
3

昭和31年 1 月24日第三種郵便物認可　令和 5年 3月 5日発行（隔月 1回 5日発行）「燈光」第68巻・第 2号

燈
　
　
光

燈
　
　
光

令
和
　
五
　
年

三
月
号

M
ar.  2023



—  2  —

　

令
和
４
年
１2
月
2１
日（
水
）、舞
鶴
海
上
保
安
部
交
通
課
で
は
、

経
ケ
岬
灯
台
の
夜
間
運
用
の
状
況
確
認
に
併
せ
、
経
ケ
岬
灯
台

保
存
会
（
地
元
有
志
の
団
体
）
と
と
も
に
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を

行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
、
同
保
存
会
の
要
望
を
受
け
、
灯
台

の
初
点
灯
日
の
１2
月
2５
日
を
記
念
し
て
一
昨
年
（
令
和
３
年
）

に
初
め
て
実
施
し
、
今
回
が
2
回
目
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
風
や
雪
の
影
響
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
灯
台
も

こ
の
日
を
知
っ
て
い
た
の
か
、
驚
く
ほ
ど
風
も
吹
か
ず
、
雪
も

降
ら
ず
で
、
日
中
は
、
保
存
会
会
員
と
保
安
部
職
員
が
一
緒
に

年
末
清
掃
を
実
施
し
た
後
、
雪
が
う
っ
す
ら
積
も
っ
た
構
内
に

灯
台
の
名
称
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
ト
ー
チ
を
並
べ
て
描
き
、
準
備
を
行

い
ま
し
た
。

　

日
が
暮
れ
る
に
従
っ
て
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
光
で
で
き

た
灯
台
の
名
称
と
、
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
た
灯
塔
が
幻
想
的
で

し
た
が
、
さ
ら
に
日
没
後
は
、
漆
黒
の
海
に
放
た
れ
る
第
１
等

フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
か
ら
の
３
つ
の
閃
光
が
、
い
つ
も
以
上
に
力

強
く
感
じ
、
保
存
会
の
方
々
も
そ
の
様
子
を
楽
し
ま
れ
て
い
ま

点
灯
日
を
祝
う
、
経
ケ
岬
灯
台
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

�

舞
鶴
海
上
保
安
部

経ケ岬灯台保存会との集合写真
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し
た
。

　

今
回
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
は
、
初
点
灯
の
明
治
３１
年

か
ら
数
え
て
１
２
４
年
を
迎
え
る
お
祝
い
と
と
も
に
、

昨
年
（
令
和
４
年
）
１2
月
１2
日
付
の
官
報
で
、
経
ケ
岬

灯
台
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
も
同
時

に
お
祝
い
で
き
る
と
い
う
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

（
も
ち
ろ
ん
、
夜
間
運
用
の
状
況
確
認
も
し
っ
か
り
と

実
施
い
た
し
ま
し
た
。）

　

一
般
公
開
を
行
わ
ず
に
実
施
す
る
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は

珍
し
い
取
組
み
で
す
が
、
海
上
保
安
庁
のT

w
itter

に

投
稿
し
た
動
画
の
視
聴
回
数
は
６
５
０
０
回
を
超
え
、

多
く
の
方
に
見
て
（
祝
っ
て
）
頂
く
こ
と
が
で
き
た
と

思
い
ま
す
。

　

経
ケ
岬
灯
台
が
、こ
れ
か
ら
も
航
海
の
安
全
を
支
え
、

ま
た
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
末
永
く
大
切
に
し
て

も
ら
え
る
こ
と
を
祈
念
し
、
交
通
課
と
し
て
も
し
っ
か

り
保
守
が
実
施
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

資材撤収の様子

レンズ清掃の様子ライトアップ準備の様子

ライトアップ
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皆
さ
ん
は
秋
田
県
の
男
鹿
半
島
先
端
に
あ
る『
入
道
埼
灯
台
』

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

全
国
に
１６
基
あ
る
の
ぼ
れ
る
灯
台
の
一
つ
で
、
白
地
に
黒
横

帯
３
本
が
特
徴
の
灯
台
で
す
。

　

初
点
灯
は
明
治
３１
年
１１
月
８
日
と
、
明
治
期
の
灯
台
と
し
て

は
割
と
新
し
い
灯
台
で
す
が
、
現
在
の
姿
は
二
代
目
で
す
。
初

代
の
入
道
埼
灯
台
は
白
色

塗
六
角
形
鉄
造
で
し
た
が
、

老
朽
化
に
よ
り
建
替
え
ら

れ
、
昭
和
２６
年
に
現
在
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
な
り

ま
し
た
。

　

高
さ
は
地
上
か
ら
頂
部

ま
で
約
２８
メ
ー
ト
ル
、
平

均
水
面
か
ら
灯
火
の
高
さ

は
約
５７
メ
ー
ト
ル
あ
り
、

光
達
距
離
は
約
３７
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
で
す
。
光
源
は
メ
タ
ル
ハ
ラ
イ
ド
ラ
ン
プ
で
、
三
等
大

型
レ
ン
ズ
２
面
が
３０
秒
周
期
で
回
転
（
毎
１５
秒
に
１
せ
ん
光
）

し
て
い
ま
す
。
三
等
大
型
レ
ン
ズ
の
回
転
装
置
は
、
令
和
３
年

に
水
銀
槽
式
回
転
装
置
を
改
修
し
、
特
殊
車
輪
式
回
転
装
置
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
１１
月
８
日
で
初
点
灯
か
ら
１
２
３
年
を
迎
え
、『
入

道
埼
灯
台
ま
つ
り
』
を
計
画
し
て
い
た
の
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
渦

の
た
め
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
、
令
和
4
年
度
に
「
ま
だ
１
２

４
年
目
を
迎
え
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
１
２
３
周
年
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
実
施
し
よ
う
！
」
と
い
う
事
も
あ
り
、
昨
年
９
月
１８
日

に
令
和
元
年
度
以
来
３
年

ぶ
り
の
『
入
道
埼
灯
台
ま

つ
り
』
が
無
事
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
灯
台
ま
つ
り
に

は
地
元
男
鹿
市
の
観
光
課

か
ら
ナ
マ
ハ
ゲ
達
も
参
加

し
、
当
庁
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
う
み
ま
る
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
も
好
評
で
し

た
。（
小
さ
い
お
子
さ
ん

は
泣
い
て
ま
し
た
が
…
）

入
道
埼
灯
台
の
大
掃
除

入
道
埼
灯
台
の
大
掃
除

��

秋
田
海
上
保
安
部
交
通
課

秋
田
海
上
保
安
部
交
通
課

入道埼灯台の外観

令和 4年の灯台まつり
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無
事
に
『
入
道
埼
灯
台

