
、
趣
味
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し
て
も
証
明
書
作
成
作
業
が
後
回
し
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
返
送
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
、

処
理
中
の
方
か
ら
同
じ
受
信
内
容
で
再
び
手
紙
が
届
い
た
り
も

し
ま
し
た
。（
マ
ニ
ア
の
方
側
か
ら
は
、
あ
ま
り
に
も
返
信
が

な
い
こ
と
か
ら
報
告
書
が
届
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
！

も
う
一
回
送
ろ
う
！
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。）

　

他
課
か
ら
の
「
毎
日
毎
日
、
何
を
印
刷
し
て
ん
の
？
」
と
い

う
呆
れ
顔
を
横
目
に
、
残
業
で
の
対
応
も
し
て
、
な
ん
と
か
１２

月
上
旬
に
は
、
全
て
の
返
送
を
終
え
た
の
で
し
た
。

　

恐
る
べ
き
マ
ニ
ア
パ
ワ
ー
。
放
送
を
聞
い
て
く
れ
て
嬉
し
い

の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
今
回
は
参
り
ま
し
た
。


そ
の
他
の
コ
メ
ン
ト
（
抜
粋
）

・ 

長
年
の
運
用
お
疲
れ
様
で
し
た
。
他
局
を
含
め
気
象
通
報
が

も
う
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
非
常
に
残
念
で
す
。（
群

馬
県
：
会
社
員
Ｓ
氏
）

・ 

海
の
安
全
を
守
る
灯
台
放
送
に
係
る
業
務
を
長
年
に
渡
り
遂

行
し
て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
国
民
の
一
人
と

し
て
改
め
て
感
謝
と
労
い
の
意
を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。（
東
京
都
：
会
社
員
Ｎ
氏
）

・ 

受
信
証
に
「
放
送
終
了
日
の
受
信
」
と
明
記
願
い
ま
す
。（
仙

台
市
：
Ｍ
氏
）

写真－ 1、 2　�第七管区海上保安本部発行受信証明書（左：裏面・右：表面）

（宛　　名）
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す
。
深
夜
ま
で
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
。』
と
感
謝
の
言
葉
を
か

け
ら
れ
た
事
が
あ
り
、
そ
の
際
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
し
、

大
切
な
仕
事
な
ん
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。（
電
話
の
相
手
は
瀬

渡
し
船
の
船
長
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
）

※
女
島
灯
台
で
は
、
滞
在
勤
務
者
が
肉
声
で
放
送
し
て
い
た
。

福
江
航
路
標
識
事
務
所
：
平
成
１４
年
４
月
～
平
成
１6
年
３
月

ま
で
勤
務
、
平
成
１５
年
6
月
１
日
気
象
庁
長
官
表
彰
受
賞


上
対
馬
、
三
島
灯
台
の
ベ
リ
カ
ー
ド

　

無
線
愛
好
家
か
ら
、
た
ま
に
べ
リ
カ
ー
ド
（
受
信
証
）
を
送

っ
て
下
さ
い
と
封
書
が
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
、
他
の
箇

所
（
萩
見
島
）
で
は
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
対
馬
で

も
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
企
画
立
案
作
成
し
、
送
付
し

ま
し
た
。（
当
時
は
、
パ
ソ
コ
ン
等
普
及
し
て
い
る
訳
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
手
作
り
原
案
を
写
真
撮
影
し
、
ポ
ス
ト
カ
ー
ド

で
作
成
）

　

後
日
、
無
線
の
雑
誌
（
ラ
ジ
オ
ラ
イ
フ
）
で
、
自
分
が
作
っ

た
べ
リ
カ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
ち
ょ
っ
と
恥

ず
か
し
く
な
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

上
対
馬
航
路
標
識
事
務
所
：
昭
和
6２
年
４
月
～
平
成
２
年
３

月
ま
で
勤
務

・ 
地
元
の
漁
師
さ
ん
は
、
そ
の
昔
「
実
況
」
と
言
っ
て
い
つ
も

聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

 
こ
れ
も
時
代
の
流
れ
で
し
ょ
う
が
、
長
き
に
渡
る
運
用
お
疲

れ
様
で
し
た
。（
北
海
道
：
会
社
員
Ｔ
氏
）

・ 

元
日
の
００
時
００
分
か
ら
２
～
３
時
間
ほ
ど
船
舶
気
象
通
報
を

受
信
し
て
、
新
年
早
々
に
日
本
一
周
を
す
る
こ
と
を
２０
年
近

く
楽
し
ん
で
い
た
の
で
、
９
月
３０
日
で
の
廃
止
を
と
て
も
残

念
に
思
い
ま
す
。（
金
沢
市
：
Ｔ
氏
）

・ 

業
務
終
了
の
件
は
日
本
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
連
盟
の
メ
ル
マ
ガ

な
ど
で
も
案
内
さ
れ
て
お
り
受
信
報
告
が
集
中
し
て
い
な
い

か
心
配
で
す
が
、
マ
ニ
ア
の
楽
し
み
に
ご
理
解
を
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。（
神
奈
川
県
：
Ｏ
氏
）

船
舶
気
象
通
報
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

�

浜
田
海
上
保
安
部
交
通
課
　
上
　
村
　
公
　
一


い
つ
も
あ
り
が
と
う

　

女
島
灯
台
で
深
夜
、
船
舶
気
象
通
報
放
送
後
、
し
ば
ら
く
し

て
『
聞
き
逃
し
た
の
で
す
が
、
気
象
状
況
を
教
え
て
も
ら
え
ま

せ
ん
か
？
』
と
、
電
話
が
あ
り
、
放
送
内
容
を
お
知
ら
せ
し
た

と
こ
ろ
、『
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
女
島
の
気
象

情
報
は
、
船
舶
を
運
航
す
る
う
え
で
、
と
て
も
助
か
っ
て
い
ま
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岬
の
先
端
の
何
も
無
い
と
こ
ろ
に
あ
る
高
い
ア
ン
テ
ナ
。
雷

が
落
ち
る
事
は
何
の
不
思
議
も
無
く
、
直
撃
を
受
け
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

中
短
波
の
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ッ
プ
も
不
能
。
す

ぐ
に
、事
務
所
か
ら
応
援
を
呼
ぶ
と
と
も
に
、状
況
調
査
を
開
始
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
用
の
回
線
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
回
線
の

確
認
を
し
ま
し
た
が
、
回
線
に
異
常
は
無
く
、
ル
ー
タ
ー
か
ら

焦
げ
た
臭
い
が
…
…
。

　

予
備
品
が
無
く
、
本
部
に
手
配
を
掛
け
ま
し
た
。

　

函
館
海
上
保
安
部
管
内
の
灯
台
に
予
備
品
が
あ
り
、
翌
日
、

函
館
海
上
保
安
部
、
室
蘭
海
上
保
安
部
、
日
高
地
区
事
務
所
で

４
０
０
㎞
程
を
リ
レ
ー
で
陸
送
し
、
復
旧
さ
せ
ま
し
た
。

　

中
短
波
に
つ
い
て
は
、
ボ
ッ
ク
ス
の
中
身
を
予
備
品
と
交
換

し
ま
し
た
が
、
復
旧
せ
ず
。

　

よ
う
や
く
、
無
線
舎
（
滞
在
舎
）
に
あ
る
送
信
機
の
基
板
も

焼
け
て
い
た
の
が
判
明
。

　

こ
ち
ら
も
予
備
品
の
手
配
を
し
、
数
日
後
に
復
旧
と
な
り
ま

し
た
。

襟
裳
の
春
２
０
０
４

第
十
一
管
区
海
上
保
安
本
部
交
通
企
画
課
　�

�

　
荒
　
　
　
伸
　
哉

　
「
各
局
、
…
…
。
こ
ち
ら
は
、
え
り
も
、
…
…
」
こ
こ
は
、

最
後
、
室
蘭
保
安
部
の
日
高
地
区
事
務
所
（
浦
河
所
在
）
で
滞

在
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
襟
裳
の
春
は
～
♪
」
で
お
馴
染
み
で
す
が
、
滞
在
し
て
い

る
者
と
し
て
は
、
春
の
み
な
ら
ず
、
年
中
、
何
も
無
い
と
こ
ろ

で
す
。

　

風
が
強
い
所
と
し
て
有
名
で
、「
風
の
館
」
と
い
う
２０
ｍ
／
ｓ

の
風
を
体
験
出
来
る
施
設
が
あ
り
ま
し
た
が
、
外
の
風
の
方
が

強
い
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
滞
在
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
。

　
「
ド
ー
ン
！
ゴ
ロ
ゴ
ロ
」
雷
が
何
度
も
鳴
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

「
ズ
ッ
ド
ー
ン
‼
ゴ
ロ
ゴ
ロ
」
ひ
と
際
大
き
な
爆
撃
音
と
地
響

き
が
起
こ
り
、
一
瞬
、
直
下
型
地
震
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
滞
在

舎
が
揺
れ
た
直
後
、「
ピ
ー
・
ピ
ー
・
ピ
ー
」
と
ア
ラ
ー
ム
が

鳴
っ
た
。「
ま
さ
か
…
…
」。
慌
て
て
、
中
短
波
の
ア
ン
テ
ナ
を

確
認
し
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
下
に
あ
る
ボ
ッ
ク
ス
が
焼
け
焦
げ

て
お
り
、
煙
が
出
て
い
ま
し
た
。
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急
が
れ
た
灯
台
の
設
置

　

宗
谷
岬
灯
台
は
、
日
本
最
北
端
の
灯
台
で
す
。
現
在
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
灯
台
は
３
代
目
で
す
。
初
代
の
鉄
造
灯
台
は
、
明

治
１８
（
１
８
８
５
）
年
９
月
2５
日
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
点
灯

開
始
の
告
示
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

工
部
省
第
貳

（
二
）

拾
五
號

（
号
）

告
示

今
般
札
幌
縣け

ん

北
見
國
宗
谷
郡
宗
谷
村
ノ
内　

宗
谷
岬
ニ
建
設

シ
タ
ル
燈と

う

臺だ
い

ニ
於
テ　

第
二
等
旋
転
白
色
ノ
燈
明
ヲ
設
ケ　

来き
た

ル
九
月
廿

に
じ
ゅ
う

五
日
已い

降こ
う　

毎
夜
日
没
ヨ
リ
日
出
マ
デ
点
火

ス
一　

燈と
う

臺だ
い

ノ
位
置
ハ
海
軍
省
水
路
局
出
版
第
百
四
拾
壹い

ち

号
ノ
海か

い

圖ず

ニ
拠よ

レ
バ　

北
緯
約
四
拾
五
度
三
拾
壹い

ち

分
ニ
シ
テ
英
國

「
グ
リ
井
ニ
ッ
チ
」
ヨ
リ
東
経
百
四
拾
壹い

ち

度
五
拾
五
分
ニ
當

（
当
）
ル

一　

燈と
う

臺だ
い

ハ
八
角
鐵て

つ

造
ニ
シ
テ
白
色
ニ
塗
リ　

三
條
ノ
黒
横
線

ヲ
画
シ　

基
礎
ヨ
リ
燈と
う

籠ろ
う

ノ
中
央
マ
デ
高
サ
五
丈
四
尺
（
約

十
六
・
四
ｍ
）
ナ
リ

一　

燈
火
ハ
真
方
位
ニ
テ　

南
七
拾
七
度
西
ヨ
リ
南
七
拾
四
度

東
マ
デ
ノ
方
位
ニ
於
テ
閃
光
ヲ
放
チ　

半
分
時
毎
ニ
一
閃
光

ヲ
発
ス

一　

燈
火
ハ
海
面
ヨ
リ
高
サ
拾
三
丈
貳

（
二
）

尺
（
約
四
十
ｍ
）
ニ
シ

テ　

其
光
達
距
離
ハ
晴
天
ノ
夜
拾
七
海
里
（
約
三
十
一
・
四

㎞
）
ト
ス

一　

降
霧
或
ハ
溟め

い

濛も
う

ナ
ル
天
候
ニ
ハ　

一
分
時
毎
ニ
拾
貳

（
二
）

声
宛ず

つ

ノ
號ご

う

鐘し
ょ
うヲ

打
鳴
ス

一　

毎
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
マ
デ
ノ
間
ハ

点
火
號ご

う

鐘
し
ょ
う

共
ニ
停
止
ス

右
告
示
候

そ
う
ろ
う

事こ
と

　

明
治
十
八
年
八
月
廿

に
じ
ゅ
う

五
日　

工
部
卿
伯
爵　

佐
々
木
高
行

−

明
治
の
灯
台
の
話
�

−

宗
谷
岬
灯
台灯 

台 

研 

究 

生

写真－ １
初代宗谷岬灯台と霧鐘（踊場下）

（明治期発行の宗谷岬灯台絵葉
書より）
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北
海
道
の
航
路
標
識
は
、
明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
７
月
に

函
館
灯
船
、
翌
年
の
明
治
５
年
６
月
に
根
室
弁
天
島
に
灯と

う

竿か
ん

、

同
年
７
月
に
納
沙
布
岬
に
灯
標
（
後
年
双
方
と
も
に
灯
台
に
改

築
）
と
各
種
の
標
識
が
明
治
初
期
に
設
置
さ
れ
た
後
、
１０
年
以

上
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
明
治
１６
年
設
置
の
木
造
日
和
山
灯
台

に
続
き
、
北
海
道
の
本
格
的
な
灯
台
と
し
て
宗
谷
岬
灯
台
が
設

置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
和
山
灯
台
を
皮
切
り
に
、
明
治
2６
年

１１
月
竣
工
の
汐
首
岬
灯
台
ま
で
の
１１
年
間
に
、
実
に
22
基
も
の

灯
台
が
北
海
道
の
各
地
に
次
々
と
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
2４

年
編
纂
の
逓
信
省
第
５
年
報
に
は
、
北
海
道
各
地
の
灯
台
の
竣

工
報
告
の
冒
頭
に
次
の
記
載
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

近
時
北
海
道
地
方
ニ
於
テ
ハ　

開
拓
植
民
ノ
業　

大
ニ
進
ミ　

物
貨
ノ
運
輸
亦ま

た

盛
ニ
シ
テ　

随
し
た
が
っテ

船
舶
ノ
往
来
頓と

み

ニ
頻
繁
ニ
赴

キ　

燈
標
ヲ
設
ク
ル
ノ
必
要
倍
相
迫
レ
リ　

而そ

シ
テ
左
ノ
各
燈と

う

臺だ
い

ハ　

其そ
の

所
在
地
共
ニ
要
處
ニ
当
レ
ル
ヲ
以
テ　

北
海
道
庁
ノ

上
請
ヲ
允

い
ん
か

可
（
許
可
）シ　

該が
い

庁
ノ
経
費
ヲ
以
テ
建
設
シ
落
成
ノ
上　

本

省
へ
引
渡
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

　

北
海
道
各
地
の
灯
台
は
、
北
海
道
の
開
拓
に
伴
い
設
置
さ
れ

た
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、宗
谷
岬
灯
台
の
設
置
は
、

北
海
道
の
開
拓
に
伴
う
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
明
治
2１
年
８
月
編
纂
の
工
部
省
沿
革
報
告
の
燈
台
局
報

告
の
中
で
、
宗
谷
岬
灯
台
の
設
置
が
次
の
と
お
り
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

明
治
十
八
年　

九
月
廿
五
日　

北
見
國
宗
谷
岬
ニ
燈と

う

臺だ
い

ヲ
築
キ　

第
二
等
旋
転
機
器
ヲ
装
置
シ　

本
日
ヲ
以
テ
點て

ん

火
シ　

又
霧む

鐘し
ょ
うヲ

設
ケ　

降
霧
或
ハ
天
気
溟め

い

濛も
う

ノ
際　

之
ヲ
撃
ツ
コ
ト
一
分

時
毎
ニ
十
二
點て

ん

ト
定
ム　

該
岬
ハ
北
海
道
ノ
最
北
端
ニ
シ
テ　

露ロ

西シ

亜ア

領
「
サ
ガ
リ
ン
」
島
ノ
「
ク
リ
ゝ
ヨ
ン
」
岬
ト
相
對
シ　

潮
流
急
激
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス　

岩
礁
ノ
基
布
ス
ル
ア
リ
テ
航
路

危
険
ノ
處

と
こ
ろ

ト
ス　

頃
け
い
じ
つ

日
（
こ
の
ご
ろ
）

露ロ

西シ

亜ア

政
府
ニ
於
テ
「
ク
リ
ゝ
ヨ

ン
」
岬
ニ
燈と

う

臺だ
い

建
設
ノ
挙
ア
リ　

因よ
っ

テ
本
邦
ニ
於
テ
モ
亦
其そ

れ

設

ケ
ナ
カ
ル
べ
カ
ラ

ズ　

是こ

レ
該が

い

燈
ヲ

設
ク
ル
所
以
ナ
リ

　

宗
谷
岬
灯
台

は
、
対
岸
の
ロ
シ

ア
領
サ
ハ
リ
ン
に

ク
リ
リ
ヨ
ン
岬
灯

台
が
建
設
さ
れ
た

図－ １
宗谷岬灯台とクリロン岬灯台

位置図
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要
望
書
が
次
の
と
お
り
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

手
紙
ヲ
以
テ
啓
上
致

い
た
し

候
そ
う
ろ
う
　

陳
ち
ん（
私
）ハ

我わ
が

東
洋
諸
港
長
官
ヨ
リ
書し

ょ

翰か
ん

ヲ
以
テ　

今こ
ん

般ぱ
ん

我
政
府
ニ
テ　

ラ
ペ
ル
ザ
海
峡
（
宗
谷
海
峡
）

ニ
於
テ　

航
海
安
全
ノ
爲
メ　

サ
ハ
リ
ン
島
之の

ク
リ
ル
ヨ
ン
岬

ニ　

燈と
う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ヲ
設
置
致

い
た
し

候
そ
う
ろ
う

旨む
ね　

我わ

レ
ヘ
申

も
う
し

越こ

シ
候

そ
う
ろ
う

　