ま
つ
り
』
が
終
わ
り
、
後

日
、
男
鹿
市
に
挨
拶
に
行

っ
た
際
、
観
光
課
の
方
か

ら
「
今
度
、
１１
月
の
灯
台

サ
ミ
ッ
ト
に
、
男
鹿
市
長

も
特
別
出
演
す
る
ん
で
す

よ
。」
と
一
言
。
男
鹿
市

長
は
入
道
崎
の
美
し
い
景

観
の
中
に
建
つ
灯
台
の
素

晴
ら
し
さ
を
広
く
知
ら
し

め
、観
光
に
生
か
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
お
持
ち
と
の
こ
と
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
何
か
も
う
少
し
入
道
埼
灯
台
で
の
イ
ベ
ン
ト

を
企
画
し
て
み
よ
う
か
と
考
え
、「
昔
は
毎
年
、
年
末
に
レ
ン

ズ
磨
き
し
て
新
聞
の
取
材
受
け
て
た
な
ぁ
…
。
う
ち
の
職
員
だ

け
じ
ゃ
な
く
、
観
光
課
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
ら
よ
り
愛
着

を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
⁉
」
と
い
う
事
で
、
今
度
は
『
入

道
埼
灯
台
大
掃
除
』
を
企
画
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

素
案
を
作
り
男
鹿
市
観
光
課
の
担
当
者
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、

「
普
段
近
く
で
見
ら
れ
な
い
レ
ン
ズ
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
発
信
し
た

い
。」
と
の
好
感
触
。

　

し
か
し
、
秋
田
の
１２
月
は
ハ
タ
ハ
タ
の
季
節
で
あ
り
、
普
段

釣
り
を
し
な
い
方
達
も
岸

壁
に
鈴
な
り
に
集
ま
っ
て

釣
糸
を
垂
ら
す
た
め
、
海

上
保
安
部
交
通
課
と
し
て

は
転
落
事
故
防
止
の
呼
び

か
け
に
忙
し
い
時
期
で
も

あ
り
ま
す
。
ま
し
て
や
ハ

タ
ハ
タ
が
釣
れ
始
め
、
釣

り
人
が
集
ま
る
日
は
「
ハ

タ
ハ
タ
に
聞
い
て
く
れ
！
」

と
言
わ
れ
る
た
め
、
大
掃

除
の
予
定
が
組
め
ま
せ
ん
。
や
む
を
得
ず
年
が
明
け
て
か
ら
実

施
し
よ
う
と
思
い
、「
じ
ゃ
あ
１
２
４
周
年
に
ち
な
ん
で
１
月

２4
日
に
実
施
し
ま
し
ょ
う
。」
と
の
事
で
、
男
鹿
市
観
光
課
と

も
調
整
し
ま
し
た
。
そ
し
て
燈
光
会
入
道
埼
支
所
長
さ
ん
に
も

連
絡
し
、
こ
ち
ら
も
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
と
の
事
。

　

全
て
順
調
に
動
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
１
月
１７
日
、
せ
っ

か
く
の
機
会
な
の
で
男
鹿
市
と
共
同
で
大
掃
除
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
各
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
て
も
ら
お
う
と
広
報
文
を
送
っ

た
と
こ
ろ
で
、「
来
週
、
寒
波
が
来
て
天
気
悪
そ
う
で
す
が
、

ど
う
し
ま
し
ょ
う
…
」。

　

そ
う
で
す
、
１０
年
に
一
度
と
言
わ
れ
た
最
強
寒
波
が
迫
っ
て

ナマハゲうみまるコラボ

ハタハタ釣りの様子（八森漁港）
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そ
う
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
狭
い
灯

ろ
う
・
灯
室
で
す
の
で
、

く
れ
ぐ
れ
も
事
故
や
怪
我

の
無
い
よ
う
気
を
つ
け
て

作
業
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
今
回
は
各
メ
デ
ィ

ア
が
取
材
に
来
る
前
に
、

回
転
装
置
の
外
槽
を
下
降

し
て
お
き
、
保
安
部
次
長

の
号
令
と
と
も
に
上
部
で

ハ
リ
板
内
面
や
レ
ン
ズ
を

拭
く
人
、
下
部
で
回
転
装

置
内
部
を
拭
く
人
、
灯
室

か
ら
階
段
ま
で
掃
く
人
と

分
か
れ
て
掃
除
開
始
で

す
。
今
回
は
風
が
あ
り
危

険
な
た
め
、
ハ
リ
板
外
側

の
清
掃
は
止
め
ま
し
た
。

　

各
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
を

受
け
つ
つ
掃
除
を
し
ま
し

た
が
、「
大
掃
除
は
毎
年

い
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
天
気
図
や
天
気
予
報
と
に
ら
め
っ

こ
の
毎
日
で
す
。
午
前
中
だ
け
な
ら
大
丈
夫
か
な
？ 

暴
風
警

報
の
中
は
無
理
だ
よ
な
…
。 

延
期
す
る
な
ら
い
つ
だ
ろ
う
？ 

 

男
鹿
市
や
燈
光
会
と
も
相
談
し
な
い
と
…
。

　

色
々
と
再
調
整
し
た
結
果
、
２
月
３
日
に
延
期
す
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。
１
２
４
周
年
と
関
係
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
け

ど
、
仕
方
な
い
で
す
よ
ね
。
せ
っ
か
く
メ
デ
ィ
ア
も
取
材
に
来

て
く
れ
る
の
で
、
中
止
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
し
…
と
話
し

て
い
た
矢
先
に
、
男
鹿
市
観
光
課
か
ら
電
話
が
あ
り
、「
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
、
先
日
の
寒
波
に
伴
う
大
雪
で
、
２
月
１０
日
か

ら
の
紫せ

灯ど

ま
つ
り
の
前
に
職
員
総
出
で
除
雪
作
業
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
、
３
日
の
大
掃
除
に
は
参
加
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。」
と
の
連
絡
…

　

あ
ぁ
ぁ
ぁ
ぁ
ぁ
…
何
故
こ
う
も
上
手
く
い
か
な
い
の
だ
ろ
う
⁉ 

 

心
が
折
れ
か
け
、
中
止
の
考
え
も
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
が
、
保

安
部
各
課
か
ら
「
手
が
足
り
な
け
れ
ば
手
伝
い
ま
す
よ
」
と
の

温
か
い
声
も
あ
り
当
部
と
燈
光
会
の
み
で
実
施
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
毎
日
、
天
気
を
気
に
し
な
が
ら
万
全
の

準
備
を
整
え
、
い
よ
い
よ
大
掃
除
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。

　

大
掃
除
当
日
は
風
こ
そ
少
し
吹
い
て
い
ま
し
た
が
、
雪
は
降

ら
ず
、
概
ね
天
気
は
良
い
ほ
う
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
も
テ
レ
ビ
局

が
２
社
、
地
方
新
聞
が
２
社
取
材
に
訪
れ
、
や
は
り
関
心
は
高

大掃除前に次長から号令フレネルレンズ清掃
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し
っ
か
り
と
噛
み
合
っ
て
、回
転
周
期
に
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

　

少
し
離
れ
た
芝
生
の
上
で
は
、
各
メ
デ
ィ
ア
取
材
陣
が
点
灯

す
る
の
を
待
ち
構
え
て
い
ま
す
が
、
点
灯
ま
で
は
１５
分
ほ
ど
か

か
り
ま
す
。
寒
く
て
体
を
ゆ
す
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
正
常
点
灯
も
確
認
し
、
今
回
の
大
掃
除
は
無
事
に

終
了
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
テ
レ
ビ
の
取
材
を
受
け
た
次
長
は
、「
皆
さ
ん
に
参

観
し
て
も
ら
え
る
灯
台
な
の
で
、
男
鹿
市
と
も
協
力
し
て
ど
ん

ど
ん
人
が
集
ま
る
よ
う
な
場
所
に
し
た
い
。」
と
コ
メ
ン
ト
し

て
い
ま
し
た
。

　

次
回
こ
そ
は
男
鹿
市
と
協
力
し
て
実
施
し
た
い
と
考
え
て
お

り
、
い
ず
れ
は
一
般
の
希

望
者
に
も
参
加
し
て
も
ら

え
た
ら
と
思
い
ま
す
が
、

も
し
参
加
可
能
な
ら
皆
さ

ん
も
大
掃
除
に
参
加
し
て

い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
。

狭
い
室
内
で
の
作
業
な
の

で
、
あ
ま
り
募
集
は
出
来

ま
せ
ん
が
、
企
画
で
き
た

際
に
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
下

さ
い
。

実
施
し
て
い
る
の
で
す
か
？
」
や
「
皆
さ
ん
に
と
っ
て
灯
台
と

は
？
」、「
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
掃
除
し
て
い
ま
す
か
？
」
な

ど
、何
と
答
え
た
ら
良
い
の
か
困
惑
す
る
質
問
も
あ
り
ま
し
た
。

　

フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
や
特

殊
車
輪
掃
除
も
あ
ら
か
た

終
わ
り
、
回
転
装
置
の
外

槽
を
上
げ
て
モ
ー
タ
ー
に

結
線
す
る
と
、
取
材
陣
は

灯
台
全
景
を
撮
影
す
る
た

め
屋
外
に
向
か
い
ま
す
。

　

全
て
の
作
業
が
終
わ
り

最
終
の
動
作
確
認
を
行
う

と
、
レ
ン
ズ
が
順
調
に
回

り
だ
し
ま
し
た
。
ギ
ヤ
も

回転装置内部清掃

終了後の次長取材

螺旋階段清掃
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１１
月
１３
日
、
来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
で
一
般
公
開
を

行
い
、
今
年
は
管
制
室
等
の
見
学
の
ほ
か
、
同
セ
ン
タ
ー
設
立

２５
周
年
を
記
念
と
し
て
海
上
保
安
庁
音
楽
隊
（
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

隊
）
を
招
待
し
、
記
念
演
奏
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

午
前
中
は
雨
に
見
舞
わ
れ
天
候
に
恵
ま
れ
な
い
中
、
終
わ
っ

て
み
れ
ば
２
０
９
名
の
来
場
が
あ
り
、管
制
室
の
見
学
、灯
台
写

真
等
の
展
示
物
、制
服
を
試
着
し
て
の
記
念
撮
影
、屋
上
展
望
デ

ッ
キ
か
ら
の
来
島
海
峡
の
眺
望
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
ま
し
た
。

　

催
し
の
目
玉
で
あ
る
「
記
念
演
奏
会
」
は
、全
４
部
構
成
（
午

前
２
部
、
午
後
２
部
）
で
行
い
、
全
て
の
部
で
満
員
御
礼
と
な

り
、
来
場
者
か
ら
「
い
い
も
の
が
見
れ
た
」「
是
非
来
年
も
見

た
い
」
と
の
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
音
楽
隊
の
ほ
か
に
外
部
か
ら
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
ユ

ニ
ッ
トfunny goo

（
フ
ァ
ニ
ー 

グ
ー
）
を
招
き
、「
大
き
な

の
っ
ぽ
の
古
時
計
」
を
音
楽
隊
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
お

披
露
目
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
来
場
者

に
は
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

　

２５
周
年
記
念
の
来
島
セ
ン
タ
ー
一
般
公
開
は
、
音
楽
で
大
い

に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
音
楽
隊
の
派
遣
は
、
前
年
度
の
音
楽

隊
派
遣
希
望
調
査
に
お
い
て
手
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
、
見
事
当
選

し
、
２５
周
年
記
念
の
一
般
公
開
に
花
を
添
え
る
べ
く
、
ク
ラ
リ

ネ
ッ
ト
四
重
奏
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
派
遣
を
受
け
ま
し
た
。
音

楽
隊
隊
長
か
ら
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
演
奏
は
、
職
員
も
来
場
者
も
い
き
な
り
の
演
奏
に
驚
き
と

感
動
の
中
、
一
般
公
開
が
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
一
般
公
開 

～
設
立
２５
周
年
記
念
～

来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

入口看板

オープニング演奏
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公
演
は
、
１
回
２０
分
間
、
ア
ン
コ
ー
ル
を
含
め
て
４
曲
で
、

途
中
で
海
保
Ｐ
Ｒ
コ
ー
ナ
ー
も
盛
り
込
ん
で
い
た
だ
き
、
４
回

公
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
毎
回
、
演
奏
曲
を
変
え
て
い
た

だ
き
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
演
奏
に
、
大
勢
の
お
客
様
が
酔
い
し

れ
て
、
観
客
一
同
大
喜
び
し
、
大
変
良
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

funny goo

（
フ
ァ
ニ
ー 

グ
ー
）
は
、
所
長
が
前
任
地
の
備

讃
瀬
戸
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
で
つ
な
が
り
が
あ
る
音
楽
ユ
ニ
ッ