且か
つ

右

海
峡
ニ
於
テ　

航
海
ス
ル
船
舶
ノ
中　

日
本
船
ハ
尤

も
っ
と

モ
多た

分ぶ
ん

ナ

ル
ヲ
以
テ　

燈と
う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ノ
設
置
ナ
キ
爲
メ　

貴
国
船
ニ
於
テ　

尤も
っ
とモ

其そ
の

不
便
ヲ
感
ジ
居お

り

候
そ
う
ろ
う

由よ
し　

依よ
っ

テ
該
海
峡
之
航
海
ヲ
全
ク

安
穏
ナ
ラ
シ
メ
ン
ガ
爲
メ　

貴
国
政
府
ニ
於
テ
モ　

蝦え

夷ぞ

島
宗

谷
岬
ニ
燈と

う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ヲ
設
置
有こ

れ

之あ
り

度た
き

旨む
ね　

申
も
う
し

越こ

シ
候

そ
う
ろ
う

尚な
お　

前
文
ニ
附
加
シ　

該
長
官
ヨ
リ
申

も
う
し

越こ

シ
候

そ
う
ろ
うハ　

宗
谷
岬
ニ

こ
と
を
機
に
設
け
ら
れ
た
と
、
灯
台
設
置
３
年
後
の
報
告
書
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
年
に
海
軍
水
路
部
が
刊
行
し
た
寰か

ん

瀛え
い

水

路
誌
第
2
巻
第
2
版
に
は
、
ク
リ
リ
ヨ
ン
岬
灯
台
が
日
本
名
に

置
き
換
え
ら
れ
次
の
と
お
り
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

ノ
ト
ロ
岬　

一
名
『
ク
リ
ロ
ン
』

　

樺
太
島
ノ
南
角
ヲ
「
ノ
ト
ロ
」
岬
ト
曰
フ　
「
ノ
ト
ロ
」
岬

上
ニ
建
設
セ
ル
高
サ
三
十
尺
ノ
一
燈と

う

臺だ
い

ニ
不
動
燈
ヲ
點て

ん

ス　

～

（
中　

略
）　

～　

燈
ノ
高
サ
ハ
海
面
上
一
百
三
十
五
尺
ニ
シ
テ

晴
夜
光
達
十
三
里
ナ
リ

　

該
燈と

う

臺だ
い

近
傍
ニ
ハ
逢
霧
信
号
ノ
爲
メ　

鐘
及
ヒ
大
砲
ヲ
備
フ

　

ま
た
、
明
治
2３
年
１
月
調
査
海
軍
水
路
部
発
行
の
「
東
洋
燈

台
表
」
に
は
、
同
灯
台
が
宗
谷
岬
灯
台
点
灯
３
年
前
の
明
治
１６

（
１
８
８
３
）
年
初
点
灯
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
ロ
シ
ア

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
見
る
と
、
同
灯
台
は
ク
リ
ロ
ン

岬
灯
台
（маяка на мы

се К
рильон

）
と
称
し
、
１
８
８
３
年

５
月
１３
日
着
工
、
同
年
６
月
2４
日
に
不
動
灯
の
木
造
灯
台
が
点

灯
開
始
し
た
と
確
か
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
灯
台
は
、
後
に
煉
瓦
造
の
堅
固
な
構
造
に
改
築
さ
れ
、

日
露
戦
争
後
に
サ
ハ
リ
ン
の
南
半
分
が
日
本
領
と
な
っ
た
際
に

「
西に

し

能の

登と

呂ろ

岬み
さ
き

灯
台
」
と
改
名
さ
れ
、
そ
の
後
、
常
駐
し
た
日

本
の
灯
台
職
員
と
家
族
の

数
多
く
の
苦
難
の
記
録
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
（
拙
稿

　

明
治
の
灯
台
の
話
⒆
西

能
登
呂
岬
灯
台
参
照
）。

　

今
回
更
に
調
査
し
た
と

こ
ろ
、
国
立
公
文
書
館
保

管
の
明
治
１６
年
の
記
録

に
、
な
ん
と
ロ
シ
ア
政
府

か
ら
の
宗
谷
岬
灯
台
設
置

写真－ 2 　西能取呂岬灯台
（燈光会所蔵写真）
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て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
各
地
の
灯
台
の
設
置
に
至
る
長
い
過

程
を
思
え
ば
、
信
じ
が
た
い
短
期
決
定
で
す
。
大
国
ロ
シ
ア
と

対
峙
す
る
宗
谷
岬
へ
の
灯
台
設
置
は
、
内
外
の
船
舶
が
次
第
に

増
加
す
る
北
海
道
に
お
い
て
、
ど
の
灯
台
よ
り
も
緊
急
に
設
置

が
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
す

　

日
本
は
、
ア
ジ
ア
の
南
下
を
押
し
進
め
て
い
く
大
国
ロ
シ
ア

に
対
し
、
こ
の
2０
年
後
に
宣
戦
布
告
し
日
露
戦
争
が
勃
発
し
ま

す
。
明
治
政
府
に
と
っ
て
、
こ
の
頃
か
ら
既
に
、
大
国
ロ
シ
ア

は
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
宗
谷
岬
灯
台
の
設

置
の
記
録
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

宗
谷
岬
灯
台
の
建
設
記
録

　

前
記
の
宗
谷
岬
灯
台
設
置
の
命
を
受
け
た
翌
年
と
な
る
明
治

１７
年
８
月
５
日
付
け
の
官
報
に
は
、
燈
台
局
長
藤
倉
見
達
の
復

命
書
と
題
し
て
、
各
地
の
灯
台
の
視
察
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
宗
谷
岬
灯
台
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

ノ
建
築
ハ　

明
年
実
地
起
工
ス
ベ
キ
ヲ
以
テ　

今
回
再
ビ
仝ど

う

地
ニ
至
リ　

其
ノ
準
備
ヲ
ナ
セ
リ　

此
ノ
地
ハ　

建
築
用
ニ
充み

ツ
ベ
キ
材
料
ニ
乏
シ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ　

使
役
ノ
人に

ん

夫ぷ

ヲ
得
ル
コ
ト
モ
亦ま

た

難む
ず
かシ
故
ニ　

建
築
ノ
資
材
及
職
工
人
夫
ニ

信
号
砲
一
門
並な
ら
びニ

霧む

鐘
し
ょ
う

備
付
ノ
燈と

う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ヲ
設
置
有こ

れ

之あ
り

度た
く　

且か
つ

ツ
該が

い

燈と
う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ハ　

ク
リ
ル
ヨ
ン
岬
ノ
燈と

う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ト
誤
認
ノ
憂

う
れ
い

ナ

カ
ラ
シ
メ
ン
ガ
爲
メ　

廻か
い

転て
ん

燈と
う

之の

装
置
ニ
致

い
た
し

度
い
た
く

候
そ
う
ろ
う

　

蓋け
だ

シ
（
ま
さ
し
く
）

　

ク
リ
ル
ヨ
ン
岬
ノ
燈と

う

明
み
ょ
う

臺だ
い

ハ　

白
色
ノ
光
明
ヲ
平
ラ
ニ
照
ス

故
ナ
リ　

若も

シ
廻か

い

転て
ん

燈と
う

ヲ
宗
谷
岬
ニ
設
置
方
御お

ん

不ふ

都つ

合ご
う

ニ
候

そ
う
ら

ハわ

ばゝ　

緑
色
燈
ヲ
御お

ん

設も
う

ケ
相あ

い

成な
り

度た
く　

而そ

シ
テ
右
緑
色
燈
ノ
光
明

ハ　

W

ヨ
リS （

マ
マ
）

O
T
O

マ
デ
ニ
シ
テ　

十
二
若も

シ
ク
ハ
十
五
マ
イ

ル
ノ
距
離
ヲ
照
シ　

而そ

シ
テ
一
條
ノ
赤
色
光
線
ヲ
危
石
ト
名
ヅ

ケ
タ
ル
岩
礁
ニ
向
ケ
照
ス
様よ

う

致
い
た
し

度た
き

旨む
ね　

申
も
う
し

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

右
之の

段だ
ん　

閣
下
ヘ
申
も
う
し

上あ
げ

候
そ
う
ろ
う

間

あ
い
だ（
～
な
の
で
）
　

前
文
ノ
件
ヲ
貴
國
工こ
う

部ぶ

卿き
ょ
う
　

御
照
し
ょ
う

會か
い

之の

上　

我
東
洋
諸
港
長
官
ヘ
報
告
之
爲た

メ
何

分
之の

御
回
答
被く

だ

下さ
れ

度た
く　

相あ
い

願
ね
が
い

申
も
う
し

候
そ
う
ろ
う
　
　

敬
具

　
　

明
治
十
六
年
十
一
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

露
國
特
命
全
権
公
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ダ
ウ
イ
ド
フ

　

外
務
卿　

井
上
馨　

閣
下

　

ロ
シ
ア
国
公
使
か
ら
の
要
望
書
に
は
、
宗
谷
岬
灯
台
の
細
か

な
装
備
ま
で
提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
要
望
書
を
受
け
た

明
治
政
府
は
異
例
の
早
さ
で
対
応
し
ま
す
。
太
政
官
は
大
蔵
省

に
対
し
、
翌
月
の
明
治
１６
年
１2
月
2０
日
付
け
で
、
宗
谷
岬
灯
台

の
設
置
費
用
を
明
治
１７
・
１８
年
の
予
算
に
編
入
す
る
よ
う
命
じ
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こ
の
頃
の
官
報
に
は
、毎
月
の
燈
台
局
報
告
の
記
事
の
中
で
、

宗
谷
岬
灯
台
の
進
捗
状
況
が
記
さ
れ
、
官
舎
等
も
含
め
建
物
全

般
が
、
工
場
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
と
お
り
見

ら
れ
ま
す
。

（
明
治
１７
年
１１
月
１５
日
付
官
報
第
四
百
十
六
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

銕て
つ

柱
等
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

ノ
工
事
ハ　

本
月
廿

に
じ
ゅ
う

三さ
ん

日
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

済
ノ
部
分
ヨ
リ
漸ぜ

ん

次じ

假
組
立
ニ
着
手
シ　

其
ノ
銕て

っ

柱ち
ゅ
うノ

鋳
ち
ゅ
う

造ぞ
う

及
中（

中
心
）眞

圓
え
ん（
円
）

筒と
う

柱ち
ゅ
うノ

銕て
つ

細
工　

外
側
銕て

つ

羽
目

板
等
ハ　

目
下
施
工
中
ニ
シ
テ　

本
月
三
十
一
日
迄
ノ
工
程

凡
お
お
よ
そ

貳に

分
五
厘
ト
ス

◦
同
燈と

う

臺だ
い

附
守し

ゅ

燈と
う

方か
た

官
舎
ハ
木
造
ニ
シ
テ　

本
局
工
場
ニ
於
テ

仝
ど
う（
同
）

月
一
日
ヨ
リ
下
拵

こ
し
ら
えニ

着
手
シ　

屋
根
小
屋
組
ノ
假
組
立
中

ニ
ア
リ　

其
ノ
工
程
仝ど

う

卅
さ
ん
じ
ゅ
う

一い
ち

日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

三
分
ニ
至
レ
リ

◦
物
置
処
ハ
木
造
ニ
シ
テ　

本
局
工
場
ニ
於
テ
仝ど

う

月
十
八
日
ヨ

リ
下
拵

こ
し
ら
えニ

着
手
シ　

柱
は
し
ら

桁げ
た

等
ノ
木
材
調
理
中
ニ
ア
リ　

其
ノ

工
程
仝ど

う

卅
さ
ん
じ
ゅ
う

一い
ち

日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

壹い
ち

分
五
厘
ニ
至
レ
リ

　

年
が
明
け
た
明
治
１８
年
も
、
工
場
で
の
組
み
立
て
工
事
が
、

着
々
と
進
ん
で
い
た
こ
と
が
、
次
の
と
お
り
見
ら
れ
ま
す
。

（
明
治
１８
年
１
月
2０
日
付
官
報
第
四
百
六
十
四
号
）

至
ル
マ
デ　

総
テ
内
地
ニ
仰
ガ
ザ
ル
ヲ
得
ズ　

且か
つ

冬
季
ニ
至
リ

テ
ハ　

積
雪
ノ
タ
メ
工
業
ニ
従
事
ス
ル
能（

不

可

能

）

ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ　

本

年
本
局
ニ
於
テ　

建
築
資
材
ノ
切
組
ヲ
ナ
シ　

明
年
融
雪
ノ
候

ヲ
待
チ
テ　

之
ヲ
輸
送
シ　

仝ど
う

年
秋
季
ヲ
期
シ　

全
ク
工
ヲ
竣お

わ

ル
ノ
予
算
ナ
リ　

而そ

シ
テ
此
ノ
地
ニ
一
箇
ノ
霧む

笛て
き

ヲ
設
置
ス
ル

ノ
見
込
ナ
リ
シ
ガ　
　

居
民
ノ
云い

フ
所
ニ
依
レ
バ　

降こ
う

霧む

常
ニ

稀
ニ
シ
テ　

偶た
ま

ニ
之
ア
ル
モ
甚

は
な
は

ダ
濃
厚
ナ
ラ
ズ
ト
故
ニ　

姑
し
ば
ら

ク

霧む

笛て
き

ニ
換
フ
ル
ニ
霧む

鐘し
ょ
うヲ

以
テ
シ
タ
リ

　

宗
谷
岬
灯
台
は
、
現
地
で
の
建
築
資
材
及
び
工
事
作
業
員
の

手
配
が
困
難
な
た
め
、
横
浜
の
燈
台
局
で
灯
台
を
組
み
立
て
、

作
業
員
も
横
浜
で
集
め
、
雪
解
け
後
に
現
地
へ
資
材
を
運
び
入

れ
る
計
画
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
霧
笛
の
設
置

は
、
霧
が
少
な
い
こ
と
か
ら
霧
鐘
に
変
更
す
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
翌
月
の
官
報
明
治
１７
年
９
月
１３
日
付
け
の
燈
台
局
報
告
に

は
、
燈
台
局
の
工
場
で
鉄
造
宗
谷
岬
灯
台
の
製
造
（
鋳
造
）
が

開
始
さ
れ
た
こ
と
が
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

宗
谷
岬　
　

北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

ハ　

鋳
ち
ゅ
う

造ぞ
う

ニ
シ
テ　

八
月
一

日
ヨ
リ
当
局
工
場
ニ
於
テ　

銕て
つ

柱
等
ノ
下
拵

こ
し
ら
えニ
着
手
シ　

同

月
中
ノ
工
程
ハ
僅

わ
ず
か

十
厘り

ん

位
ニ
至
ラ
ズ　

其
ノ
他　

資
品
類
需
給

中
ナ
リ
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臺だ
い

内
部
造
作
ノ
下
拵

こ
し
ら
え

及　

外
側
銕て

つ

羽
目
板
張
等
ノ
工
事
ハ　

本
月
廿
七
日
竣

し
ゅ
ん

成せ
い

シ
タ
リ　

続
キ
テ
解
放
ニ
着
手
シ　

同
三

十
日
ニ
其そ

ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ
タ
リ

該
処
燈と

う

臺だ
い

建
築
ト
シ
テ　

五
等
属
今
武
高
光　

七
等
技
手
大
澤

正
業　

傭
や
と
い

畔く
ろ

柳
や
な
ぎ

勘
造
ヲ　

本
月
廿

に
じ
ゅ
う

二
日
出
張
セ
シ
ム　

未

ダ
実
地
到
着
ノ
報
ヲ
得
ズ

　

約
半
年
を
費つ

い

や
し
横
浜
の
燈
台
局
工
場
に
て
組
み
立
て
ら
れ

た
宗
谷
岬
灯
台
は
、
完
成
後
す
ぐ
に
解
体
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

地
に
出
張
し
た
今
武
高
光
は
、
御
前
埼
灯
台
を
始
め
ブ
ラ
ン
ト

ン
時
代
か
ら
各
地
の
灯
台
工
事
記
録
に
名
前
が
見
ら
れ
、
大
澤

正
業
は
、
明
治
３０
年
に
台
湾
総
督
府
に
灯
台
技
師
と
し
て
招
か

れ
た
、
両
者
と
も
歴
年
の
灯
台
建
設
記
録
に
そ
の
名
が
残
る
燈

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と
う

臺だ
い

銕て
っ

柱ち
ゅ
うノ

假
組
立　

其
ノ
他
中（

中
心
）眞

圓え
ん

筒と
う

柱ち
ゅ
うノ

銕て
つ

細
工　

外
側
銕て

つ

羽
目
板
等
ノ
工
程
ハ　

本
月
ニ
十
七
日
迄
ニ
テ　

凡
お
お
よ
そ

七
分
ニ

至
レ
リ

◦
守し

ゅ

燈と
う

方か
た

官
舎
内
部
ノ
造
作　

敷
居
鴨
居
天
井
等
下
拵

こ
し
ら
えノ

工

事
ハ
本
月
廿
日
竣

し
ゅ
ん

成せ
い

シ
タ
リ

◦
物
置
処
内
部
ノ
造
作
木
材
ノ
調
理
ハ　

本
月
廿
五
日
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

シ
タ
リ

（
明
治
１８
年
３
月
2３
日
付
官
報
第
五
百
十
四
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と
う

臺だ
い

中（
中
心
）眞

圓え
ん

筒と
う

柱ち
ゅ
うノ

假
組
立
ハ　

本
月
十
日
其
ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ　

続

キ
テ
内
部
造
作
ノ
下
拵

こ
し
ら
えニ

着
手
シ　

此
ノ
他　

猶な

ホ　

外
側

銕て
つ

羽
目
板
等
ノ
施
工
中
ニ
シ
テ　

其
ノ
工
程　

同
廿

に
じ
ゅ
う

八
日
ニ

テ　

凡
お
お
よ
そ

九
分
ニ
至
レ
リ

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
明
治
１８
年
の
春
、
宗
谷
岬
灯
台
の
組
み

立
て
工
事
は
完
了
し
、
建
設
担
当
者
が
現
地
へ
向
か
っ
た
報
告

が
以
下
の
と
お
り
見
ら
れ
ま
す
。

（
明
治
１８
年
４
月
2４
日
付
官
報
第
五
百
四
十
一
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

図－ 2
2 代目宗谷岬灯台の図
（初代とほほ同寸）

（航路標識管理所第 5 年報付図）
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便
ヲ
以
テ　

職
工
拾
余
名
ヲ　

該
燈と

う

臺だ
い

建
築
処
へ
出
張
セ
シ
メ

タ
リ

（
明
治
１８
年
６
月
１８
日
付
官
報
第
五
百
八
十
八
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

建
築
ノ
工
事
ハ　

用
地
ヲ
去
月
十
五
日　

札
幌
縣け

ん

ヨ
リ
假
リ

ニ
領
収
シ
タ
ル
迄
ニ
テ
未
ダ
起
業
ノ
報
ヲ
得
ズ

東
北
海
岸
諸
標
巡
回
ト
シ
テ
去
月
廿
一
日　

横
濱
ヲ
出
帆
シ
タ

ル
明
治
丸
ハ　

本
月
九
日　

該
処
ニ
着
シ　

翌
十
日
ヨ
リ
搭
載

セ
ル
該
燈と

う

臺だ
い

建
築
用
ノ
石
材　

鐵て
つ

物　

其
ノ
他
諸
品
等
ノ
陸
揚

ヲ
ナ
シ
同
十
五
日
其そ

ノ
業
ヲ
畢お

わ

リ
タ
リ

　

燈
台
局
工
場
で
分
解
さ
れ
た
宗
谷
岬
灯
台
は
、
横
浜
で
募つ

の

っ

た
工
事
作
業
員
と
と
も
に
、
灯
台
視
察
船
明
治
丸
で
宗
谷
岬
に

届
け
ら
れ
、
現
地
で
の
建
設
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

（
明
治
１８
年
８
月
１９
日
付
官
報
第
六
百
四
十
一
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

建
築
地じ

処し
ょ

開
拓
ノ
工
程
ハ　

去
月
三
十
日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

七
分

ニ
至
レ
リ

◦
燈
臺
基
礎
三た

和た

土き

ノ
築つ

き

立た
つ

及
基
礎
石
据
着
ノ
工
事
ハ　

去
月

一
日
ヨ
リ
着
手
シ　

同
月
三
十
日
其そ

ノ
工
ヲ
畢お

わ

フ　

又
鐵て

っ

柱
ち
ゅ
う

台
局
専
属
の
技
術
者
で
す
。

　

ま
た
、
同
官
報
に
は
、
霧
鐘
に
関
す
る
以
下
の
報
告
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

附
属
霧
鐘　

北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

ヘ
懸け

ん

設せ
つ

ノ
タ
メ

本
局
工
場
ニ
於
テ
製
造
セ
ル
霧
鐘
ヲ　

本
月
十
八
日
ヨ
リ
凡

お
お
よ
そ

七
日
間　

試
た
め
し

ニ
打う

ち

鳴な

ラ
シ
タ
リ
シ
ニ　

音
響
上
充
分
ノ
結
果
ヲ

得
タ
リ

　

宗
谷
岬
灯
台
に
設
置
さ
れ
る
霧
鐘
も
、
燈
台
局
の
工
場
で
造

ら
れ
、
１
週
間
試
験
点
灯
な
ら
ぬ
試
験
鳴
動
を
行
っ
た
と
あ
り

ま
す
。
横
浜
の
街
中
に
あ
っ
た
燈
台
局
で
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
霧

鐘
の
響
き
は
、
如
何
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

以
降
の
官
報
に
あ
る
燈
台
局
報
告
に
も
、
宗
谷
岬
灯
台
建
設

記
録
が
以
下
の
と
お
り
続
き
ま
す
。

（
明
治
１８
年
５
月
１３
日
付
官
報
第
五
百
五
十
七
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

建
築
ト
シ
テ
出
張
セ
ル　

五
等
属
今
武
高
光
外ほ

か

貳
に（
ニ
）

名
ハ　

本
月
十
三
日
実
地
ニ
到
着
シ　

爾じ

後ご

工
事
着
手
ノ
準
備
中
ニ
シ

テ
未
ダ
起
業
ニ
至
ラ
ズ

同
月
廿

に
じ
ゅ
う

一
日　

横
濱
出
帆
ノ
明
治
丸　

東
北
海
岸
諸
標
巡
回
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現
地
で
の
工
事
は
順
調
に
進
み
、
遂
に
完
成
で
す
。

（
明
治
１８
年
１１
月
１９
日
付
官
報
第
七
百
十
七
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
セ
シ
北
見
國
宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

燈
明
器
械
ノ
装
置
ハ　

去
月
十
三
日
竣

し
ゅ
ん

成せ
い　

引
続
キ
機
械
磨ま

拭
し
ょ
く

等
點て

ん

燈と
う

ノ
準
備
ヲ
ナ
シ　

同
月
二
十
五
日
夜
ヨ
リ
初
メ
テ

點て
ん

火か

セ
リ　

又
霧む

鐘
し
ょ
う

及
器
械
ノ
取
付
ハ　

同
月
二
十
五
日
落

成
セ
リ

◦
薪
炭
置
所
ハ
柱
据
込
建
ニ
シ
テ　

去
月
一
日
起
工
シ　

同
二

十
五
日
落
成
セ
リ

◦
構
柵
並
ニ
土
手
築つ

き

立た
つ

ノ
工
事
ハ　

去
月
十
五
日
落
成
セ
リ

◦
因ち

な
みニ

云い

フ
本
臺だ

い

建
築
ノ
資
材
切
組
等
ノ
下
拵

こ
し
ら
えハ　

昨
十
七

年
八
月
一
日
ヨ
リ
本
局
工
場
ニ
於
テ
着
手
シ　

本
年
三
月
三
十

日
此
ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ　

爾
後
解
放
シ
テ　

明
治
丸
ニ
搭
載
シ　

同

四
月
二
十
一
日
横
濱
港
解か

い

纜ら
ん　

五
月
九
日
該
所
ニ
着
シ　

翌
十

日
ヨ
リ
陸
揚
ヲ
ナ
シ　

同
十
五
日
其そ

ノ
業
ヲ
畢お

わ

レ
リ　

又
実
地

起
業
ハ　

四
月
十
五
日
ヨ
リ　

地
開
ヲ
始
ト
シ　

漸
次
工
ヲ
施

シ　

九
月
二
十
五
日
ヲ
以
テ
全
部
落
成
セ
リ　

今　

起
工
ヨ
リ

落
成
マ
デ
ノ
日
数
ヲ
算
ズ
レ
バ
四
百
二
十
一
日
ニ
シ
テ　

実
地

施
工
ノ
日
数
ハ
百
六
十
四
日
ナ
リ

組
建
ノ
工
事
ハ　

同
月
廿
六
日
ヨ
リ
着
手
シ　

其そ

ノ
工
程
同
月

三
十
日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

四
分
ニ
至
レ
リ

◦
守し

ゅ

燈と
う

方か
た

官
舎
ノ
基
礎
三た

和た

土き

ノ
築つ

き

立た
つ

及
基
礎
石
据
着
ノ
工
事

ハ
去
月
十
八
日
ヨ
リ
着
手
シ　

同
月
三
十
日
其そ

ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ　

続
キ
テ
柱
桁
等
組
建
ノ
施
工
中
ニ
シ
テ　

其そ

ノ
工
程
同
月
三
十

日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

五
分
ニ
至
レ
リ

（
明
治
１８
年
１０
月
廿
１
日
付
官
報
第
六
百
九
十
三
号
）

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
セ
ル
北
見
國
宗
谷
岬
燈と
う

臺だ
い

建
築
地じ

所し
ょ

開
拓
ノ
工
事
ハ　

去
月
三
十
一
日
竣

し
ゅ
ん

成せ
い

セ
リ

◦
燈
臺
並
ニ
貯
納
室
鐵て

つ

板
張
ノ
工
事
ハ　

去
月
十
二
日
其
ノ
工

ヲ
畢お

わ

リ　

続
キ
テ
燈
籠
ノ
組
立
並
ニ　

外
椽で

ん

手
欄
ノ
取
付
方
ニ

着
手
シ　

同
月
三
十
一
日
落
成
ス　

又
旋
転
機
械
ノ
組
立
ハ　

同
月
二
十
五
日
其
ノ
工
ヲ
始
メ　

同
三
十
日
竣

し
ゅ
ん

成せ
い

セ
リ　

此

ノ
他
燈
明
器
ノ
装
置
ハ　

同
月
三
十
一
日
ヨ
リ
霧む

鐘
し
ょ
う

及
器
械

ノ
取
付
ハ　

同
月
二
十
六
日
ヨ
リ
着
手
シ　

其
ノ
工
程
同
月
三

十
一
日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

八
分
ニ
至
レ
リ

◦
物
置
所
屋
根
ノ
葺
立
並
ニ
間
内
天
井
床
板
張
其
ノ
他　

内
部

造
作
ノ
工
事
ハ　

去
月
一
日
ヨ
リ
漸
次
施
工
シ　

同
月
三
十
一

日
全
ク
落
成
セ
リ

◦
構
柵
並
ニ
土
手
築つ

き

立た
つ

ノ
工
程
ハ　

去
月
三
十
一
日
迄
ニ
テ

凡
お
お
よ
そ

八
分
ニ
至
レ
リ
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す
。
灯
台
に
設
置
さ
れ
て
い
た
特
殊
な
給
油
装
置
で
す
。

　

初
代
宗
谷
岬
灯
台
は
、
油
を
燃
焼
し
た
灯
火
に
よ
る
灯
台
で

し
た
。
灯
器
に
油
を
給
油
す
る
装
置
は
、
当
時
最
も
多
く
使
わ

れ
て
い
た
タ
イ
プ
は
、
灯
火
（
灯
器
）
よ
り
も
高
い
場
所
に
設

置
し
て
、
落
差
を
利
用
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
と
、
分
銅
を

利
用
し
た
ポ
ン
プ
（
当
時
は
喞そ

く

筒と
う

と
呼
ば
れ
た
）
を
動
作
し
て

給
油
す
る
タ
イ
プ
に
大
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
同
第
１
年
報

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
代
宗
谷
岬
灯
台
の
も
の
は
、
こ
れ
ら

と
は
全
く
異
な
り
、
装
置
内
の
油
本
体
の
重
量
に
よ
る
圧
力
を

利
用
し
た
も
の
で
、
最
も
特
殊
な
種
類
と
い
う
注
釈
が
加
え
ら

れ
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

初
代
宗
谷
岬
灯
台

は
、
北
海
道
最
初
の
本

格
的
な
灯
台
で
あ
り
、

大
国
ロ
シ
ア
と
対
峙
す

る
国
境
の
灯
台
と
し

て
、
重
要
且
つ
早
急
な

設
置
が
要
求
さ
れ
た
灯

台
で
し
た
。
そ
の
た
め

燈
台
局
は
、
前
年
か
ら

横
浜
で
入
念
な
仮
組
立

を
行
い
、
翌
年
に
現
地

で
１
６
４
日
と
い
う
半

年
に
も
満
た
な
い
工
事
期
間
で
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
実
際

は
横
浜
で
の
仮
組
立
の
時
期
を
含
め
る
と
４
２
１
日
と
い
う
鉄

造
の
灯
台
で
あ
り
な
が
ら
１
年
以
上
も
の
精
力
を
傾
け
て
設
置

さ
れ
た
灯
台
で
し
た
。

大
寒
波
と
大
火
災

　

初
代
宗
谷
岬
灯
台
は
、こ
の
後
に
紹
介
す
る
災
禍
が
原
因
で
、

運
用
開
始
当
時
の
詳
細
な
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
中
で
航
路
標
識
管
理
所
第
１
年
報
に
は
、
初
代
宗
谷

岬
灯
台
に
関
す
る
数
少
な
い
貴
重
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま

図－ 3
初代宗谷岬灯台設置の圧力給油器
（航路標識管理所第 １ 年報付図）

写真－ 3 　初代宗谷岬灯台と灯台退息所
（明治期発行の宗谷岬灯台絵葉書より）
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廿
四
日
二
十
五
日
兩

り
ょ
う

夜
ノ
如
キ
ハ　

一
同
手
ヲ
盡

（
尽
）

シ
テ　

燈

火
ニ
異
常
ナ
キ
ヲ
得
タ
リ　

而そ

シ
テ
当
時
ノ
最
低
温
度
ハ　

攝

氏
０
以
下
十
九
度
五
分
ニ
シ
テ　

二
十
六
日
ニ
至
リ
温
度
上
昇　

燈
器
復
舊

（
旧
）

セ
リ

　

大
寒
波
に
見
舞
わ
れ
た
宗
谷
岬
灯
台
で
、
油
が
寒
さ
で
氷
っ

て
い
く
中
、
当
直
非
番
の
者
も
呼
び
出
し
、
全
職
員
で
器
械
を

温
め
、
灯
火
を
消
さ
な
い
よ
う
死
守
し
た
記
録
で
し
た
。

　

こ
の
７
年
後
の
明
治
４４
（
１
９
１
１
）
年
５
月
、
今
度
は
炎

に
襲
わ
れ
ま
す
。
こ
の
時
の
詳
細
は
、
同
年
７
月
2０
日
付
け
燈

台
公
報
第
１
３
１
号
に
次
の
と
お
り
見
ら
れ
ま
す
。

　

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い

焼
失
被
害
概
況　

本
年
五
月
十
日
前
後
ヨ
リ
北

海
道
到
ル
處

と
こ
ろ　

山
火
事
ヲ
起
シ　

漸ぜ
ん

次じ

延
焼
シ
ツ
ツ
ア
リ
シ
處

と
こ
ろ　

該
地
方
ハ
去
ル
四
月
二
十
三
日
以
来
降
雨
ナ
ク　

旱か
ん

魃ば
つ

ノ
折
柄

火
勢
ハ
五
月
十
七
日　

南
ノ
烈
風
ニ
煽あ

お

ラ
レ　

午
後
二
時
三
十

分
頃　

燈と
う

臺だ
い

附
近
原
野
ニ
驀ば

く

進し
ん

シ　

一
面
ノ
火
焔
ト
ナ
リ　

遂

ニ
燈と

う

臺だ
い

南
側
土
塀
（
高
約
八
尺
）
ノ
枯
草
ニ
燃
付
キ　

之
ニ
最

接
セ
ル
井
戸
屋
形
及
退
所
軒け

ん

庇び

ニ
移
リ
瞬
間
渡
廊
下
ニ
飛
火
シ　

燈と
う

臺だ
い

入
口
ヨ
リ
火
焔
ヲ
吹
キ
込
ミ　

営
造
物
ヲ
全
焼
（
旗
竿
ノ

ミ
ハ
異
常
ナ
シ
）
セ
リ　

此こ
の

日
ハ
南
ノ
烈
風
ニ
加
フ
ル
ニ　

地

物
乾
燥
シ
火
勢
迅
速
ニ
シ
テ
消
防
ノ
暇
ナ
ク　

辛か
ろ

フ
ジ
テ
搬
出

（
明
治
）
十
八
年
宗
谷
岬
ニ
使
用
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ　

最
モ

特
殊
ナ
ル
種
類
ニ
属
シ
（
給
油
器
内
の
）
一
鑵

か
ん（
缶
）

中
ノ
油
ノ
重

量
ニ
ヨ
リ
テ　

空
気
ヲ
圧
シ　

其そ
の

圧
力
ニ
ヨ
リ　

他
鑵か

ん

中
ノ
油

ヲ
火
口
ニ
輸お

く

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ　

其そ
の

装
置
甚は

な
はダ

簡
、
其そ

の

結
果
極
メ

テ
良
好
ナ
リ

　

構
造
が
簡
素
で
動
作
は
極
め
て
良
好
と
、
こ
の
給
油
装
置
は

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
優
秀
な
給
油
装
置
が
、
機

能
し
な
く
な
る
程
の
猛
烈
な
大
寒
波
が
、
明
治
３７
年
１
月
に
日

本
各
地
の
灯
台
を
襲
っ
て
い
ま
す
。
同
年
３
月
１１
日
付
け
燈
台

公
報
第
４０
号
に
は
、
こ
の
時
の
大
寒
波
と
闘
っ
た
宗
谷
岬
灯
台

職
員
の
記
録
が
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

宗
谷
岬
燈と

う

臺だ
い　

一
月
廿
四
日
ヨ
リ
寒
気
ノ
襲
来
甚
シ
ク　

温

度
非
常
ニ
下
降
シ　

燈
油
並
壓

（
圧
）

油
ト
モ
氷
結
シ
テ　

黄
白
色
ノ

濃
液
ト
化
シ　

其そ
の

状
恰あ

た
かモ

横
蠟ろ

う

ノ
如
シ　

壓
（
圧
）

油
ハ
通
油
管
ニ
氷

着
シ
テ
其そ

の

効
ヲ
ナ
サ
ズ　

燈
油
モ
亦ま

た

火
口
ノ
通
油
管
ニ
凝
着
シ

テ　

油
ノ
疎
通
ヲ
閉
止
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
ヲ
呈
シ　

燈
火
収
縮

ノ
傾
向
ア
リ　

依よ
っ

テ
非
番
一
同
ヲ
呼
招
シ　

炭
火
ヲ
運
ヒ　

関

節
部
ニ
熱
気
ヲ
與

（
与
）
ヘ　

一
方
壓

（
圧
）
油
ヲ
嗢あ

た
た沸
メ
注
入
シ　

或
ハ
布

片
ヲ
以
テ
油
輸
器
及
通
油
管
ヲ
温お

ん

袍ぽ
う

シ　

其そ
の

後ご

燈
器
全
部
ヲ
掃

除
シ　

且か
つ

予
備
器
械
ト
交
換
ヲ
ナ
ス
等　

防
護
ノ
技
ヲ
盡

（
尽
）
シ　
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ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
2
年
後
の
大