ト
で
あ
っ
た
た
め
に
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調

整
し
て
い
た
だ
き
、
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
い
た
だ

け
ま
し
た
。

　
「funny goo

」
と
は
、
東
京
を
中
心
に
ソ
ロ
活
動
し
て
い
る

プ
ロ
の
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
大お

お

野の

旭あ
き
らさ
ん
と
石い

し

井い

貴た
か

樹き

さ
ん

が
時
々
ユ
ニ
ッ
ト
を
組
ん
で

活
動
し
て
い
ま
す
。
石
井
貴

樹
さ
ん
は
四
国
香
川
県
出
身

で
す
。
こ
の
一
般
公
開
の
た

め
に
書
き
上
げ
た
「
ブ
ル
ー 

オ
ー
シ
ャ
ン
」
と
い
う
海
に

ち
な
ん
だ
新
曲
も
披
露
し
て

い
た
だ
き
、
元
気
の
い
い
歌

声
で
大
い
に
盛
り
上
げ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
せ
っ
か
く
な
の
で
、
音
楽
隊
と
の
コ

ラ
ボ
演
奏
は
ど
う
か
と
両
者
に
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
両
者
と

も
「
お
も
し
ろ
い
！
是
非
や
ろ
う
！
」
と
な
り
、
演
奏
の
引
継

ぎ
時
に
「
大
き
な
古
時
計
」
を
コ
ラ
ボ
演
奏
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。「funny goo

」
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
が
遠
く
は
福
井
県
な

ど
他
県
か
ら
も
大
勢
駆
け
つ
け
て
く
れ
て
、
こ
れ
を
機
に
マ
ー

チ
ス
を
知
っ
て
も
ら
い
、
マ
ー
チ
ス
フ
ァ
ン
に
も
な
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
「funny goo

」
と
グ
グ
っ
て

み
て
下
さ
い
。

　

以
下
、
当
日
の
各
担
当
者
か
ら
の
感
想
で
す
。

　
「
広
報
救
護
班
」
で
は
、
２
階
の
階
段
周
辺
で
演
奏
会
会
場

の
案
内
、
海
上
保
安
庁
ビ
デ
オ
、
３
Ｄ
海
図
の
説
明
を
行
い
、

音楽隊とfunny goo（ファニー グー）

funny goo（ファニー グー）

音楽隊
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と
が
で
き
ま
し
た
が
、
多
く
の
来
場
者
か
ら
「
展
望
デ
ッ
キ
よ

り
さ
ら
に
高
い
塔
の
屋
上
に
行
き
た
い
、
登
り
た
い
。」
と
の

声
を
よ
く
聞
き
ま
し
た
。
次
回
は
、
塔
頂
の
見
学
ツ
ア
ー
を
一

般
公
開
時
に
合
わ
せ
て
行
え
ば
、
集
客
の
目
玉
に
な
る
と
思
い

ま
し
た
。

　

管
制
課
の
見
学
で
は
、
当
日
は
雨
天
の
為
、
来
場
者
の
階
段

昇
降
時
の
安
全
確
保
（
特
に
小
児
）
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
３

Ｆ
見
学
ル
ー
ム
で
運
用
管
制
室
の
説
明
を
し
ま
し
た
。
音
楽
隊

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
とfunny goo

の
公
演
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
開
始

前
が
一
番
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
人
の
流
れ
を
見
な
が
ら
説
明

を
行
い
、
思
い
が
け
な
い
集
団
の
来
場
者
へ
の
対
応
に
は
、
苦

感
想
と
し
て
、
午
前
中
は
あ

い
に
く
の
雨
模
様
の
中
、
多

く
の
人
が
足
を
運
ん
で
下
さ

り
、
事
故
等
な
く
開
催
で
き

た
こ
と
が
一
番
で
し
た
。
来

場
者
の
中
に
は
、
先
日
の
今

治
港
開
港
１
０
０
周
年
記
念

行
事
「
み
な
と
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
の
出
張
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
の
際
に
、
一
般
公
開
の

案
内
を
し
た
方
も
複
数
お

り
、事
前
Ｐ
Ｒ
が
役
に
立
ち
ま
し
た
。
今
回
の
一
般
公
開
で
は
、

直
接
の
学
生
募
集
に
つ
な
が
る
年
代
の
来
場
者
は
、
あ
ま
り
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ま
ず
は
我
々
の
仕
事
を
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
、
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
学
生
募
集
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
配
り
、
種
を
蒔
き
、
親
戚
、
友
達
繋
が
り
で
、
来
年
の
管

制
課
程
受
験
者
は
増
え
る
ハ
ズ
と
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。

　

次
に
「
屋
上
警
戒
班
」
で
は
、
午
前
中
、
あ
い
に
く
の
天
気

で
あ
っ
た
た
め
、
屋
上
展
望
デ
ッ
キ
を
開
放
で
き
ず
、
来
ら
れ

来
場
者
の
中
に
は
、
屋
上
展
望
デ
ッ
キ
か
ら
眺
望
で
き
な
い
こ

と
を
知
り
、
が
っ
か
り
し
て
い
る
人
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

午
後
か
ら
は
、
雨
が
止
み
、
屋
上
展
望
デ
ッ
キ
を
開
放
す
る
こ ２ 階学生募集コーナー

屋上展望デッキ

3 階管制室前見学ルーム
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も
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
階
段
等
に
灯
台
の
風
景
や
、管
制
官
、

海
上
保
安
官
の
募
集
ポ
ス
タ
ー
を
多
く
掲
載
し
た
こ
と
で
、
す

ご
く
宣
伝
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
駐
車
場
の
誘
導
班
」
で
は
、
朝
か
ら
の
雨
の
た
め
、
オ
レ

ン
ジ
色
カ
ッ
パ
に
着
替
え
、
開
始
前
か
ら
来
島
セ
ン
タ
ー
専
用

道
路
入
口
と
門
の
前
に
看
板
を
立
て
た
後
、
専
用
道
路
入
口
、

敷
地
内
外
に
あ
る
駐
車
場
の
３
カ
所
に
分
か
れ
て
車
の
誘
導
、

案
内
を
行
い
ま
し
た
。
第
一
回
目
の
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
会
が

始
ま
る
頃
に
は
、
駐
車
場
は
す
べ
て
埋
ま
っ
て
し
ま
い
、
以
後

来
ら
れ
た
方
に
は
、
入
場
で
き
な
い
こ
と
を
伝
え
、
道
路
脇
で

待
っ
て
も
ら
う
な
ど
対
応
を
し
ま
し
た
。
入
場
で
き
な
か
っ
た

方
に
は
、
演
奏
会
１
回
が
１１
：
１０
に
終
わ
る
の
で
、
待
っ
て
も

ら
う
よ
う
に
伝
え
て
い
ま
し
た
が
、
１
回
目
の
演
奏
会
が
終
わ

っ
て
も
、
な
か
な
か
降
り
て
く
る
方
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
入

替
で
入
れ
ず
、
１１
：
２０
か
ら
の
２
回
目
の
演
奏
会
を
聴
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
方
も
少
な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。
午
後
か
ら
来

た
方
は
、
駐
車
場
も
空
き
、
３
、
４
回
目
の
演
奏
会
は
、
無
事

に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
来
ら
れ
た
方
の
年
齢
層

は
、
子
づ
れ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
、
地
元
の
方
（
年
配
の
方
）、
２０

～
３０
代
の
女
性
組
に
分
か
れ
、
各
３
分
の
１
ず
つ
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
後
か
ら
気
づ
き
ま
し
た
が
、
女
性
組
は
、funny 

goo

の
フ
ァ
ン
の
方
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
思
い
ま
す
。

慮
し
ま
し
た
が
、
大
型
モ
ニ
タ
ー
の
前
で
、
来
場
者
に
管
制
官

と
同
じ
画
面
を
見
せ
る
こ
と
で
、
色
ん
な
質
問
に
も
視
覚
的
に

説
明
が
で
き
、
来
島
セ
ン
タ
ー
の
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。

　
「
う
み
ま
る
班
」は
、運
用
管
制
課
の
数
人
で
対
応
し
ま
し
た
。

一
日
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、や
は
り
子
供
連
れ
の
方
が
多
く
、

う
み
ま
る
君
が
と
て
も
子
供
か
ら
人
気
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し

た
。
う
み
ま
る
君
に
寄
っ
て
来
る
子
供
た
ち
は
ま
だ
ま
だ
小
さ

く
、
将
来
の
夢
で
「
海
上
保
安
官
に
な
る
」
や
「
海
の
管
制
官

に
な
る
」
と
い
っ
た
夢
を
持
つ
子
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
少
な
い

と
感
じ
ま
し
た
。
子
供
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
引
率
で
親
の
方

た
ち
も
来
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
い
か
に
親
世
代
の

人
に
好
印
象
や
仕
事
の
内

容
等
を
伝
え
る
必
要
が
あ

る
と
感
じ
ま
し
た
。
お
じ

い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

世
代
の
方
も
多
く
来
ら
れ

て
い
た
の
で
、
高
校
生
の

孫
ぐ
ら
い
の
人
た
ち
に
仕

事
内
容
を
伝
え
て
も
ら
え

る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要

1 階試着コーナー



—  １２  —

待
し
ま
す
。

　

新
居
浜
か
ら
博
物
館
勤
務
の
中
年
男
性
は
、
来
島
セ
ン
タ
ー

一
般
公
開
は
、
２
回
目
と
の
こ
と
。
話
を
聞
く
と
海
上
保
安
庁

イ
ベ
ン
ト
に
多
数
参
加
し
て
い
る
方
で
し
た
。
ぜ
ひ
３
回
目
も

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

階
段
に
展
示
し
て
い
た
灯
台
の
写
真
は
、
多
く
の
方
が
足
を

止
め
、「
こ
れ
は
馬
島
の
ウ
ズ
鼻
灯
台
だ
！
」
と
か
話
し
て
い

る
方
が
お
り
、
有
名
で
な
い
地
元
に
あ
る
灯
台
で
も
、
地
元
の

方
に
は
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
馬
島
と
は
、
来
島
海
峡
大
橋

に
架
か
る
橋
脚
の
あ
る
小
さ
な
島
。
来
島
セ
ン
タ
ー
か
ら
よ
く

見
え
る
島
で
す
。

　

６０
才
前
後
の
男
性
は
、「
今
日
は
大
西
（
今
治
市
の
隣
町
）

か
ら
来
た
。
年
を
取
る
と
朝
早
く
起
き
る
し
暇
だ
か
ら
ね
～
、

カ
メ
ラ
で
来
島
大
橋
を
撮
る
の
が
趣
味
で
、
ネ
ッ
ト
で
来
島
大

橋
の
写
真
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
情
報
課
で
毎
日
更
新
し
て

い
る
来
島
マ
ー
チ
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
写
真
コ
ー
ナ
ー
（
来

島
の
今
日
の
一
枚
）
を
見
つ
け
、
そ
こ
か
ら
一
般
公
開
を
知
り

ま
し
た
。
来
島
セ
ン
タ
ー
か
ら
来
島
大
橋
の
写
真
も
撮
り
に
来

た
が
、
屋
上
展
望
デ
ッ
キ
に
上
が
れ
ず
、「
残
念
で
し
た
。」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。

　

情
報
課
職
員
は
、
毎
日
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
負
け
ず
に
来

島
海
峡
航
路
の
す
ば
ら
し
い
写
真
を
撮
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

雨
天
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
マ
イ
カ
ー
で
来
る
方
が
ほ
と
ん

ど
で
し
た
。
歩
き
、
交
通
機
関
、
タ
ク
シ
ー
は
、
ほ
ん
の
数
人

で
し
た
。

　

ハ
プ
ニ
ン
グ
と
し
て
、「
蜂
が
車
の
中
に
入
っ
た
。
殺
虫
剤

を
貸
し
て
ほ
し
い
。」
と
言
わ
れ
、
キ
ン
チ
ョ
ー
ル
を
渡
し
ま

し
た
が
、
蜂
が
ど
こ
か
に
潜
り
込
ん
で
、
発
見
で
き
ず
、
大
丈

夫
と
言
っ
て
、
車
に
乗
っ
て
帰
ら
れ
た
方
が
い
ま
し
た
。
無
事

に
帰
れ
る
か
心
配
に
な
り
ま
し
た
。

　

雨
の
中
、
カ
ッ
パ
の
通
気
性
が
悪
く
、
汗
を
大
量
に
か
き
ま

し
た
。
途
中
お
茶
の
差
し
入
れ
が
あ
り
、脱
水
症
状
に
な
ら
ず
、

す
ご
く
助
か
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
「
来
場
者
の
感
想
」
と
し
て
は
、
高
知
か
ら
来
ら
れ

た
小
学
生
男
子
と
そ
の
母
親
は
、
男
の
子
が
海
保
の
フ
ァ
ン
で

地
元
で
も
巡
視
船
の
見
学
な
ど
に
頻
繁
に
行
っ
て
お
り
、「
翌

日
の
月
曜
日
は
学
校
が
休
み
な
の
で
足
を
延
ば
し
て
来
ま
し

た
。」
と
言
っ
て
い
た
。
男
の
子
が
将
来
海
上
保
安
官
に
な
る

こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。

　