正
元
（
１
９
１
２
）
年
１０

月
１
日
、
初
代
の
焼
け
残

っ
た
灯
塔
を
再
利
用
し

（
燈
光
大
正
１５
年
３
月
号

記
事　

視
察
の
追
憶
⑷
に

記
載
）、
形
状
も
サ
イ
ズ

も
初
代
と
ほ
ぼ
同
型
の
2

代
目
鉄
造
宗
谷
岬
灯
台
が

誕
生
し
ま
し
た
。
霧
鐘
は

霧
笛
に
代
り
、
昭
和
初
期

に
は
無
線
局
も
開
設
し
、

セ
シ
公
文
書
器
物
ノ
一
部
モ
安
全
ノ
場
所
乏
シ
カ
リ
シ
為
メ　

遂
ニ
之
ヲ
焼
失
シ　

詰
員
ハ
濛も

う

々も
う

タ
ル
黒
煙
ニ
包ほ

う

圍い

セ
ラ
レ　

動
作
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ズ　

消
防
等
其
他
家
族
ノ
避
難
ニ
忙
殺
奔ほ

ん

命め
い

ニ
勞つ

か

レ　

且か
つ

狼
狽
衷
心
ノ
極

き
わ
み　

終
ニ
私
有
品
ハ
一
物
モ
取
出

ス
能（

不
可
能
）

ハ
ズ　

讒ざ
ん

ニ
身
ヲ
以
テ
逃
レ
タ
リ
ト
云
フ　

残
留
品
ト
シ

テ
ハ
燈と

う

臺だ
い

鐵て
つ

部
（
鑄

ち
ゅ
う

鐵て
つ

柱
十
本
ハ
猛
火
ノ
為
メ　

膨ぼ
う

脹
ち
ょ
う

収
縮

ニ
基
因
シ　

所
々
横
断
セ
リ
）
其そ

の

他
貯
油
鑵

（
缶
）

貯
水
鑵

（
缶
）

ノ
外ほ

か　

何

物
ナ
ク　

唯
變へ

ん

色
セ
シ
廃
残
ノ
燈
塔
一
基
焼
原
ニ
聳

そ
び
え

立
セ
ル
ノ

ミ　

詰
員
家
族
ハ
差
当
リ
海
軍
望
楼
ニ
収
容
セ
ラ
レ　

五
月
三

十
日
ニ
至
リ
北
海
道
廳

（
庁
）

ニ
於
テ　

羅
災
者

救
き
ゅ
う
じ
ゅ
つ（
救
援
、救
済
）

恤

ノ
為

メ　

假
設
セ
シ
小
屋
ニ
移
住
シ　

二
日
間
同
廳

（
庁
）

ヨ
リ
救
助
米
ノ

施
與
ヲ
受
ケ
雨
露
ヲ
凌
ギ
タ
リ
ト

又　

燈と
う

臺だ
い

所
在
地
タ
ル
尻
臼
村
戸
数
約
百
二
十
ノ
内　

僅
わ
ず
か

ニ
七

八
戸
ヲ
餘あ

ま

ス
ノ
外ほ

か

全
焼
シ　

尚な
お

火
災
ノ
当
時
ハ　

火
勢
猛
烈
一

体
ノ
火
焔
ト
ナ
リ　

被
害
民
ハ
逃
ル
ル
ニ
所
ナ
ク　

多
ク
ハ
海

中
ニ
飛
入　

頭
部
ノ
ミ
ヲ
出
シ
テ　

讒ざ
ん

ニ
避
難
生
命
ヲ
全

ま
っ
と

フ
シ

得
タ
リ
ト
云い

フ　

實じ
つ

ニ
悲
惨
ノ
極

き
わ
み

ト
云い

フ
ベ
シ

　

明
治
が
終
ろ
う
と
す
る
こ
の
時
期
に
、
北
海
道
各
地
に
起
き

た
山
火
事
の
勢
い
は
、
野
火
と
な
り
北
海
道
最
北
端
の
宗
谷
岬

を
襲
い
、
職
員
の
為
す
術
も
な
く
、
初
代
宗
谷
岬
灯
台
は
退
息

所
も
す
べ
て
が
炎
に
包
ま
れ
、
2６
年
の
短
い
生
涯
を
終
え
て
い

電
波
・
音
波
・
光
波
の
各
標
識
を
取
り
揃
え
た
灯
台
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
、
北
の
国
境
の
海
を
守
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
平

成
の
現
在
、
霧
笛
も
無
線
局
も
廃
止
撤
去
さ
れ
、
人
も
去
り
、

昭
和
2９
年
に
建
て
替
え
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
３
代
目
の
灯

台
が
立
っ
て
い
る
だ
け
と
な
り
ま
し
た
。

初
代
宗
谷
岬
灯
台
の
忘
れ
形
見

　

４
年
前
の
夏
、そ
の
３
代
目
の
灯
台
に
愚
生
も
訪
れ
ま
し
た
。

現
在
、
宗
谷
岬
灯
台
に
は
、
初
代
の
灯
台
を
偲
ぶ
も
の
は
、
焼

写真－ 4 　 3 代目宗谷岬灯台と海軍望楼跡（右奥）
（平成25年 8 月撮影）
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管
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
レ
ン
ズ
に
は
、
次
の
よ
う
な
知
ら
れ

ざ
る
日
本
の
灯
台
レ
ン
ズ
史
に
か
か
わ
る
秘
話
が
、
燈
光
昭
和

2９
年
３
・
４
月
号
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

猿
山
岬
の
灯
台　

ま
さ
か
、
あ
ん
な
所
迄
、
空
襲
に
及
ば
な

か
っ
た
と
は
思
う
が
、
幸
い
に
し
て
今
も
な
お
健
在
で
あ
る
と

し
た
ら
、
そ
の
猿
山
の
レ
ン
ズ
こ
そ
、
私
共
（
私
と
、
日
光
弁

で
有
名
な
Ｏ
君
）
に
取
っ
て
、
忘
れ
得
ぬ
懐
か
し
い
存
在
な
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
此こ

の
レ
ン
ズ
こ
そ
、
言
わ
ば
吾わ

れ

々わ
れ

二

人
が
手
塩
に
か
け
て
育
て
上
げ
た
、愛
と
し
子
だ
か
ら
で
あ
る
。

当
時
（
大
正
七
、
八
年
）
は
、
未
だ
国
内
で
は
斯そ

ん
な
大
型
の

レ
ン
ズ
は
出
来
な
か
っ
た
の
は
勿
論
で
、
沖
の
島
灯
台
の
一
等

レ
ン
ズ
が
、
初
め
て
今
の
日
本
光
機
の
前
身
工
場
で
造
ら
れ
た

の
も
、
そ
れ
か
ら
づ
っ
と
後
の
事
で
あ
る
。
新
し
く
国
外
へ
注

文
す
る
と
な
る
と
、莫
大
な
費
用
と
日
時
を
要
す
る
の
で
結
局
、

そ
の
頃
横
浜
の
航
路
標
識
管
理
所
の
試
験
場
に
格
納
さ
れ
て
居

た
在
庫
品
で
、
元
、
今
度
返
還
さ
れ
た
奄
美
大
島
の
曾
津
高
埼

灯
台
用
だ
っ
た
も
の
を
改
修
し
て
、
此
の
猿
山
へ
再
用
す
る
事

に
な
っ
た
。
此こ

の
曾
津
高
の
レ
ン
ズ
は
第
二
等
の
連
閃
光
で
、

一
度
震
火
災
に
会
い
毀き

損そ
ん

物
品
と
し
て
返
納
さ
れ
て
い
た
も
の

だ
け
に
、
表
面
一
体
に
暗あ

ん

紫し

色し
ょ
くの
フ
ィ
ル
ム
が
膠こ

う

着ち
ゃ
くし
て
い
て

（
曾
津
高
埼
灯
台
は
、
明
治
４４
年
６
月
の
震
災
で
、
３
等
レ
ン

け
出
さ
れ
た
時
に
救
護
所
と
な
っ
た
海
軍
望
楼
が
傍
ら
に
残
る

だ
け
で
、
明
治
の
頃
の
面
影
は
何
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
稚
内

海
上
保
安
部
の
坂
本
主
任
官
（
当
時
）
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
、

灯
台
の
内
外
を
く
ま
な
く
探
し
ま
し
た
が
、
古
い
も
の
は
構
内

に
散
在
す
る
煉
瓦
の
破
片
と
、
2
代
目
の
灯
台
か
ら
使
わ
れ
て

い
る
第
３
等
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
だ
け
で
し
た
。

　

し
か
し
、宗
谷
岬
か
ら
遠
く
離
れ
た
石
川
県
の
能
登
半
島
に
、

初
代
の
灯
台
に
設
置
さ
れ
て
い
た
2
等
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
が
今

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
灯
塔
と
と
も
に
焼
け
残
さ
れ
た
そ
の
レ

ン
ズ
は
、
大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
１１
月
に
点
灯
開
始
し
た
猿

山
岬
灯
台
に
設
置
さ
れ
、
平
成
１８
年
の
地
震
被
災
で
取
り
外
さ

れ
た
後
、
今
は
同
灯
台
近
く
の
道
の
駅
「
赤
神
」
に
て
展
示
保

写真－ 5
宗谷岬灯台の 3 等フレネルレンズ

（平成25年 8 月撮影）
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の
で
あ
る
。
従
っ
て
灯
台
用
品
で
あ
る
限
り
、
大
概
な
事
は
自

給
自
足
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
レ
ン
ズ
工
場
だ
け
は
無
か
っ
た

の
で
、
初
め
て
手
が
け
る
此こ

の
レ
ン
ズ
磨
き
に
は
一ち

ょ
っ
と寸

参
っ
た

が
、
二
人
共
持
ち
前
の
負
け
ず
嫌
い
か
ら
、
商
人
に
足
許
を
見

ら
れ
る
の
も
シ
ャ
ク
だ
何
糞
ッ
と
い
う
訳
で
、
此こ

の
難
作
業
と

取
っ
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
職
工
な
ど
も
矢
っ
張
り
皆み

な

無
経
験
な

ん
だ
か
ら
、
結
局
す
っ
か
り
解
体
の
上
、
二
人
で
毎
日
試
験
場

と
称
し
た
試
験
灯
台
下
の
暗
室
に
閉
じ
籠
も
り
、
真
っ
赤
に
な

っ
て
手
磨
き
を
始
め
た
も
の
だ
。真
っ
赤
に
な
る
の
も
道
理
で
、

ズ
に
交
換
さ
れ
て
い
る
が
、
取
り
外
さ
れ
た
レ
ン
ズ
は
１
等
不

動
レ
ン
ズ
で
且
つ
火
災
の
記
録
も
な
い
た
め
（
詳
細
は
拙
稿
明

治
の
灯
台
の
話
�
曽
津
高
埼
灯
台
参
照
）、
筆
者
の
思
い
違
い

と
判
断
さ
れ
る
。
火
災
で
取
り
外
さ
れ
た
2
等
の
連
閃
光
の
レ

ン
ズ
は
、
こ
の
当
時
宗
谷
岬
灯
台
の
他
に
は
な
い
）、
す
っ
か

り
磨
き
直
し
、
反
射
面
の
欠
損
部
分
を
補
填
、
骨
子
の
一
部
を

新
換
し
な
け
れ
ば
使
用
に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
型
レ
ン

ズ
の
出
来
な
い
当
時
の
事
と
て
、
磨
き
上
げ
る
設
備
だ
け
持
っ

た
工
場
は
何
処
に
も
無
か
っ
た
の
で
、
修
繕
請
負
に
外
へ
出
せ

ば
、
設
備
費
や
何
か
も
含
め
て
ウ
ン
と
吹
き
か
け
ら
れ
る
の
は

必
定
な
の
で
、
結
局
本
所
の
工
場
で
や
る
事
に
な
り
、
Ｏ
君
と

僕
の
二
人
が
主
と
な
り
、
修
繕
計
画
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
本
所
工
場
も
、
未
だ
元
の
特
別
会
計
だ
っ
た
逓
信
省
電

信
灯
台
用
品
製
造
所
横
浜
製
作
場
と
い
う
法
勝
寺
入
道
式
の
名

前
か
ら
、
管
理
所
の
作
業
課
に
改
め
ら
れ
た
許
り
な
の
で
施
設

も
、
木
工
、
鍛
冶
、
鋳
造
、
銅
工
、
製
缶
、
機
械
、
仕
上
と
一

通
り
揃
っ
て
居
り
、
大
型
の
シ
ヤ
リ
ン
グ
ポ
ン
チ
や
、
ス
チ
ー

ム
ハ
ン
マ
ー
も
有
り
、
一
等
の
水
銀
槽
ま
で
削
れ
る
フ
ェ
ー
ス

レ
ー
ズ
（
そ
の
頃
斯そ

ん
な
大
き
な
旋
盤
は
未
だ
外
で
は
鳥

ち
ょ
っ

渡と

見

ら
れ
な
か
っ
た
）
な
ど
も
備
え
、
委
託
造
修
予
算
と
い
う
の
が

有
り
、
部
外
の
注
文
に
ま
で
応
じ
得
た
位
で
、
今
諸
所
に
建
っ

て
い
る
彼か

の
紅
い
ポ
ス
ト
な
ん
か
も
、
最
初
此こ

処こ

で
造
ら
れ
た

写真－ 6 上：大正期の航路標識管理所と工場（左奥）
写真－ 7 下：町野無一氏（最右）と岡本一郎氏（最左）
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同
×
を
断
ら
れ
る
な
ど
の
一
こ
ま
も
有
っ
て
、
兎
に
角
苦く

心し
ん

惨さ
ん

憺た
ん

の
結
果
何ど

う
や
ら
、
完
全
に
光
線
を
透
か
し
得
る
ま
で
に
磨

き
上
げ
た
が
、
矢
張
り
普
通
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
一
度
熱
を

食
っ
た
も
の
だ
け
に
、
生き

地じ

に
リ
ス
リ
ン
を
流
し
た
よ
う
な
処

も
あ
り
、
多
少
の
難
点
の
有
る
の
は
致
し
方
無
い
次
第
だ
っ
た

が
、
爾じ

来ら
い

灯
台
現
地
で
、
代
々
の
詰
員
諸
氏
の
撓た

わ

ま
ざ
る
努
力

と
手
入
れ
で
、
今
で
は
完
全
な
も
の
と
な
り
、
其そ

の

後ご

自
分
が
視

察
に
行
っ
た
折
は
、最も

う
見
違
え
る
許
り
立
派
な
も
の
と
な
り
、

往
時
を
追
懐
し
て
感
慨
無
量
な
る
も
の
が
有
っ
た
。

　

こ
の
記
事
の
作
者
で
あ
る
町
野
無
一
氏
は
、
大
正
期
か
ら
航

路
標
識
管
理
所
の
工
場
で
灯
台
技
手
と
し
て
勤
務
す
る
傍
ら
、

伝
習
生
の
教
官
と
し
て
も
熱
弁
を
振
る
い
、
燈
光
に
は
同
氏
が

記
し
た
多
く
の
玉
稿
が
見
ら
れ
ま
す
。
本
記
事
に
あ
る
「
日
光

弁
で
有
名
な
Ｏ
君
」
と
は
、
岡
本
式
日
光
弁
を
発
明
し
た
岡
本

一
郎
氏
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
灯
台
の
レ
ン
ズ
が
す
べ
て
輸

入
に
頼
っ
て
い
た
時
代
、
2
人
の
灯
台
技
術
者
に
よ
り
再
生
さ

れ
た
こ
の
レ
ン
ズ
は
、
国
産
第
１
号
の
灯
台
レ
ン
ズ
に
匹
敵
す

る
も
の
で
す
。
焼
け
焦
げ
た
レ
ン
ズ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
試

験
灯
台
で
真
っ
赤
に
な
り
な
が
ら
、
職
人
魂
を
掛
け
て
、
磨
き

上
げ
て
い
た
2
人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
な
ぜ
だ
か
胸
に

熱
い
も
の
が
込
み
上
げ
て
き
ま
す
。

磨
き
粉
に
俗
に
い
う
紅
が
ら
、
即
ち
酸
化
鉄
を
使
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
ご
承
知
の
通
り
、
レ
ン
ズ
を
磨
く
に
は
金
剛
砂
の
荒
い

の
か
ら
、
順
次
細
か
い
の
へ
と
数
十
種
を
使
い
、
最
後
の
仕
上

げ
に
紅
が
ら
と
云
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
表
面
の
フ

ィ
ル
ム
を
磨
き
落
と
す
だ
け
な
の
で
、
金
剛
砂
を
使
用
す
れ
ば

却
っ
て
傷
が
つ
く
の
で
、
専
ら
紅
が
ら
だ
け
に
頼
る
の
で
、
こ

び
り
着
い
て
い
る
フ
ィ
ル
ム
は
生
は
ん
か
の
事
で
は
中
々
落
ち

な
い
の
で
、
原
始
的
だ
が
桐
の
木
の
刷

さ
つ
し（
ブ
ラ
シ
）

子
を
探
し
求
め
て
、

先
の
尖
っ
た
の
や
、
平
た
い
も
の
、
孤
形
の
も
の
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
の
形
を
作
り
、
水
を
つ
け
て
は
手
で
ゴ
シ
ゴ
シ
朝
か
ら
晩

ま
で
根
気
よ
く
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
本
の
断
片
を
磨
く
に

も
数
日
か
か
る
の
で
、
あ
の
大
き
な
四
連
の
全
部
面
を
仕
上
げ

る
に
は
、
実
に
数
ヶ
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
丁
度
夏
の
事
で

は
あ
り
、
そ
の
頃
お
役
所
は
半
休
と
い
う
の
が
有
っ
た
。
の
ん

気
な
時
代
と
て
、
他
の
連
中
は
泳
ぎ
に
行
っ
た
り
、
碁
将
棋
に

熱
中
し
て
い
る
の
を
他
所
に
、
二
人
は
夢
中
で
此こ

の
赤
化
工
作

（
今
な
ら
問
題
だ
）
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
汗
が
流
れ
て
来
る

頭
や
顔
を
手
で
触
れ
る
と
、
其そ

処こ

が
直す

ぐ
赤
く
な
る
。
小
便
に

行
け
ば
×
迄
と
い
う
訳
で
、
事
業
服
は
勿
論
、
シ
ャ
ツ
か
ら

褌
ふ
ん
ど
しま
で
、
全
く
何ど

処こ

か
ら
何
処
迄
真
っ
赤
に
な
り
、
退
庁
に

際
し
て
幾
ら
洗
っ
て
も
綺
麗
に
は
落
ち
な
い
の
で
、
電
車
の
中

な
ど
は
、
鳥

ち
ょ
っ

渡と

き
ま
り
の
悪
い
思
い
を
し
た
。
夜
は
女
房
か
ら
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設
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
目
を
凝
ら
し
て
、
今
も
レ
ン
ズ
を

覗
け
ば
、
そ
の
片
隅
に
火
災
の
跡
や
赤
い
粉
が
残
さ
れ
て
は
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

平
成
も
間
も
な
く
終
わ
り
に
な
る
こ
と
が
、
今
報
道
さ
れ
て

い
ま
す
。
明
治
が
ま
た
更
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。

次
の
時
代
に
も
残
さ
れ
て
い
く
こ
れ
ら
明
治
の
灯
台
レ
ン
ズ
。

日
本
の
海
を
守
り
続
け
た
灯
台
の
文
化
遺
産
と
し
て
、
い
つ
ま

で
も
暖
か
く
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

（
完
）

　