波
方
海
上
技
術
短
期
大
学
校
の
学
生
２
人
連
れ
は
、雨
の
中
、

セ
ン
タ
ー
下
の
丸
田
バ
ス
停
下
車
で
歩
い
て
来
ま
し
た
。
屋
上

展
望
デ
ッ
キ
か
ら
今
治
市
内
を
一
望
し
た
か
っ
た
が
、
雨
の
た

め
開
放
し
て
な
く
、
屋
上
展
望
デ
ッ
キ
か
ら
の
一
望
は
叶
わ
ず

に
帰
り
ま
し
た
。
次
回
の
一
般
公
開
が
晴
れ
に
な
る
こ
と
を
期
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午
後
か
ら
屋
上
展
望
デ
ッ
キ
を
開
放
し
た
際
、
こ
こ
か
ら
の

眺
め
を
一
度
は
見
て
み
た
か
っ
た
と
い
う
年
配
の
女
性
は
、「
マ

ー
チ
ス
が
で
き
る
前
か
ら
今
治
に
住
ん
で
い
る
が
初
め
て
来

た
。
い
つ
死
ん
で
も
い
い
。」（
大
袈
裟
）
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

来
年
も
ま
た
来
島
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
景
色
を
見
に
来
て
く
だ
さ

い
。

　
「
い
つ
も
西
向
き
の
船
は
大
島
側
を
走
っ
て
い
る
の
に
、
こ

の
前
は
手
前
（
今
治
側
）
を
走
っ
て
い
た
が
、
な
ぜ
？
」「
初

め
て
南
流
の
時
に
航
路
を
見
た
？
」
と
か
「
潮
流
信
号
の
『
Ｓ
』

の
と
き
は
南
流
だ
か
ら
、南
か
ら
の
流
れ
な
の
に
、こ
の
前『
Ｓ
』

の
時
に
左
側
航
行
し
て
い
る
船
を
見
た
が
違
反
じ
ゃ
な
い
の

か
？
」（
風
向
と
混
同
）
等
々
、
疑
問
に
思
っ
て
い
る
来
場
者

の
方
が
多
数
お
り
、
来
島
海
峡
は
潮
の
流
れ
に
よ
り
、
航
路
の

進
行
方
向
が
逆
転
す
る
世
界
で
も
こ
こ
だ
け
の
航
法
と
な
っ
て

い
る
な
ど
、
丁
寧
に
説
明
し
、
マ
ー
チ
ス
の
業
務
に
興
味
を
持

っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。

　
「
す
ご
ー
い
、
機
械
が
い
っ
ぱ
い
。」、「
塔
が
あ
る
の
は
知
っ

て
た
け
ど
中
は
こ
ん
な
に
な
っ
て
た
ん
だ
。」、「
山
の
上
で
何

か
字
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
は
見
た
こ
と
あ
る
け
ど
ど
ん
な
意

味
で
す
か
。」、「
い
つ
も
何
人
で
船
を
監
視
し
て
い
る
ん
で
す

か
。」、「
２４
時
間
人
が
い
る
ん
で
す
か
。
何
時
間
で
交
代
す
る

ん
で
す
か
。」
な
ど
、
来
場
者
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
地

一般公開ガイドマップと音楽隊等演奏スケジュール
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よ
る
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
で
盛
り
上
げ
て
、
う
み
ま
る
で
ち
び
っ
こ
た

ち
を
と
り
こ
に
し
て
、
思
い
出
に
な
る
制
服
試
着
、
会
場
内
に

は
、
灯
台
の
パ
ネ
ル
、
海
上
保
安
官
、
管
制
官
の
募
集
ポ
ス
タ

ー
を
掲
示
し
て
、
そ
し
て
来
島
セ
ン
タ
ー
職
員
が
一
丸
と
な
っ

て
、
一
般
公
開
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

元
の
方
で
も
、
山
の
上
に
立
つ
来
島
セ
ン
タ
ー
は
、
ベ
ー
ル
に

包
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

私
一
人
で
は
、す
べ
て
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

所
長
ほ
か
た
く
さ
ん
の
方
か
ら
感
想
等
の
提
供
を
受
け
投
稿
の

記
事
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

音
楽
隊
の
す
ば
ら
し
い
演
奏
あ
り
、
プ
ラ
スfunny goo

に
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一
　
は
じ
め
に

　
「
一
に
来
島
、二
に
鳴
門
、三
と
下
が
っ
て
馬
関
瀬
戸（
関
門
）」

と
、
古
来
言
わ
れ
て
き
た
我
が
国
の
海
の
三
大
難
所
で
す
。

　

来
島
海
峡
は
、
急
流
渦
巻
き
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
船
舶
と

命
が
失
わ
れ
て
き
た
魔
の
海
峡
で
す
。

　

現
在
、
こ
の
海
峡
の
船
舶
交
通
の
安
全
と
効
率
の
向
上
を
担

っ
て
い
る
の
が
、
来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
（
来
島
マ
ー

チ
ス
）
で
す
。

二
　
来
島
海
峡
の
由
来

　

潮
流
の
向
き
に
よ
っ
て
、
右
側
通
航
と
左
側
通
航
が
入
れ
替

わ
る
順じ

ゅ
ん

中ち
ゅ
う

逆ぎ
ゃ
く

西せ
い

と
い
う
世
界
で
唯
一
の
航
法
が
と
ら
れ
、
航
海

者
の
中
で
は
世
界
的
に
も
著
名
な
「
来
島
海
峡
」
で
す
が
、
皆

さ
ん
、
そ
の
名
称
の
由
来
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

世
界
中
に
「
海
峡
」
は
た
く
さ
ん
存
在
し
ま
す
。
マ
ゼ
ラ
ン

海
峡
や
間
宮
海
峡
な
ど
発
見
者
の
名
前
が
付
い
た
海
峡
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
地
名
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

宗
谷
海
峡
、
津
軽
海
峡
、
大
隅
海
峡
、
明
石
海
峡
、
鳴
門
海
峡
、

来
島
海
峡
の
名
称
の
由
来

　
　
　
　
　
　
～
海
賊
と
来
島
マ
ー
チ
ス
～

来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
所
長
　
松
　
永
　
秀
　
雄

亀老山展望台（大島）からの来島海峡
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関
門
海
峡
な
ど
な
ど
、
海
外

で
も
ド
ー
バ
ー
海
峡
、
マ
ラ

ッ
カ
海
峡
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

海
峡
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
地
名

で
す
。

　