平
成
2５
年
の
夏
、
宗
谷
岬
灯
台
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
現

在
第
一
管
区
海
上
保
安
本
部
の
坂
本
安
全
対
策
課
長
に
は
、
改

め
て
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

初
代
宗
谷
岬
灯
台
の
唯
一
の
忘
れ
形
見
で
も
あ
る
こ
の
猿
山

岬
灯
台
の
レ
ン
ズ
は
、
今
は
静
か
に
能
登
の
道
の
駅
で
余
生
を

過
ご
し
て
い
ま
す
が
、
明
治
の
初
頭
、
日
本
最
北
端
の
灯
台
に

設
置
さ
れ
、
ロ
シ
ア
と
の
国
境
を
行
き
交
う
船
を
見
守
り
、
大

寒
波
に
も
大
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
後
名な

代だ
い

の
灯
台
職
人
の

手
に
よ
り
息
を
吹
き
返
さ
れ
、
長
く
北
陸
の
海
を
照
ら
し
続
け

て
き
た
そ
の
変
遷
を
た
ど
る
と
、
正
に
超
１
級
の
灯
台
レ
ン
ズ

に
愚
生
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

最
近
、
こ
の
レ
ン
ズ
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
が
、
別
の
位
置
に
新

写真－ 8 、 9
道の駅「赤神」に展示の猿山岬灯台レンズ

（平成2１年 8 月撮影）
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熊
本
県
は
全
国
的
な
視
点
で
見
ま
す
と
、
農
林
業
の
県
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
天
草
と
島
原

半
島
に
囲
わ
れ
た
有
明
海
、
八
代
海
は
漁
業
を
中
心
に
海
事
関

係
の
産
業
も
古
く
か
ら
根
を
お
ろ
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
こ
の
海
域
は
世
界
的
に
も
干
満
の

大
き
い
こ
と
で
有
名
、
加
え
て
遠
浅
の
海
。

　

一
般
的
に
は
、
港
と
言
う
概
念
で
見
ま
す
と
八
代
は
縁
遠
い

地
域
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
歴
史
的
に
は
四
百
年
ぐ

ら
い
さ
か
の
ぼ
っ
て
安
土
桃
山
時
代
に
港
が
開
か
れ
交
易
が
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
地
域
で
す
。

　

航
路
標
識
を
古
語
で
表
現
し
ま
す
と
澪
標
で
す
よ
ね
。

　

八
代
地
域
で
は
そ
の
言
葉
が
今
で
も
残
っ
て
使
わ
れ
て
い
る

く
ら
い
で
す
。

　

遠
浅
の
海
で
漁
や
遊
漁
を
し
ま
す
と
深
み
を
辿
っ
て
沖
に
出

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

各
々
の
船
溜
ま
り
か
ら
沖
合
へ
の
深
み
が
航
路
と
な
り
ま
す

の
で
、
深
み
を
示
す
た
め
に
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
を
3
本
組
ん
で
櫓

と
し
て
航
路
筋
に
立
て
て
い
く
の
で
す
。

　

そ
の
作
業
を
漁
業
組
合
が
行
う
の
で
す
が
、
必
要
経
費
を
関

係
者
か
ら
徴
収
し
ま
す
。

　

そ
の
必
要
経
費
の
事
を
「
澪
代
」
と
言
っ
て
集
め
て
回
り
ま

す
。

　

海
と
の
係
わ
り
を
脈
々
と
受
け
継
い
で
来
て
い
る
八
代
で
す
。

　

今
で
は
熊
本
県
の
海
へ
の
玄
関
と
し
て
10
万
ト
ン
の
ク
ル
ー

ザ
ー
も
寄
港
す
る
八
代
外
港
が
整
備
さ
れ
熊
本
経
済
に
無
く
て

は
な
ら
な
い
港
に
発
展
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

航
路
標
識
に
関
し
て
も
明
治
初
期
か
ら
整
備
が
進
め
ら
れ
数

多
く
整
備
さ
れ
て
来
ま
し
た
。

　

当
然
、
灯
台
を
管
理
し
て
い
た
航
路
標
識
事
務
所
も
八
代
航

路
標
識
事
務
所
と
し
て
所
在
し
て
い
ま
し
た
。

　

遠
浅
の
海
ゆ
え
に
灯
浮
標
も
沢
山
設
置
さ
れ
て
来
て
い
ま
し

て
、
灯
浮
標
の
整
備
も
必
要
で
し
た
。

　

事
務
所
と
一
体
に
浮
標
置
き
場
、
専
用
岸
壁
も
整
備
さ
れ
、

浮
標
置
き
場
は
浮
標
基
地
に
近
い
機
能
も
備
え
て
い
ま
す
。

　

航
路
標
識
事
務
所
は
無
く
な
り
ま
し
て
も
浮
標
置
き
場
は
今

で
も
存
続
し
て
、
熊
本
海
上
保
安
部
の
職
員
、
第
十
管
区
海
上

保
安
本
部
交
通
部
整
備
課
の
職
員
の
姿
が
見
え
作
業
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

そ
の
浮
標
置
き
場
か
ら
私
の
自
宅
は
約
1
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余

造
林
鎌（
長
柄
鎌
） 

は
る
か
な
旅
路

�

普
通
会
員
　
岩
　
尾
　
亮
　
二
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入
れ
ら
れ
た
鉄
ク
ズ
や
、
測
定
機
な
ど
の
無
線
用
具
も
見
え
ま

す
。

　

よ
く
見
ま
す
と
、
エ
ン
ジ
ン
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
の
時
に
よ

く
使
用
し
て
い
た
、
部
品
な
ど
の
厚
み
や
直
径
を
正
確
に
計
測

す
る
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
が
汚
れ
も
目
立
た
ず
こ
ろ
が
っ
て
い
ま

す
。

　

思
わ
ず
、
本
部
職
員
に
「
こ
の
鉄
く
ず
類
は
ど
こ
か
ら
来
た

の
で
す
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。

　

曰
く
「
臥
蛇
島
灯
台
で
す
」

　
「
改
修
し
ま
し
て
、
鉄
く
ず
類
は
現
地
処
分
が
出
来
ま
せ
ん

の
で
、
船
で
運
び
、
荷
揚
げ
場
所
、
置
き
場
所
が
こ
の
浮
標
置

き
場
が
適
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
荷
揚
げ
売
却
処
分
し

た
と
こ
ろ
で
す
」
と
の
事
。

　

思
わ
ず
、
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
を
手
に
取
り
ま
し
た
。

　

ま
だ
、
き
れ
い
で
、
使
え
ま
す
。

　
「
こ
れ
、
も
っ
た
い
な
い
な
ー
、
記
念
に
欲
し
い
な
ー
」
と

言
い
ま
す
と
。

　

リ
フ
ト
車
を
運
転
し
て
い
る
、
鉄
く
ず
を
買
い
取
ら
れ
ま
し

た
業
者
の
方
が
「
処
分
も
大
変
な
ん
で
す
、ド
ウ
ゾ
」
と
の
事
。

　

ド
ラ
ム
缶
を
見
ま
す
と
、柄
の
折
れ
た
造
林
鎌
も
見
え
ま
す
。

　

私
の
退
職
後
の
課
題
の
中
心
は
先
祖
か
ら
引
き
継
ぎ
ま
し

た
、
山
林
の
管
理
。

り
、
趣
味
と
し

て
い
る
自
転
車

の
ツ
ウ
リ
ン
グ

で
前
を
通
り
ま

す
。

　

懐
か
し
く
て

よ
く
立
ち
寄
る

の
で
す
。（
実

は
、
本
音
は
立

ち
寄
る
の
で
は

な
く
行
き
た
く

な
る
の
で
す
）

　

3
年
ぐ
ら
い

前
で
し
た
。

　

天
気
の
良
い
日
、
自
宅
か
ら
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
先
の

今
で
は
10
万
ト
ン
ク
ル
ー
ザ
ー
が
寄
港
し
て
い
る
八
代
外
港
ま

で
の
ツ
ウ
リ
ン
グ
の
予
定
で
浮
標
置
き
場
の
前
を
通
り
ま
し
た
。

　

す
る
と
門
が
あ
い
て
お
り
、
チ
ラ
ッ
と
見
ま
す
と
、
い
つ
も

の
浮
標
整
備
と
は
違
う
作
業
が
見
え
ま
す
。

　

本
部
職
員
ら
し
い
人
影
と
、
リ
フ
ト
車
の
動
き
。

　

思
わ
ず
門
を
く
ぐ
り
ま
す
。

　

広
場
に
は
、
古
錆
び
た
家
電
製
品
、
ド
ラ
ム
缶
に
無
造
作
に

写真－ １　八代浮標置き場
　　　　　（奥の建物は元八代航路標識事務所）
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人
吉
で
鍛
え
ら
れ
た
造
林
鎌
が
、
何
故
「
臥
蛇
島
か
ら
」

　

ふ
と
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。

　

第
十
管
区
海
上
保
安
本
部
灯
台
部
監
理
課
に
在
勤
中
、
昭
和

５3
年
か
５４
年
当
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
臥
蛇
島
灯
台
を
管

理
し
て
い
ま
し
た
元
鹿
児
島
航
路
標
識
事
務
所
か
ら
造
林
鎌
の

購
入
要
求
が
度
々
来
ま
し
て
、
発
注
し
ま
し
た
事
を
。

　

臥
蛇
島
灯
台
は
当
時
、
職
員
3
名
が
1５
日
間
の
滞
在
交
代
制

で
管
理
し
て
い
ま
し
た
。

　

船
着
場
か
ら
灯
台
ま
で
の
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
道
の
管

理
が
大
変
で
、
特
に
竹
が
茂
っ
て
き
て
竹
を
刈
る
の
に
苦
労
し

て
い
る
と
の
事
。

　

そ
の
竹
は
、
特
に
南
西
諸
島
一
帯
に
激
し
く
生
育
し
て
い
る

琉
球
観
音
竹
、
九
州
、
本
州
に
繁
茂
し
て
い
る
真
竹
に
似

た
竹
で
、
タ
ケ
ノ
コ
は
灰
汁
が
少
な
く
生
で
食
べ
ら
れ
美

味
の
で
す
が
、
何
せ
生
育
の
勢
い
は
尋
常
で
は
な
い
と
の

事
。

　

臥
蛇
島
は
鹿
児
島
か
ら
２
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離

れ
た
吐
喝
喇
列
島
の
中
間
、
西
の
端
に
位
置
し
平
家
の
落

人
伝
説
が
残
る
島
で
、
灯
台
が
建
設
さ
れ
た
昭
和
1５
年
当

時
は
２0
所
帯
ほ
ど
の
住
民
が
居
住
し
て
い
た
島
。

　

燈
台
の
管
理
は
吏
員
退
息
所
が
鹿
児
島
市
内
に
整
備
さ

れ
、
初
点
灯
当
時
か
ら
滞
在
交
代
で
管
理
す
る
灯
台
で
し

　

私
の
田
舎
で
は
杉
、
檜
等
植
林
し
ま
す
と
以
後
10
年
以
上
に

わ
た
っ
て
こ
の
鎌
で
下
草
を
払
い
ま
す
。

　

造
林
鎌
は
日
常
的
に
使
う
農
機
具
で
す
。

　

現
職
時
、
事
務
所
で
は
長
柄
鎌
と
も
言
っ
て
い
た
記
憶
が
残

り
ま
す
。

　

つ
い
つ
い
、
図
々
し
く
「
こ
の
鎌
も
い
い
で
す
か
」

　
「
ド
ウ
ゾ
、
ド
ウ
ゾ
」
の
返
事

　

八
代
外
港
ま
で
行
く
予
定
を
中
断
し
、
家
路
に
。

　

早
々
に
、
鎌
を
砥
い
で
み
ま
す
。

　

銘
が
見
え
て
き
ま
し
て
、「
人
吉
、
友
光
、

特
性
」、
人
吉

の
鍛
冶
屋
さ
ん
で
号
が
「
友
光
」
紋
が

。

写真－ ２　造林鎌

写
真
─
３
　
人
吉

友
光
　
特
性
　
の
刻
印
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に
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
灯
台
へ
の
道
は
竹
の
成
長
で
管
理
に
困

難
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

私
も
、
昭
和
５５
年
の
春
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
、
現
場
の
勉

強
で
島
に
上
陸
し
ま
し
た
。

　

ま
だ
、
住
民
の
廃
屋
、
小
学
校
の
運
動
場
は
面
影
を
残
し
て

い
ま
し
た
。

　

心
に
ジ
ー
ン
と
来
る
も
の
を
感
じ
な
が
ら
灯
台
に
入
り
ま

す
。

　

島
へ
は
早
朝
の
上
陸
で
滞
在
職
員
は
ま
だ
朝
食
前
。

　

朝
食
を
一
緒
に
食
べ
ま
し
た
。

　

そ
の
食
卓
に
は
、
琉
球
観
音
竹
の
お
刺
身
が
添
え
ら
れ
、
食

べ
ま
す
と
、
柔
ら
か
く
、
竹
の
風
味
と
微
か
な
甘
さ
が
口
に
広

が
り
、
元
島
民
の
方
々
と
灯
台
職
員
の
方
々
と
の
温
か
い
交
流

を
髣
髴
さ
せ
る
朝
食
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
憶
に
残
り
ま
す
。

　

当
時
、
船
着
場
か
ら
灯
台
へ
の
資
材
の
運
搬
は
、
船
着
場
か

ら
索
道
で
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
引
き
揚
げ
、
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
山
道
を
耕
運
機
付
き
の
リ
ヤ
カ
ー
で
運
搬
す
る
方
策
。

　

そ
の
道
の
路
肩
は
竹
の
切
り
株
だ
ら
け
で
、
連
日
交
代
で
造

林
鎌
を
手
に
し
て
作
業
を
進
め
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
滞

在
職
員
の
苦
労
が
伺
わ
れ
ま
し
た
。

　

造
林
鎌
も
鹿
児
島
を
旅
立
ち
、燈
台
見
回
り
船
「
ず
い
う
ん
」

で
こ
の
島
に
到
着
し
、
30
数
年
、
い
や
若
し
く
は
私
が
担
当
す

た
。

　

先
の
大
戦
で
は
壊
滅
的
に
壊
れ
、
戦
後
も
昭
和
２8
年
末
ま
で

米
国
統
治
が
続
き
燈
火
の
復
旧
は
昭
和
30
年
10
月
。

　

滞
在
職
員
と
島
民
の
方
々
と
の
家
族
同
様
の
協
力
の
基
、
灯

台
の
維
持
管
理
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
昭
和
４５
年
当
時
、

ロ
ラ
ン
局
の
当
直
に
つ
き
な
が
ら
先
輩
か
ら
耳
に
し
て
い
ま
し

た
。

　

島
民
の
生
活
基
盤
は
磯
か
ら
で
も
釣
れ
て
い
た
カ
ツ
オ
漁
。

　

取
れ
た
カ
ツ
オ
を
加
工
し
、
鰹
節
と
し
て
販
売
、
江
戸
時
代

は
年
貢
と
し
て
鰹
節
を
納
め
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
臥
蛇
島
は
地
質
学
的
に
は
元
火
山
島
で
海
か
ら
直

ぐ
に
断
崖
絶
壁
ば
か
り
、
臥
蛇
島
灯
台
の
遠
景
の
写
真
で
も
わ

か
り
ま
す
よ
う
に
浜
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

港
は
な
く
、
艀
中
心
で
の
荷
揚
げ
、
荷
降
ろ
し
、
暮
ら
し
ぶ

り
は
大
変
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
４５
年
に
は
行
政
が
中
心
と
な
っ
て
、
当
時
残
っ
て
お
ら

れ
た
10
所
帯
ば
か
り
の
島
民
の
方
々
の
移
住
を
は
か
り
ま
す
。

　

小
学
校
も
あ
り
、
当
時
「
に
ゅ
う
ど
う
先
生
」
と
呼
ば
れ
鹿

児
島
で
は
話
題
な
っ
て
い
た
比
地
岡
校
長
先
生
と
子
供
が
定
期

船
で
島
を
後
に
す
る
姿
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
、
ロ
ラ
ン
局
の

当
直
時
に
見
た
こ
と
が
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

住
民
の
方
々
が
島
を
後
に
し
ま
し
て
、
10
年
も
経
た
な
い
間
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か
ら
城
下
町
「
人
吉
」
の
町
屋
に
子
守
と
し
て
働
き
に
来
た
少

女
が
赤
ち
ゃ
ん
を
背
に
し
て
故
郷
を
偲
ん
で
歌
っ
た
子
守
唄
で

す
。

　

伝
統
工
芸
が
盛
ん
で
し
て
、「
東
の
こ
け
し
、
西
の
キ
ジ
車
」

と
言
葉
が
伝
承
さ
れ
る
く
ら
い
、
本
来
は
子
供
の
遊
び
道
具
だ

っ
た
の
で
す
が
今
で
は
装
飾
品
と
し
て
観
光
客
に
親
し
ま
れ
、

お
土
産
屋
さ
ん
で
広
く
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
然
、
伝
統
工
芸
と
し
て
沢
山
の
鍛
冶
屋
さ
ん
が
今
で
も

色
々
な
金
物
を
鍛
造
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

人
吉
藩
を
治
め
た
相
良
氏
は
農
林
業
の

振
興
を
奨
励
し
農
機
具
を
作
る
鍛
冶
屋
さ

ん
を
沢
山
育
て
、
戦
の
時
は
武
器
製
造
に

あ
た
ら
せ
ま
し
た
。

　

長
い
旅
の
末
、
八
代
に
帰
っ
て
き
た
造

林
鎌
「
友
光
」
を
鍛
え
ら
れ
ま
し
た
鍛
冶

屋
さ
ん
を
探
し
て
み
ま
し
た
。

　

人
吉
の
町
中
に
寛
政
年
間
か
ら
２
０
０

年
以
上
の
歴
史
の
あ
る
鍛
冶
屋
さ
ん
で
九

代
目
「
蓑
毛　

稔
」
さ
ん
が
今
で
も
、
包

丁
、
ナ
イ
フ
等
を
中
心
に
ハ
ン
マ
ー
を
ふ

る
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

蓑
毛
さ
ん
は
、「
造
林
鎌
は
昭
和
５0
年

る
前
の
先
輩
の
方
が
購
入
手
続
き
さ
れ
た
も
の
で
、
約
４0
年
か

も
し
れ
ま
せ
ん
、
こ
の
臥
蛇
島
灯
台
に
滞
在
し
、
幾
多
の
職
員

の
方
々
の
手
元
の
も
と
活
躍
の
末
、
八
代
の
地
に
着
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　

造
林
鎌
が
鍛
え
ら
れ
た
人
吉
は
人
吉
藩
と
し
て
７
０
０
年
以

上
の
歴
史
が
あ
り
、
水
が
き
れ
い
で
別
名
「
小
京
都
」
と
呼
ば

れ
、皆
さ
ん
よ
く
御
存
じ
の
「
五
木
の
子
守
唄
」
の
故
郷
で
す
。

　

五
木
も
平
家
の
落
人
伝
説
で
有
名
で
す
が
、
山
あ
い
の
五
木

写真－ ４　現在の臥蛇島灯台　周辺に琉球観音竹

写真－ ５　臥蛇島灯台遠景
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旅
立
ち
、
そ
し
て
燈
台
見
回
り
船
「
ず
い
う
ん
」
で
海
路
２
３

０
キ
ロ
、
臥
蛇
島
へ
、
そ
し
て
今
、
４
０
０
キ
ロ
の
海
路
を
経

て
臥
蛇
島
か
ら
八
代
へ
、
そ
し
て
私
の
山
仕
事
の
手
伝
い
を
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

大
切
に
、
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
私
が
体
力
的
に
山

仕
事
か
ら
身
を
引
く
と
き
は
、
そ
ん
な
に
遠
く
は
な
い
で
し
ょ

う
、
誕
生
の
地
「
人
吉
」
へ
、
そ
し
て
自
宅
へ
「
蓑
毛
鍛
冶
屋
」

さ
ん
へ
の
里
帰
り
を
は
た
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

代
に
沢
山
作
り
ま
し
た
、
昭
和
５４
年
あ
た
り
を
ピ
ー
ク
に
注
文

が
少
な
く
な
り
今
は
ほ
と
ん
ど
作
っ
て
い
ま
せ
ん
」と
の
こ
と
。

　

草
刈
り
な
ど
の
作
業
が
鎌
か
ら
エ
ン
ジ
ン
付
き
刈
払
機
へ
移

行
し
て
い
っ
た
時
代
の
流
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

今
、
臥
蛇
島
か
ら
海
路
、
八
代
に
上
陸
し
ま
し
た
造
林
鎌
は

錆
を
落
と
さ
れ
、
鋭
い
刃
と
な
り
、
そ
し
て
柄
を
挿
げ
ら
れ
立

派
な
姿
に
戻
り
私
と
共
に
働
い
て
い
ま
す
。

　

約
４0
年
前
、
人
吉
で
誕
生
し
陸
路
１
０
０
キ
ロ
、
鹿
児
島
へ

写真－ 6　キジ車

地図

八代

人吉

鹿児島

造林鎌の旅路
臥蛇島灯台
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48
年
ぶ
り
の
顔
「
同
期
会
」

�

海
上
保
安
学
校
灯
台
科
17
期
生

写真－ 1　集合写真

　

２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
11
月
27
日　

千
葉
県
木
更
津
市
で

海
上
保
安
学
校
灯
台
科
17
期
の
同
期
会
を
開
き
ま
し
た
。
10
名

が
参
加
し
卒
業
時
以
来
の
48
年
ぶ
り
の
顔
も
あ
り
ま
し
た
。

　

会
の
始
め
に
、
心
な
ら
ず
も
先
立
っ
た
友
の
冥
福
を
祈
り
黙

と
う
し
ま
し
た
が
、
ま
ぶ
た
の
裏
に
半
世
紀
前
の
皆
の
若
き

顔
々
が
う
か
ん
で
き
て
、少
し
ホ
ロ
リ
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
姿
容
は
変
わ
れ
ど
も
心
は
二
十
歳
の
青
年
に
な
り
じ
つ

に
楽
し
い
酒
宴
と
な
り
ま
し
た
。

　

灯
台
科
17
期
生
は
１
９
６
７
（
昭
和
42
）
年
4
月
入
校
、
１

９
６
９
（
昭
和
44
）
年
3
月
卒
業
の
29
名
で
す
。

　

そ
の
当
時
の
世
情
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か
ら
3
年
が
過

ぎ
、
日
本
の
経
済
は
成
長
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
は
泥
沼
化
し
反
戦
運
動
が
起
こ
り
、
ま
た
大
学
紛
争
も
吹

き
荒
れ
、
同
世
代
の
若
者
が
荒
々
し
い
自
己
主
張
を
し
て
い
ま

し
た
。

　

そ
れ
で
も
舞
鶴
の
保
安
学
校
に
集
っ
た
同
期
の
若
者
は
も
と

も
と
考
え
方
が
違
っ
た
の
か
、
寮
で
の
学
生
生
活
に
集
中
し
て

い
た
た
め
か
、
大
学
紛
争
な
ど
、
さ
め
た
眼
で
み
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
世
間
の
若
者
と
同
じ
よ
う

に
「
少
年
ジ
ャ
ン
プ
」
や
「
少
年
マ
ガ
ジ
ン
」
な
ど
い
つ
も
寮

の
ど
こ
か
に
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

亀
井
勝
一
郎
や
小
林
秀
雄
ら
の
「
青
春
論
」「
恋
愛
論
」「
人
生

論
」
も
密
か
な
愛
読
書
で
し
た
。

　

本
業
の
勉
学
は
、
教
官
方
も
皆
若
く
、
不
出
来
な
生
徒
た
ち

を
見
捨
て
る
こ
と
も
な

く
愛
情
と
根
気
を
も
っ

て
指
導
し
て
く
だ
さ

り
、
我
々
学
生
は
初
め

て
の
専
門
的
な
科
目
に

戸
惑
い
な
が
ら
、
対
応

力
、
成
果
に
差
は
で
る

も
の
の
皆
懸
命
に
努
力

し
ま
し
た
。

　

今
振
り
返
る
と
、

数
々
の
楽
し
か
っ
た
こ

と
だ
け
が
思
い
出
さ
れ

る
2
年
間
で
し
た
。

　

卒
業
後
は
全
国
の
航

路
標
識
事
務
所
、
保
安

部
灯
台
課
に
配
置
さ
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同
志
が
発
起
し
、
幹
事
役
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
井
原
氏
の
骨

折
り
に
よ
り
約
1
年
が
か
り
で
実
現
し
ま
し
た
。
本
当
に
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
同
期
会
会
場
へ
の
足
は
近
辺
者
を
除
い
て
飛
行
機
で

し
た
。
羽
田
か
ら
木
更
津
ま
で
は
田
舎
者
の
度
肝
を
抜
く
東
京

湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
経
由
で
30
分
。
50
年
前
舞
鶴
の
保
安
学
校
へ

入
校
す
る
と
き
は
全
員
が
列
車
を
乗
り
継
い
で
で
あ
り
、
北
海

道
か
ら
は
連
絡
線
に
乗
り
換
え
て
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

ば
時
代
の
変
化
を
感
じ
ま
し
た
。

　

お
い
し
い
お
酒
を
飲
み
す
ぎ
た
翌
朝
、
東
京
湾
越
し
に
雪
を

か
ぶ
っ
た
富
士
山
を
観
て
、
皆
の
変
わ
ら
ぬ
健
康
と
、
今
回
諸

事
情
の
た
め
参
加
で
き
な
か
っ
た
友
に
も
、
次
は
会
え
る
こ
と

を
期
し
て
の
別
れ
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
次
回
は
北
海
道
の
同
志
が
担
当
の
く
じ
を
引
き
当
て

ま
し
た
。

今
回
の
参
加
者

　

井
澗　

悟
、
井
原　

清
、
遠
藤
俊
平
、
上
出
憲
幸
、
宍
戸

健
、
中
尾
信
幸
、
中
西　

彰
、
向
井
田
裕
司
、
山
根
武
司
、

吉
田
忠
久　

10
名

筆
： 

中
西
（
薬
を
常
飲
し
て
い
な
い
事
を
理
由
に
皆
に
指
名
さ

れ
ま
し
た
）

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
灯
台
守
人
生
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

40
年
、
時
代
に
応
じ
て
進
化
す
る
多
種
で
多
岐
に
わ
た
る
航
路

標
識
関
係
の
施
設
、
機
器
の
計
画
、
整
備
、
運
用
、
保
守
の
分

野
に
同
期
生
各
人
は
、
時
々
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
全
力
を

傾
け
ま
し
た
。
学
生
の
と
き
と
は
違
い
苦
い
思
い
出
の
方
が
多

い
で
す
。
そ
の
間
多
く
の
方
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
同

期
生
に
は
い
ろ
ん
な
面
で
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
、
あ
り
が
た

か
っ
た
で
す
。

　

わ
れ
等
同
期
生
は
保
安
学
校
教
育
理
念
の
も
と
、
卒
業
後
も

品
性
を
高
め
学
術
の
習
得
に
つ
と
め
規
律
と
責
任
を
も
っ
て
船

舶
の
安
全
、
運
航
能
率
の
向
上
に
寄
与
し
た
と
自
負
し
て
い
ま

す
。（
あ
く
ま
で
も
自
負
で
す
）

　

定
年
が
近
づ
い
た
頃
に
灯
台
部
が
交
通
部
と
な
り
、
航
路
標

識
事
務
所
の
名
称
が
消
え
ま
し
た
。

　

定
年
・
退
職
（
燈
台
守
を
辞
め
る
）
と
き
は
い
ろ
ん
な
思
い

が
去
来
し
ま
し
た
が
、
言
い
尽
く
せ
ぬ
程
の
感
謝
の
職
場
で
し

た
。

　

同
期
会
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
申
し
合
わ
せ
て
の

区
切
り
を
設
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
定
年
か
ら
8
年
以
上

経
過
し
70
歳
前
後
に
な
り
、
卒
業
以
来
数
名
の
同
期
生
に
は
一

度
も
顔
を
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
皆
と
会
い
た
い
も

の
と
は
思
い
つ
つ
半
ば
諦
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
首
都
圏
に
住
む
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《
プ
ロ
ロ
ー
グ
》

　

昨
年
（
平
成
２８
年
）、
３
月
末
で
３８
年
間
に
亘
る
公
務
員
生

活
を
終
え
、
こ
の
機
会
に
ど
う
し
て
も
、
再
び
訪
れ
て
見
た
い

所
が
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
大
阪
市
港
区
港
晴
２
丁
目
の
レ
ー
ダ

ー
所
宿
舎
が
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
そ
の
宿
舎
は
、
大
阪
海
上
保

安
監
部
レ
ー
ダ
ー
所
（
平
成
１5
年
度
に
航
行
援
助
セ
ン
タ
ー
設

置
に
伴
い
廃
止
）
の
職
員
用
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
海
上
保

安
学
校
を
昭
和
5３
年
３
月
に
卒
業
し
た
私
の
初
任
地
で
あ
り
、

転
勤
が
多
か
っ
た
海
上
保
安
庁
生
活
の
中
で
は
、
最
長
と
な
る

5
年
間
を
過
ご
し
た
所
で
も
あ
る
。そ
の
レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
は
、

既
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
、

結
婚
や
長
男
の
誕
生
と
と
も
に
、
海
上
保
安
庁
で
の
仕
事
の
ス

タ
ー
ト
だ
っ
た
。
職
場
で
あ
っ
た
レ
ー
ダ
ー
所
は
、
私
の
最
後

の
勤
務
場
所
と
な
っ
た
海
上
保
安
庁
交
通
部
交
通
管
理
室

（V
essel T

raffi
c M
anagem

ent O
ffi
ce

）
が
担
当
す
る
Ｖ
Ｔ

Ｓ
（
船
舶
通
航
業
務
：
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
等
に
お
け
る
情
報

提
供
な
ど
の
航
行
援
助
業
務
や
航
路
管
制
な
ど
航
行
管
制
業
務

を
い
う
。）
を
我
が
国
に
導
入
す
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
事
務
所
（
我
が
国
最
初
の
レ
ー
ダ
局
は
昭
和
３７
年
の
釧

路
港
レ
ー
ダ
局
で
、
次
い
で
昭
和
３９
年
に
大
阪
港
レ
ー
ダ
局
を

設
置
、
い
ず
れ
も
航
行
援
助
業
務
の
み
。
※
組
織
名
で
は
「
レ

ー
ダ
ー
」、
標
識
名
で
は
「
レ
ー
ダ
」
が
使
用
さ
れ
た
。）
で
も

あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
、
そ
の
後
、
三
管
本
部
、
五
管
本
部
、

六
管
本
部
又
は
本
庁
に
お
け
る
Ｖ
Ｔ
Ｓ
と
の
関
わ
り
の
始
ま
り

の
地
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

《
思
い
出
の
地
へ
》

　

退
職
か
ら
少
し
経
っ
た
4
月
の
中
旬
、予
て
か
ら
家
内
に
は
、

退
職
後
に
は
大
阪
に
行
っ
て
見
た
い
こ
と
は
伝
え
て
あ
り
、
折

角
の
機
会
な
の
で
、
家
内
が
行
き
た
い
と
言
っ
て
い
た
大
阪
の

次
の
勤
務
地
で
あ
る
神
戸
の
近
く
に
あ
る
有
馬
温
泉
に
一
泊
し

て
か
ら
大
阪
港
に
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
旅
行
初
日
は
、
日
本

最
古
の
温
泉
と
言
わ
れ
る
有
馬
温
泉
の
含
鉄
泉
に
浸
か
り
、
翌

日
、
神
戸
か
ら
大
阪
へ
は
、
で
き
る
限
り
海
沿
い
の
景
色
を
見

な
が
ら
と
思
い
神
戸
三
ノ
宮
駅
か
ら
阪
神
電
車
に
乗
っ
て
阪
神

梅
田
駅
経
由
で
大
阪
に
着
い
た
。
大
阪
駅
前
か
ら
は
、
市
営
バ

ス
に
乗
り
レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
の
近
く
に
あ
る
八
幡
屋
バ
ス
停
を

目
指
す
こ
と
と
し
た
。
大
阪
駅
前
か
ら
家
内
と
二
人
で
バ
ス
に

乗
っ
て
先
ず
初
め
に
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
5９
年
３
月
の

思
い
出
の
地
を
訪
ね
て

�

普
通
会
員
　
石
　
田
　
哲
　
生
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「
江
崎
グ
リ
コ
社
長
誘
拐
事
件
」

の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
私
の

長
男
は
、
家
内
の
実
家
に
あ
る

病
院
で
昭
和
5９
年
１
月
に
生
ま

れ
、
２
か
月
後
の
３
月
に
大
阪

に
来
る
こ
と
と
な
り
、
生
後
間

も
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
阪

駅
か
ら
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
宿

舎
ま
で
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
車
中
で
江
崎
グ
リ
コ

社
長
が
解
放
さ
れ
た
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
速
報
が
流
れ
、
宿
舎
に

着
く
ま
で
の
間
、
ず
っ
と
こ
の

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ

ん
な
話
を
し
な
が
ら
、
バ
ス
は

八
幡
屋
に
到
着
し
た
。
バ
ス
を

降
り
て
、
最
初
に
向
か
っ
た
の

は
、八
幡
屋
商
店
街
（
写
真
①
、

②
及
び
③
）
で
あ
る
。
商
店
街

の
入
り
口
に
は
、
今
で
も
当
時

の
パ
チ
ン
コ
店
は
あ
る
も
の
の

シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
ま
り
営
業
し
て
い
る
様
子
は
な
か
っ
た
。
昭

和
55
年
当
時
は
、
大
変
に
賑
わ
い
の
あ
る
商
店
街
で
あ
っ
た
と

記
憶
し
て
い
る
が
、
少
し
寂
し
い
思
い
が
し
た
。
商
店
街
の
中

ほ
ど
を
右
に
曲
が
り
レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
側
に
あ
る
商
店
街
口
を

出
る
と
、
す
ぐ
左
手
に
今
で
も
港
晴
小
学
校
が
あ
っ
た
。
学
校

前
の
通
り
を
抜
け
る
と
市
営
住
宅
が
見
え
て
来
た
。
当
時
の
市

営
住
宅
は
内
風
呂
が
な
い
た
め
バ
ス
タ
ブ
を
ベ
ラ
ン
ダ
に
置
い

て
あ
る
家
が
多
か
っ
た
古
い
住
宅
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る

私
の
想
像
と
大
き
く
違
い
、
そ
こ
に
は
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
風
の

１０
階
建
て
市
営
住
宅
（
写
真
④
）
が
並
ん
で
い
た
。
そ
の
先
に
、

レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
ド
ド
ド

ド
ド
～
、
ガ
ガ
ガ
ガ
ガ
～
と

い
う
工
事
の
音
が
聞
こ
え
て

き
た
。
音
の
方
向
に
近
づ
い

て
い
く
と
、
何
と
、
今
ま
さ

に
、
レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
の
解

体
作
業
を
し
て
い
る
真
っ
最

中
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
か
ら

解
体
が
始
ま
っ
た
ら
し
く
正

面
階
段
部
分
か
ら
パ
ワ
ー
シ

ョ
ベ
ル
に
よ
る
取
壊
し
（
写

真
⑤
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、

写真①　正面入口写真③　宿舎側入口 写真②　正面入口

写真④　市営住宅
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ー
所
職
員
と
そ
の
ご
家
族
を
迎
え
、
そ
し
て
見
送
っ
た
レ
ー
ダ

ー
所
宿
舎
の
最
後
の
様
子
を
関
係
の
皆
さ
ん
に
も
お
伝
え
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
が
住
ん
で

い
た
頃
に
は
、
前
庭
の
隣
に
は
、
旧
保
安
監
部
長
用
の
戸
建
宿

舎
と
海
交
ク
ラ
ブ
が
、
後
庭
の
隣
に
は
、
日
本
農
産
の
社
宅
が

あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
新
し
い
住
宅
（
写
真
⑦
）
に
建
て
替
わ

り
、
当
時
の
面
影
を
残
す
も
の
は
何
も
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来