次
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。

来
島
海
峡
に
も
「
来
島
」
と

い
う
島
は
あ
り
ま
す
が
、
海

峡
の
外
れ
に
あ
る
全
周
八
五

〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小
さ
な

島
で
す
。
こ
の
小
さ
な
島
の

名
前
が
海
峡
全
体
を
表
す
の

に
は
ち
ょ
っ
と
違
和
感
が
あ

り
ま
せ
ん
か
。
先
日
、
当
セ
ン
タ
ー
を
来
訪
さ
れ
た
海
上
自
衛

隊
の
司
令
が
「
昔
か
ら
来
島
海
峡
の
名
称
に
は
違
和
感
が
あ
っ

て
、
馬
島
海
峡
と
呼
ぶ
方
が
し
っ
く
り
く
る
と
思
っ
て
い
た
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も
そ
の
一
人
で
す
。

　

実
は
、
来
島
海
峡
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
様
々
な
文
献

を
調
べ
て
み
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
全
く
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

探
し
方
が
悪
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
当
に
見
つ
か
ら
な

い
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
私
な
り
に
仮
説
を
立
て
て
み
て
、
歴
史
研
究
家
の

今
治
明
徳
短
期
大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
長
の
大お

お

成な
る

経つ
ね

凡ひ
ろ

先
生

に
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
説
で
問
題
な
い
旨
お
墨
付
き
を

い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

来
島
海
峡
の
名
称
に
は
村
上
海
賊
が
深
く
係
わ
っ
て
い
る
と

い
う
も
の
で
す
。

　

村
上
海
賊
と
は
、
南
北
朝
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、

広
島
県
と
愛
媛
県
に
ま
た
が
る
芸
予
諸
島
を
拠
点
に
瀬
戸
内
海

全
域
を
掌
握
し
て
い
た
海
賊
衆
で
す
。
戦
国
時
代
、「
日
本
史
」

を
記
し
た
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に「
日
本
最
大
の
海
賊
」

と
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

南北朝～戦国時代
瀬戸内海を掌握した村上海賊衆

広報いまばり令和 2年 2月号P 3 から引用
村上海賊魅力発信推進協議会提供

来島海峡
船折瀬戸

三原瀬戸
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っ
て
勝
利
し
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
、
こ
の
陶
器
を
使
っ
て
海

鮮
を
焼
く
「
法ほ

う

楽ら
く

焼や
き

」
が
当
地

の
海
賊
料
理
と
し
て
有
名
で
、

日
本
遺
産
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

美
味
で
す
の
で
、
皆
さ
ま
一
度

当
地
へ
お
い
で
下
さ
い
。

　

話
を
戻
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
戦
国
期
に
活
躍
し
た
村
上
海

賊
で
す
が
、
戦
国
末
期
に
な
る

と
、
能
島
と
因
島
の
村
上
氏
は

引
き
続
き
毛
利
に
付
い
て
い
ま
し
た
が
、
来
島
の
村
上
通み

ち

総ふ
さ

は

織
田
信
長
の
中
国
征
伐
の
際
、
羽
柴
秀
吉
の
調
略
に
応
じ
て
、

織
田
陣
営
に
付
き
ま
す
。
信
長
死
後
は
、
一
時
、
毛
利
氏
と
の

抗
争
で
窮
地
に
陥
り
、
来
島
城
を
含
む
来
島
海
峡
周
辺
の
拠
点

を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
秀
吉
の
元
で
活
躍
し
た

通
総
は
、
最
終
的
に
高
縄
半
島
西
部
の
伊
予
野
間
（
今
治
市
菊

間
町
）・
風
早
（
松
山
市
北
条
・
中
島
地
域
）
両
郡
に
一
万
四

千
石
の
領
地
を
与
え
ら
れ
、
大
名
に
出
世
し
ま
す
。
そ
し
て
、

来く
る

島し
ま

通み
ち

総ふ
さ

を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
他
の
村
上
海
賊
と
の
違
い

が
鮮
明
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
で
す
。
こ
の
海
峡
は
、
来
島
城
を
拠
点
と
す
る
海
賊
影

　

そ
の
村
上
海
賊
は
、
主
要
な
航
路
を
に
ら
む
小
島
や
岬
に
拠

点
（
海
城
）
を
設
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
特
に
三

家
の
村
上
氏
が
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
原
瀬
戸
の
因
島
に

拠
点
を
置
く
因
島
村
上
氏
、
船
折
瀬
戸
の
能
島
に
拠
点
を
置
く

能
島
村
上
氏
、
そ
し
て
、
来
島
海
峡
の
来
島
に
拠
点
を
置
く
来

島
村
上
氏
の
三
家
で
す
。

　

こ
の
三
家
は
同
族
意
識
か
ら
、
時
に
助
け
合
い
、
時
に
競
い

合
い
な
が
ら
結
束
し
て
瀬
戸
内
海
を
支
配
し
て
い
ま
し
た
。

　

村
上
海
賊
の
全
盛
期
は
戦
国
期
で
す
。
歴
史
上
の
著
名
な
活

躍
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
大
大
名
と
な
る
毛
利
氏
の
礎

と
な
っ
た
一
五
五
五
年
の
毛
利
元
就
ＶＳ
陶
晴
賢
の
「
厳
島
の
戦

い
」
で
す
。
こ
の
戦
い
に
お
い
て
村
上
海
賊
は
、
毛
利
及
び
陶

両
陣
営
か
ら
援
軍
の
要
請
を
受
け
ま
す
が
、
誠
意
の
差
で
毛
利

に
付
き
、
敗
戦
濃
厚
な
毛
利
勢
を
勝
利
に
導
い
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
も
う
一
つ
が
織
田
信
長
の
石
山
本
願
寺
攻
め
に
お
け
る

一
五
七
六
年
の
「
第
一
次
木
津
川
口
の
戦
い
」
で
す
。
本
屋
大

賞
を
受
賞
し
た
和
田
竜
著
の
「
村
上
海
賊
の
娘
」
で
描
か
れ
て

い
ま
す
の
で
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
織
田
勢

に
包
囲
さ
れ
た
石
山
本
願
寺
を
救
う
た
め
、
反
織
田
派
の
毛
利

氏
の
懇
願
に
応
じ
た
村
上
海
賊
三
家
が
、
兵
糧
を
運
び
込
む
た

め
織
田
軍
勢
と
海
戦
し
、
村
上
海
賊
の
炮ほ

う

烙ら
く

玉だ
ま

（
火
薬
を
入
れ

た
陶
器
の
手
榴
弾
）
が
威
力
を
発
揮
し
、
織
田
船
団
を
焼
き
払

写真提供：今治市

日本遺産「法楽焼」
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は
、近
代
海
軍
の
前
身
と
評
価
す
る
見
方
が
強
か
っ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
水
軍
」
で
は
彼