な
か
っ
た
が
、
当
時
、
毎
年
4
月
の
異
動
時
期
に
は
、
当
直
者

を
除
く
職
員
総
出
の
荷
出
し
や
荷
入
れ
の
様
子
、
ま
た
、
宿
舎

に
は
、
住
居
ス
ペ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
国
際
Ｖ
Ｈ
Ｆ 

ch 

１4
、 ch
　

１6
及
び 

ch
　

２２
用
の
送
信
装
置
室
及
び
ア
ン
テ
ナ
が
あ
り
、
そ

の
定
期
点
検
を
し
て
い
た
こ

と
な
ど
が
走
馬
灯
の
よ
う
に

思
い
出
さ
れ
た
。
家
内
と
二

人
で
、
呆
然
と
解
体
作
業
の

様
子
を
眺
め
て
い
た
が
、
帰

り
の
電
車
の
時
間
も
あ
り
、

後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
を

し
な
が
ら
、
次
の
目
的
地
で

あ
る
レ
ー
ダ
ー
所
の
あ
っ
た

大
阪
港
ま
で
足
を
延
ば
す
こ

と
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
シ
ー
ン
に
出
会
う
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
ず
、
昭

和
6０
年
4
月
、
転
勤
の
た
め
こ
こ
を
出
て
以
来
３１
年
ぶ
り
の
訪

問
で
、
運
命
的
な
巡
り
合
わ
せ
を
感
じ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
様
子
を
家
内
と
二
人
で
、
複
雑
な
思
い
で
見
な
が
ら

何
か
記
念
に
な
る
も
の
を
と

思
い
、
幸
い
に
し
て
工
事
が

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
宿
舎

名
の
入
っ
た
門
柱（
写
真
⑥
）

が
残
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の

写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
に
し

た
。
今
回
の
会
誌
「
燈
光
」

へ
の
投
稿
に
つ
い
て
は
、
こ

う
い
っ
た
偶
然
に
巡
り
合

い
、
昭
和
３９
年
か
ら
約
5０
年

間
に
亘
り
、
多
く
の
レ
ー
ダ

写真⑤　重機による解体

写真⑦　分譲中の宿舎跡地

写真⑥　宿舎側入口
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り
、
海
遊
館
（
水
族
館
）、
大
観
覧
車
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
な
ど
が
建
ち
並
び
、
私
が
勤
務
し
た
当
時
、
天
保
山
公
園

し
か
な
か
っ
た
頃
と
は
、全
く
異
な
る
街
並
み
と
な
っ
て
い
た
。

そ
う
い
っ
た
中
で
、
大
阪
海
上
保
安
監
部
の
入
っ
て
い
る
合
同

庁
舎（
写
真
⑧
）や
天
保
山
と
桜
島
を
結
ぶ
天
保
山
渡
船
場（
写

真
⑨
）
が
、
当
時
と
変
わ
ら
な
い
姿
で
残
っ
て
い
る
の
に
は
、

少
し
ホ
ッ
ト
す
る
思
い
が
し
た
。
最
終
の
目
的
地
で
あ
る
中
央

突
堤
先
端
に
あ
る
レ
ー
ダ
ー
所
跡
地
に
つ
い
て
は
、
交
通
手
段

も
な
い
た
め
保
安
監
部
前
か
ら
遠
目
で
眺
め
て
み
た
が
、
当
時

の
大
阪
港
レ
ー
ダ
局
の
鉄
塔
に
代
わ
り
、
現
在
で
は
、
地
下
鉄

中
央
線
の
地
下
ト
ン
ネ
ル
用
の
換
気
塔
が
建
て
ら
れ
、
中
央
突

《
大
阪
港
レ
ー
ダ
局
（
標
識
）
の
跡
地
へ
》

　

自
分
の
家
族
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
の

解
体
作
業
を
目
の
当
た
り
に
し
た
複
雑
な
思
い
を
胸
に
、
市
バ

ス
の
天
保
山
行
に
乗
り
大
阪
海
上
保
安
監
部
レ
ー
ダ
ー
所
（
標

識
名
：
大
阪
港
レ
ー
ダ
局
）
の
あ
っ
た
大
阪
港
の
中
央
突
堤
を

目
指
す
こ
と
に
し
た
。

　

こ
こ
で
少
し
大
阪
港
レ
ー
ダ
局
の
経
歴
を
説
明
す
る
と
、
大

阪
港
レ
ー
ダ
局
は
、
昭
和
３９
年
6
月
、
釧
路
港
レ
ー
ダ
局
に
続

く
２
番
目
の
レ
ー
ダ
局
と
し
て
設
置
さ
れ
、
昭
和
6０
年
4
月
に

標
識
種
別
の
変
更
（
レ
ー
ダ
局
か
ら
船
舶
通
航
信
号
所
へ
）
に

伴
い
名
称
を
変
更
、
そ
の
後
、「
テ
ク
ノ
ポ
ー
ト
大
阪
計
画
」

に
よ
る
地
下
鉄
中
央
線
の
延
長
に
よ
る
レ
ー
ダ
ー
塔
の
撤
去

（
鉄
塔
下
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
た
め
鉄
塔
下
に
あ
る
約
5０
メ
ー

ト
ル
の
基
礎
杭
が
支
障
）
に
伴
い
、
平
成
２
年
１１
月
１
日
に
運

用
室
を
現
在
の
大
阪
海
上
保
安
監
部
の
あ
る
合
同
庁
舎
へ
、
ま

た
、
レ
ー
ダ
ー
塔
を
沖
合
の
大
阪
北
港
南
地
区
埋
立
地
へ
と
移

設
し
、
長
く
中
央
突
堤
公
園
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
た
地
上

高
約
54
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
紅
白
の
レ
ー
ダ
ー
鉄
塔
が
姿
を
消
す

こ
と
に
な
っ
た
。

　

私
た
ち
が
乗
っ
た
バ
ス
が
天
保
山
バ
ス
停
に
着
く
と
そ
こ
に

は
、
天
保
山
ハ
ー
バ
ー
ビ
レ
ッ
ジ
（
平
成
２
年
開
館
）
が
広
が

写真⑨　天保山渡船場

写真⑧　大阪港湾合同庁舎
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堤
両
側
に
あ
っ
た
上
屋
の
う

ち
左
側
（
写
真
⑩
）
が
残
っ

て
お
り
、
そ
れ
以
外
大
き
く

変
わ
っ
た
様
子
は
な
か
っ

た
。
昭
和
56
年
頃
に
、
私
が

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
愛
好
家
か

ら
送
ら
れ
て
く
る
受
信
証
明

カ
ー
ド
と
し
て
作
成
し
た
当

時
の
航
空
写
真
（
写
真
⑪
）

と
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
で
見
た

映
像
（
写
真
⑫
）
と
を
比
べ

る
と
一
目
で
そ
の
変
化
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
後
、
家
内
と
海
遊
館
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
見
な
が
ら
、
天
保
山
渡
船
場
か
ら
無
料
の

船
渡
で
、
五
管
本
部
の
大
阪
浮
標
基
地
の
あ
る
桜
島
に
渡
り
、

子
供
連
れ
の
家

族
な
ど
で
賑
わ

う
Ｕ
Ｓ
Ｊ
（
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・

ス
タ
ジ
オ
・
ジ

ャ
パ
ン
：
平
成

１３
年
３
月
開

業
）
を
横
に
見

な
が
ら
環
状
線

の
西
九
条
駅
経

由
で
新
大
阪
駅

に
出
て
か
ら
新

幹
線
に
乗
り
、

私
の
思
い
出
の

地
を
訪
ね
る
旅

が
終
わ
っ
た
。

写真⑩　中央突堤上屋

写真⑪　当時の中央突堤

写真⑫　現在の中央突堤



—  5０  —

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
灯
台
に
代
表
さ
れ
る
航
路
標
識
の
仕
事

は
、
技
術
革
新
と
と
も
に
大
き
く
変
化
し
て
き
て
お
り
、
特
に
、

情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
の
発
達
に
よ
り
、
今
後
、
そ
の
変

化
の
ス
ピ
ー
ド
は
更
に
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
そ

う
い
っ
た
変
化
の
中
で
、組
織
の
名
称
が
「
灯
台
部
」
か
ら
「
交

通
部
」
に
な
り
、
ま
た
、「
航
路
標
識
事
務
所
」
が
無
く
な
っ

て
も
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
確
保
し
、
運
航
効
率
の
増
進
を
目

指
す
航
路
標
識
の
役
割
は
、
今
後
と
も
、
海
洋
立
国
の
日
本
に

と
っ
て
、非
常
に
重
要
な
業
務
で
あ
り
続
け
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

今
回
、
退
職
と
い
う
節
目
に
計
画
し
た
思
い
出
の
地
を
訪
ね

る
旅
で
は
、
偶
然
に
も
、
自
分
の
初
任
地
で
家
族
生
活
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
レ
ー
ダ
ー
所
宿
舎
の
取
り
壊
し
の
場
面
に
遭
遇

し
、
一
つ
の
時
代
の
終
わ
り
を
自
分
に
重
ね
る
と
と
も
に
、
過

ぎ
て
行
っ
た
時
代
の
変
化
の
速
さ
を
、
改
め
て
思
い
起
こ
す
機

会
と
な
っ
た
。

　

最
後
に
、
今
回
の
会
誌
「
燈
光
」
へ
の
投
稿
に
あ
た
り
、
旅

先
で
撮
り
損
ね
た
写
真
を
提
供
し
て
頂
い
た
大
阪
海
上
保
安
監

部
の
長
谷
川
交
通
課
長
、
大
阪
レ
ー
ダ
局
の
経
歴
資
料
を
提
供

し
て
頂
い
た
海
上
保
安
庁
交
通
部
企
画
課
の
二
瀬
業
務
係
長

に
、
こ
の
場
お
借
り
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
、「
思
い
出
の
地

を
訪
ね
て
」
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

《
エ
ピ
ロ
ー
グ
》

　

昨
年
（
平
成
２８
年
）
は
、
観
音
埼
に
我
が
国
最
初
の
洋
式
灯

台
を
建
設
す
る
た
め
の
工
事
が
始
ま
っ
て
か
ら
１
４
８
周
年
目

を
数
え
、
も
う
す
ぐ
１
５
０
周
年
目
の
節
目
を
迎
え
る
こ
と
と

な
り
、
灯
台
に
代
表
さ
れ
る
航
路
標
識
を
取
り
巻
く
状
況
も
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。
私
が
入
庁
し
た
昭
和
5３
年
か
ら
の
３８
年

間
で
も
、
航
路
標
識
事
務
所
は
無
く
な
り
、
大
規
模
電
波
標
識

と
言
わ
れ
た
ロ
ラ
ン
Ａ
局
、
オ
メ
ガ
局
、
デ
ッ
カ
局
、
ロ
ラ
ン

Ｃ
局
な
ど
カ
タ
カ
ナ
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
入
っ
た
標
識
が
無

く
な
る
一
方
で
、
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
Ｇ
Ｐ
Ｓ
局
や
Ａ
Ｉ
Ｓ

信
号
所
な
ど
新
た
な
標
識
も
誕
生
し
て
い
る
。
特
に
、
私
が
初

任
地
で
携
わ
っ
た
大
阪
レ
ー
ダ
局
な
ど
の
Ｖ
Ｔ
Ｓ
と
呼
ば
れ
る

業
務
は
、
現
在
で
は
、
船
舶
通
航
信
号
所
（
海
上
交
通
セ
ン
タ

ー
並
び
に
一
部
の
管
区
海
上
保
安
本
部
及
び
海
上
保
安
部
が
運

用
す
る
標
識
）
と
し
て
大
き
く
拡
充
さ
れ
、
そ
の
昔
、
灯
台
守

が
１
年
３
６
５
日
、
休
ま
ず
灯
台
の
火
を
灯
し
続
け
航
海
の
安

全
を
見
守
っ
た
よ
う
に
、
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
の
運
用
管
制
官

な
ど
は
、
現
在
の
灯
台
守
と
し
て
、
２4
時
間
・
３
６
５
日
、
休

む
こ
と
な
く
船
舶
の
動
静
を
見
守
り
、
海
難
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
の
情
報
を
船
舶
に
提
供
す
る
な
ど
し
て
、
安
全
な
航
行

を
支
援
す
る
業
務
を
行
っ
て
お
り
、そ
の
果
た
す
役
割
は
、益
々
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　平安名埼灯台は、沖縄本島からさらに南西
約300km先に宮古島が位置し、その最東端の
東平安名崎に位置します。当時、大型貨物船
や地元漁船の海難事故が多発していたことか

ら、地元海運関係者の強い要望を受け、日本政府援助により、琉球政府が建設し
ました。そして、沖縄本土返還以前の昭和42年 3 月27日に「東

あがり

平
へ ん な さ き

安名埼灯台」の
名称で設置点灯されたのです。その後、昭和47年 5 月15日本土復帰に伴い海上保
安庁が引き継ぎ、同年10月14日に名称を「平

へ ん な さ き

安名埼灯台」に変更して現在に至っ
ております。灯台のある岬一帯は、「日本の都市公園百選」に選ばれており、海
を分け入るように突き出した長さ 2キロメートル幅約200メートルの細長い岬
は、右を太平洋、左を東シナ海に分け視界が360度広がる雄大なパノラマが楽し
めます。また、テッポウユリの咲く 4月下旬頃は、国際的規模のイベントである
「全日本トライアスロン宮古島大会」が開催され、スイム→バイク→ランの 3種
目で競い、平安名埼灯台は折り返し地点になっており、参加者並びに観光客でひ
ときわ賑わいます。そして今年は、沖縄本土復帰から45年、初点から50年という
節目の年にぜひ平安名埼灯台へ訪れてみてはいかがですか！

＊＊ 　概　 　要　 ＊＊
所 在 地 沖縄県宮古島市城辺町字保良1221－14
位 置 北緯24度43分10秒　東経125度28分07秒
灯質（光り方） 単閃白赤互光　毎20秒に白 1閃光赤 1閃光
光度（光の強さ） 白光290,000カンデラ　赤光250,000カンデラ
光 達 距 離 白光18海里（約33キロメートル）　赤光18海里（約33キロメートル）
高 さ 地上～灯塔頂部　24.50メートル　　平均水面～灯火　43.0メートル
塗色・構造 白色　八角型　コンクリート造
レ ン ズ LU-M型灯器（Lighthouse Unit Metalhalidelamp）
設 計 者 琉球政府
着 工 （不明）
竣 工 昭和42年 3 月27日
初 点 灯 昭和42年 3 月27日
参 観 開 始 平成 8年11月 1 日
ア ク セ ス 車：宮古空港～灯台　約30分

今月は…

★ 平安名埼灯台 ★

のぼれる灯台 introduction
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風は強かったけど、こっちは太平洋、こっち
は東シナ海、こっちは台湾と知らないおっち
ゃんに説明頂き360°の景色とはるか向こうの
台湾等を思い浮かべると感慨深く感じまし
た。水平線も見れて最高の気分でした。

宮古島の海315ー！（さいこー）
ぜひのぼってみてください。損
はない、海、きれいですよ‼

香川からダイビングに来た夫婦で
す。レンタカーで宮古島 1周して
いる途中で寄りました。せっかく
の天気が……。でも、景色……絶
景です。最高……。

宮古島に初めてきました。ダイビングと
沖縄料理三味さいこーに楽しくのんびり
できました‼宮古の人々のお陰様です。

ダイビングで海に来たけれど、灯
台の上から見るとこ～んな広い海
のあの辺に潜ってたんだなぁと、
大感動でした。最高!!!

台風でダイビングできず！灯台
から見た「青い海」に潜りたか
ったよ～！

最高。これ以上の言葉なし。晴れた日に来て家族にこの風景を見せてあげたい。
また来よう。

宮古に惚れて……早10年。10回目の宮古。今年も宮古はサイコーでした(^^)

奈良県桜井市から来ました。宮古ヘは今年で 5回目です。宮古島サイコー‼
この美しさがいつもでも残りますように……。

青い空、青い海、青色ファンタジー、夢の島☆宮古島サイコー‼

♪平安名埼灯台の思い出♪

～ ダイビング編 ～

～ 最高‼さいこー‼315ー‼編 ～
燈光会

マスコットキャ
ラクター

☆ピカリン☆
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緑の草原にまっ白な鉄砲百合の群生
－。春の宮古の海はマリンブルーにど
こまでも澄みわたる。

今年で 3回目の宮古島。いつも変わら
ぬエメラルドグリーンの海が迎えてく
れる宮古島。ありがとう。来年もきっ
ときます。

ブルーとグリーンの海の色がすごくき
れいなところに感動しました。日本に
もこんなきれいなところあったんです
ね。

風が強かったけど雨もやみ、なんとか
灯台の上から海、海、海を見ました。
エメラルドグリーンの海をナマで見た
のは初めてだったのですごく感動しま
した。宮古島にまた来ます‼

私と同じ年の灯台と聞いてびっくり。
長い間お疲れさま。これからもがん
ばろうね。宮古島さいこーです。

私は平安名埼灯台と同じ昭和42年 3
月27日生まれです。毎年同級生に会
いに来る気持ちでこの場所に訪れて
います。人生も海と同じように荒波
の日もありますが、お互いいつまで
も元気に頑張っていきたいです。

地球が丸かったです‼下りるのがもったいなかった。

海ってすばらしい。心が落ち着く。東京に帰りたくな
い。ずっと海に囲まれていたい。

東京から来たよ！海がガリガリ君色で
した☆

こんなきれいな海を見せていただいて、涙が出そうです。もう一度来られるといい
なと思いながら心の中にコバルトブルーの色を刻みました。

～ 海の色編 ～

～ 同級生編 ～

～ 留まりたい編 ～
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平安名埼支所より着工当時の写真が見つかりましたので紹介いたします。

写真－ 4　灯台の前にて

写真－ 1　平安名埼灯台建設中 1

写真－ 2　平安名埼灯台建設中 2

写真－ 3　名盤

平安名埼灯台着工から竣工の様子
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燈
光
会
で
は
、
公
益
法
人
に
認
定
さ
れ
た
平
成
２７
年
度
の
総

会
決
議
で
賛
助
会
員
制
度
を
導
入
し
ま
し
た
が
、
特
に
目
立
っ

た
リ
ク
ル
ー
ト
活
動
も
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、
会
員
の
加
入
者

も
少
な
く
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
改
め
て
賛
助
会
員
の
宣
伝
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
現
在
の
燈
光
会
は
、
税
額
控
除
対

象
法
人
で
は
な
い
た
め
、
当
面
、
以
下
の
1
．
２
．を
当
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。）

1
．　 

正
会
員
（
一
般
会
員
及
び
団
体
会
員
）
と 

賛
助
会
員
の
主
な
違
い

会 員 の
規 定

会 費 額

総 会

灯 台
記 念 日

燈 光 誌

灯 台
カレンダー

会 員 証
（寄附金証明）

正会員
（義務的経費）

一般

5
千
円

議決権有

出席可

配布

配布

なし

団体

1
万
円

賛助会員
（寄附金）

個人

3
千
円
以
上

議決権無

ＨＰにて
閲覧可

購入

発行
（1年間有効）

団体

1
万
円
以
上

　
正
会
員
と
賛
助
会
員
の
定
款
上
の
違
い
は
、
会
費
が
義
務
的

経
費
か
任
意
の
寄
附
金
か
の
違
い
と
、
総
会
に
お
け
る
議
決
権

の
有
無
で
す
。

2
．　 

賛
助
会
員
の
メ
リ
ッ
ト

　
燈
光
会
で
は
、賛
助
会
費
で
あ
る
寄
附
金
を
納
め
た
方
に
は
、

寄
附
金
受
領
証
明
書
と
し
て
寄
附
金
納
付
日
か
ら
1
年
間
有
効

な
賛
助
会
員
証
を
発
行
し
ま
す
。

　
各
参
観
灯
台
で
は
、
参
観
業
務
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
寄
附
金
を
参
観
者
に
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
が
、
賛
助
会
員

証
（
寄
附
金
受
領
証
明
書
）
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
の

参
観
受
付
で
の
寄
附
金
の
お
願
い
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
賛
助

会
員
は
、寄
附
金
を
事
前
納
入
し
た
燈
光
会
支
援
者
の
立
場
で
、

参
観
灯
台
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

燈
光
会
事
務
局

賛
助
会
員
へ
の
お
誘
い
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賛
助
会
員
募
集
口
コ
ミ
の
お
願
い

　
燈
光
会
の
事
業
の
う
ち
公
益
目
的
事
業
の
運
営
資
金
は
、
ほ

ぼ
灯
台
参
観
者
か
ら
の
貴
重
な
参
観
寄
附
金
で
成
り
立
っ
て
い

ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
多
く
の
寄
附
金
支
援
者
が
い
る
証
で
あ

る
Ｐ
Ｓ
Ｔ
要
件
＊
を
満
足
す
る
税
額
控
除
制
度
＊
の
対
象
法
人

と
は
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
賛
助
会
員
が
毎
年
１
０
０
名
以
上
集
ま
れ
ば
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
要
件

を
満
足
す
る
税
額
控
除
対
象
法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
賛
助

会
員
が
税
額
控
除
の
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。（
＊
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
）

１
．
寄
附
文
化
、
税
額
控
除
制
度
と
賛
助
会
員
制
度

　
欧
米
で
は
一
般
的
に
浸
透
し
て
い
る
寄
附
文
化
で
す
が
、
日

本
で
は
一
般
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
め
、
我
が
国
で
も
寄
附
文
化
を
広
め
よ
う
と
し
て
平

成
２３
年
度
に
、
公
益
法
人
を
対
象
と
す
る
税
額
控
除
制
度
が
作

ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
を
公
益
法
人
と
な
っ
た
燈
光
会
で
も
活
用
す
る
た

め
導
入
し
た
も
の
が
賛
助
会
員
制
度
で
す
。

２
．�

税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て�

【
内
閣
府；

税
額
控
除
に
係
る
証
明
～
申
請
の
手
引
き
～
か
ら
】

　
こ
れ
ま
で
、
個
人
が
、
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財
団
法
人
へ

寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
、「
所
得
控
除
制
度
」（
所
得
税
率
が

高
い
高
所
得
者
の
方
が
減
税
効
果
が
大
き
い
。）
が
適
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
新
た
な
「
税
額
控
除
制
度
」
は
、「
所
得
控
除
制
度
」
に
比
べ
、

特
に
小
口
の
寄
附
金
支
出
者
へ
の
減
税
効
果
が
高
い
こ
と
が
特

徴
で
す
。
減
税
効
果
が
高
ま
る
結
果
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く

の
寄
附
金
を
支
出
さ
れ
る
寄
附
者
や
、
新
た
に
寄
附
金
を
支
出

さ
れ
る
方
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財

団
法
人
の
公
益
活
動
の
主
要
な
原
資
で
あ
る
寄
附
金
収
入
が
拡

大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

３
．
税
額
控
除
対
象
法
人
へ
寄
附
し
た
場
合
の
メ
リ
ッ
ト

　
個
人
が
支
出
し
た
寄
附
金
に
つ
い
て
、
確
定
申
告
時
に
「
税

額
控
除
制
度
」
の
適
用
を
選
択
し
た
場
合
、
以
下
の
算
式
に
よ

り
算
出
さ
れ
た
額
が
、
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
（
寄
附
金

－

２
０
０
０
円
）×
４０
％

�
＝
控
除
対
象
額
（
所
得
税
額
の
２５
％
を
限
度
と
す
る
）
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４
．
Ｐ
Ｓ
Ｔ
要
件

　
税
制
控
除
制
度
を
受
け
る
た
め
に
は
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と

に
加
え
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
要
件
は

Ｐ
Ｓ
Ｔ（
パ
ブ
リ
ッ
ク　
サ
ポ
ー
ト　
テ
ス
ト
）要
件
と
い
い
、

以
下
の
い
ず
れ
か
を
満
足
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

＜

要
件
１＞

　

�
３
０
０
０
円
以
上
の
寄
附
金
を
支
出
し
た
者
が

年
に
１
０
０
人
以
上
い
る
こ
と

　
　
（
注
意
）

　
①�　
寄
附
者
本
人
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
を
含
め
て
、
一

人
と
判
定
し
ま
す
。

　
②�　
申
請
す
る
法
人
の
役
員
で
あ
る
者
は
、
寄
附
者
と
し
て

カ
ウ
ン
ト
で
き
ま
せ
ん
。

　
③�　
法
人
の
社
員
（
燈
光
会
の
場
合
正
会
員
）
の
会
費
は
、

寄
附
金
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

＜

要
件
２＞

　

�

経
常
収
入
金
額
に
占
め
る
寄
附
金
等
収
入
の
割

合
が
、
２０
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
※�　
燈
光
会
の
経
常
収
入
の
大
半
は
参
観
寄
附
金
な
の
で
、

容
易
に＜

要
件
２＞

を
満
足
で
き
そ
う
で
す
が
、
千
円
未

満
の
寄
附
金
や
氏
名
不
詳
者
か
ら
の
参
観
寄
附
金
は
、
こ

の
要
件
上
の
寄
附
金
か
ら
除
外
さ
れ
る
た
め
、
従
来
の
燈

光
会
の
寄
附
金
収
入
は”

０“

円
と
な
り
、
現
状
の
燈
光

会
が＜

要
件
２＞

を
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

平成２９年度の入道埼灯台の参観について

入道埼灯台（秋田県男鹿市）は、

４月１5日（土）から１１月５日（日）の間、

参観業務を行います。

皆さまのご訪問をお待ちしています。

　日本海に突出した男鹿半島は、なだらかな
起伏をもった草原の台地で、「なまはげ」や
「男鹿ブリコ」などで知られており、入道埼
灯台は、その北西端に位置し、芝草に覆われ
た緑のスロープの中心に建っています。

▶お問い合わせ先
　燈光会入道埼支所　　☎ 090-1931-9706
　燈光会事務局　　　　☎ 03-3501-1054
　　　　　　　　　　　Ｅメール　info@tokokai.org

鹿街道

大
滝

八
望
台

戸
賀
湾

男
鹿
温
泉

北
浦

関　
口
浜

入
道
埼
灯
台

男鹿

船越

男

八郎潟開拓地

寒
風
山

▲

▲▲
本
山
真
山

男
鹿
市

椿
北
限
自
生
地

羽
立

脇本
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燈
光
俳
壇

選

東　

京　
　

山　

本　

五　

風

流
行
語
生
ま
れ
捨
て
ら
れ
十
二
月

評　

十
二
月
に
な
る
と
、「
今
年
の
流
行
語
大
賞
」に
ど
ん
な
言
葉

が
毎
年
注
目
す
る
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
は「
神
っ
て
る
」

が
選
ば
れ
た
。
そ
れ
は
広
島
カ
ー
プ
の
緒
方
監
督
が
鈴
木
選

手
の
活
躍
を
評
し
て
使
っ
た
こ
と
が
受
け
た
言
葉
で
あ
っ
た

と
覚
え
て
い
る
が
、
そ
の
前
年
の
流
行
語
は
？
さ
ら
に
そ
の

前
年
は
？
と
問
わ
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
の
人
は
思
い
出
せ
な

い
。流
行
語
の
は
か
な
さ
と
い
う
真
理
を
衝
い
た
句
で
あ
る
。

い
つ
ま
で
も
映
画
の
余
韻
寒
昴

評　

感
動
す
る
映
画
を
見
た
と
き
は
、
か
な
り
時
間
が
経
っ
て
も

そ
の
感
動
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
時
が
あ
る
。
こ
の
句
も
電
車

を
降
り
て
、自
宅
に
向
か
う
途
上
と
想
像
さ
れ
る
が
、「
寒
昴
」

を
仰
ぎ
つ
つ
余
韻
の
中
だ
っ
た
と
い
う
。

鯛
焼
き
の
眼
は
大
空
を
向
ひ
て
を
り

評　

鯛
焼
き
は
一
年
中
売
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
冬
に
好
ま
れ

る
の
で
冬
の
季
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
愛
ら
し
さ
は
、「
お

よ
げ
、
た
い
や
き
く
ん
」
の
よ
う
に
人
気
を
さ
ら
っ
た
歌
も

あ
る
が
、
こ
の
句
も
眼
が
大
空
に
向
い
て
い
る
点
を
捕
ら
え

て
夢
を
描
く
鯛
焼
き
君
に
詠
い
上
げ
た
。

風
呂
吹
き
や
妻
の
褒
め
時
逸
し
た
り

評　

冬
に
お
い
し
く
な
る
大
根
や
蕪
の
旬
を
生
か
す
料
理
で
、
素

材
を
茹
で
て
味
噌
を
か
け
、
香
を
散
ら
し
熱
い
う
ち
に
食
べ

る
。
夢
中
で
口
に
運
び
続
け
て
し
ま
い
、
絶
品
！
と
褒
め
る

タ
イ
ミ
ン
グ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

木
枯
し
や
朽
ち
か
け
て
あ
り
舫
ひ
舟名

古
屋　
　

豊　

蔵　

十
四
三

木
枯
し
や
少
し
猫
背
の
人
の
列

評　
「
人
の
列
」
は
、
何
か
同
じ
目
的
が
あ
っ
て
順
番
を
待
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
少
し
猫
背
」な
っ
て
い
る
の
が
発
見
で
、

目
的
達
成
の
た
め
木
枯
し
の
寒
さ
に
耐
え
て
達
成
し
た
い
目

的
は
何
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
ユ
ー
モ
ア
で
伝
わ
る
。

江
戸
恋
し
「
も
う
初
雪
」
の
騒
ぎ
聞
き
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近　

詠

坂　
　
　

正　

直

き
た
か
ぜ
が
北
見
失
ふ
高
層
街

寒
の
雨
広
が
り
止
ま
ぬ
電
飾
街

紅
椿
樹
上
に
百
花
地
に
一
花

「
燈
光
俳
壇
」
休
止
の
お
知
ら
せ

　「
燈
光
俳
壇
」
は
、
投
句
者
の
減
少
に
よ
り
平
成
２９
年
５
月
号
よ

り
当
面
の
間
休
止
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
投
句
下
さ
っ
て
い
る
方

に
は
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
再
開
の
際
は
紙
面
に
て
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

評　

こ
の
冬
、
十
一
月
に
降
っ
た
東
京
の
初
雪
は
、
五
十
四
年
振

り
の
早
い
初
雪
だ
っ
た
と
い
う
。
勤
務
の
た
め
東
京
を
離
れ

て
暮
ら
す
作
者
は
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
テ
レ
ビ
で
知
り
、
東
京

の
留
守
宅
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
郷
愁
を
「
江
戸
恋

し
」
と
テ
レ
な
く
詠
ん
だ
率
直
さ
が
い
い
。

年
賀
状
束
ね
る
や
空
白
々
と

評　

出
す
べ
き
年
賀
状
の
数
が
並
大
抵
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
事
情
も
あ
っ
て
締
切
ぎ
り
ぎ
り
の
仕
上
げ
と
な
っ
て

徹
夜
の
作
業
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

子
に
孫
に
八
十
路
の
母
の
雑
煮
か
な

初
夢
や
目
覚
む
る
間
に
忘
れ
け
り南

さ
つ
ま　
　

坂　

本　

さ
だ
を

山
の
端
の
と
っ
ぷ
り
暮
る
る
冬
茜

評　

夕
焼
と
言
え
ば
夏
の
季
語
。
一
時
輝
い
て
た
ち
ま
ち
薄
れ
て

し
ま
う
冬
の
夕
焼
の
美
し
さ
を
詠
み
た
い
時「
冬
夕
焼
」或
い

は「
冬
茜
」を
用
い
る
。「
と
っ
ぷ
り
」が
効
果
を
上
げ
て
い
る
。

初
参
り
真
新
し
き
は
日
章
旗

評　

初
参
り
は
そ
の
年
の
恵
方
に
当
た
る
方
角
の
神
社
仏
閣
を
お

参
り
し
、
新
し
い
一
年
の
息
災
を
祈
願
す
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
途
上
か
目
的
地
で
、
新
し
い
日
章
旗
を
眼
に
し
、
そ
の

清
々
し
さ
に
感
動
し
て
い
る
の
だ
。

不
老
橋
春
の
川
面
を
輝
か
す

評　
「
不
老
橋
」
と
は
、
詩
に
な
る
呼
び
名
で
あ
る
。
古
く
て
頑

丈
そ
う
な
橋
と
想
像
さ
れ
、
そ
の
橋
の
下
を
流
れ
る
川
の
輝

き
を
引
き
立
た
せ
て
い
る
。
す
ば
ら
し
い
春
の
讃
歌
と
な
っ

と
な
っ
て
い
る
。

日
溜
ま
り
や
老
蟷
螂
の
面
構
え

爪
先
を
突
っ
掛
け
ど
き
ん
年
の
暮
れ
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燈
光
歌
壇

＝ 今月の表紙 ＝

室
むろ

戸
と

岬
ざき

灯台（高知県室戸市）
　室戸岬灯台は、明治32（1899）年 4月 1日初点。現存する鉄造りの灯台と
しては、姫埼灯台についで 2番目に古い歴史ある灯台です。
　当時、建設資材は帆船で室戸岬の沖まで輸送し、艀で月見ヶ浜に陸揚げ後、
海岸からレールを敷設し蒸気釜を設けて蒸気の力により現在の灯台まで運び
上げ建設されました。
　光達距離は26.5海里（約50キロメートル）、日本一遠くまで光を照らし、
高度160万カンデラの強い光を出しているのは、第 1等フレネル式閃光レン
ズです。また、明治期の灯台では評価「Ａランク」、そして日本を代表する
景勝地「日本八景」にも選ばれています。
＊＊ 　概　 　要　 ＊＊
位 置 北緯33度14分50秒　　東経　134度10分32秒
光 り 方 単閃白光　毎10秒に 1閃光
光 の 強 さ 1,600,000カンデラ
光の届く距離 26.5海里（約50キロメートル）
高 さ 地上～灯塔頂部　15.4メートル　　平均水面～灯火154.70メートル
  （燈光会事務局）

（
今
月
号
は
都
合
に
よ
り
お
休
み
し
ま
す
。）
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　燈光会が参観業務を行っている灯台（15か所）では、次のような
グッズを販売しています。参観記念にいかがでしょうか？

ピンク クリアブルー

限定品  灯台ストラップ
　立体ガラスのなかに 3Ｄレーザーで参観灯台を
忠実に彫刻しているストラップです。その場所の
参観灯台のものだけを販売している限定品です。

サイズ： 1 cm× 1 cm× 2 cm
種　類：ピンク、ブルー、クリア
販売価格：各400円（税込）

限定品  絵ハガキ「塩屋埼灯台」
　　　　（ 5種類）
　白砂青松の美しい海浜が連なる「いわき七浜」
の中心に少し突出した大きな岬に建つ白亜の灯台
で、美空ひばりさんの名曲「みだれ髪」でも有名
な灯台です。塩屋埼灯台のみで販売している限定
品です。

サイズ：ハガキサイズ
種　類： 5種類（ばら売り）
販売している参観灯台：塩屋埼灯台
販売価格：100円（税込）／枚

限定品  絵ハガキ「野島埼灯台」
　　　　（ 5枚入り）
　南房総南端に位置する野島埼灯台のダイナミッ
クな写真です。参観灯台のなかでも 1、 2 位を争
う人気のある灯台で、野島埼灯台のみで販売して
いる限定品です。

サイズ：ハガキサイズ
種　類： 5枚入り／セット
　　　　（ばら売り不可）
販売している参観灯台：野島埼灯台
販売価格：500円（税込）／セット

灯台グッズのご紹介
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限定品  絵ハガキ「平安名埼灯台」
　　　　（ 5枚入り）
　沖縄県宮古島の最東端に位置する平安名埼灯台
は、東シナ海と太平洋を切り裂くように突き出た
岬に建っています。毎年 4月に開催される宮古島
トライアスロン大会の折り返し点にもなっていま
す。平安名埼灯台のみで販売している限定品です。

サイズ：ハガキサイズ
種　類： 5枚入り／セット
　　　　（ばら売り可）
販売している参観灯台：平安名埼灯台
販売価格：500円（税込）／セット
　　　　　100円（税込）／枚

限定品  ピンバッジ
　 6か所の白亜の参観灯台（塩屋埼灯台、犬吠埼
灯台、野島埼灯台、潮岬灯台、出雲日御碕灯台、
都井岬灯台）をピンバッジにしました。その場所
の参観灯台のものだけを販売している限定品です。

サイズ：2.2cm× 3 cm
種　類： 6か所の参観灯台
販売価格：150円（税込）／個

限定品  缶バッジ
　燈光会マスコットキャラクター「ピカリン」を
バッジにしました。 4ポーズ 5色で、参観灯台15
箇所にて販売中です。

サイズ：直径3.7cm
種　類：オレンジ、ピンク、緑、水色、白
販売価格：150円（税込）／個

★上記の参観記念グッズのほかに、例年11月頃には灯台カレンダーも販売します。
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