ら
の
多
様
な
活
動
を
表
現
で
き
な
い
た
め
、
最
近
で
は
当
時

の
古
文
書
な
ど
に
見
え
る
「
海
賊
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る

こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
般
に
「
海
賊
」
と
聞
け

ば
、
理
不
尽
に
船
を
襲
い
金
品
を
略
奪
す
る
無
法
者
、
い
わ

ゆ
る
「
パ
イ
レ
ー
ツ
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、展
示
室
を
め
ぐ
る
と
き
、「
海
賊
」と
呼
ば
れ
た
人
々

が
、
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
な
か
っ
た
時

代
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。』

　

ま
た
、
令
和
三
年
三
月
発
行
の
村
上
海
賊
魅
力
発
信
推
進
協

議
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
日
本
海
賊
会
議
」
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

　
『
村
上
海
賊
は
、よ
く
「
村
上
水
軍
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

戦
時
に
は
海
上
で
の
軍
事
活
動
に
従
事
す
る
「
水
軍
」
と
し

て
も
活
躍
し
ま
し
た
が
、
平
時
に
は
自
ら
の
ナ
ワ
バ
リ
を
通

過
す
る
船
か
ら
通
航
料
を
徴
収
す
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い

ま
し
た
。
時
代
は
戦
国
。
通
航
料
の
支
払
い
に
応
じ
な
い
船

に
は
容
赦
な
く
制
裁
を
加
え
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
一
方
で
、

通
航
料
さ
え
収
め
れ
ば
、
関
所
を
無
事
に
通
過
さ
せ
る
ど
こ

ろ
か
、海
賊
が
「
上
乗
り
」
し
て
水
先
案
内
や
警
固
を
行
い
、

あ
る
い
は
「
過か

所し
ょ

船せ
ん

旗き

」
と
呼
ば
れ
る
旗
を
渡
し
て
、
津
々

浦
々
に
潜
む
海
賊
か
ら
危
害
を
加
え
ら
れ
な
い
よ
う
、
安
全

響
下
の
海
峡
だ
っ
た
こ
と
で
、「
来
島
海
峡
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
海
賊
が
い
な
く
な
っ
た

江
戸
時
代
以
降
も
、
来
島
・
小
島
の
両
島
は
来
島
村
と
し
て
継

承
さ
れ
、
島
民
は
海
を
生
業
に
生
計
を
立
て
て
い
ま
す
。

三
　
村
上
海
賊
と
マ
ー
チ
ス

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
村
上
海
賊
」
と
い
う
呼
称
で
説
明
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
中
に
は
、「
う
ん
？
村
上
海

賊
？
村
上
水
軍
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
芸
予
地
域
で
も
ひ
と
昔
前
ま
で
は
「
村
上
水
軍
」
と
い

う
呼
称
で
し
た
が
、
今
は
「
村
上
海
賊
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
般

的
で
す
。
平
成
二
十
八
年
に
認
定
さ
れ
た
日
本
遺
産
も
「
村
上

海
賊
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
大
島
に
所
在
す
る
「
村
上
海
賊

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
も
「
村
上
水
軍
博
物
館
」
か
ら
改
称
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

水
軍
で
は
な
く
、「
海
賊
」
と
呼
称
す
る
に
は
理
由
が
あ
り

ま
す
。

　

村
上
海
賊
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
公
式
Ｈ
Ｐ
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

　
『
と
こ
ろ
で
昨
今
で
は
、彼
ら
を
「
村
上
水
軍
」
で
は
な
く
、

「
村
上
海
賊
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。「
水
軍
」
は
江
戸
時
代

以
降
に
用
い
ら
れ
た
呼
称
で
あ
り
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
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が
、
朝
鮮
出
兵
の
際
、
鳴ミ

ョ
ン

梁リ
ャ
ン

海
戦
に
お
い
て
通
総
が
討
ち
死
に

し
ま
す
。
跡
を
継
い
だ
長な

が

親ち
か

は
、
関
ケ
原
の
戦
い
で
西
軍
に
付

き
敗
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
の
役
に
て
通
総
と
と
も

に
戦
っ
た
福
島
正
則
が
本
田
正
信
を
通
じ
て
徳
川
家
康
に
と
り

な
し
て
、
家
康
か
ら
水
軍
か
ら
足
を
洗
う
こ
と
を
条
件
に
許
さ

れ
、
海
の
な
い
豊
後
森
藩
（
大
分
県
）
に
移
封
さ
れ
ま
す
。
二

代
目
藩
主
の
通み

ち

春は
る

が
姓
を
「
来
島
」
か
ら
「
久く

留る

島し
ま

」
に
改
め

ま
す
。
こ
こ
に
村
上
海
賊

の
終
焉
を
迎
え
ま
す
が
、

久
留
島
家
は
明
治
維
新
ま

で
平
和
に
存
続
し
ま
す
。

童
謡
「
夕
や
け
小
や
け
」

の
作
詞
者
で
も
あ
る
童
話

作
家
の
「
久
留
島
武
彦
」

翁
は
久
留
島
家
の
末
裔

で
、
上
皇
陛
下
は
幼
い
頃

に
武
彦
翁
の
口
演
童
話
を

お
聞
き
に
な
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

人
気
時
代
小
説
家
の

「
佐
伯
泰
英
」
先
生
の
作

品
に
、「
酔
い
ど
れ
小
籐

な
通
航
を
保
障
し
ま
し
た
。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
も
「
能
島

殿
」
か
ら
こ
の
旗
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま

す
。
現
在
、「
海
賊
」
と
聞
い
て
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る

よ
う
な
、
理
不
尽
に
船
を
襲
っ
て
略
奪
を
繰
り
返
す
西
洋
の

「
パ
イ
レ
ー
ツ
（P

irates

）」
や
現
代
の
海
賊
と
は
異
な
り
、

航
海
の
安
全
を
保
障
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
た
村
上
海
賊
。

航
海
す
る
者
た
ち
に
恐
れ
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、

瀬
戸
内
海
交
通
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
不
可
欠
な
存
在
だ
っ

た
の
で
す
。』

　

も
う
皆
様
お
分
か
り
で
す
ね
。
村
上
海
賊
が
担
っ
て
い
た
船

舶
交
通
の
安
全
の
確
保
と
い
う
任
務
の
一
翼
を
、
現
在
、
私
ど

も
「
来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
」
が
、
そ
の
海
賊
の
名
前

と
と
も
に
引
き
継
い
で
い
る
わ
け
で
す
。

四
　
そ
の
後
の
村
上
海
賊

　

戦
国
期
に
水
軍
と
し
て
活
躍
し
た
村
上
海
賊
は
、
一
五
八
七

年
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
海
賊
停
止
令
に
よ
っ
て
従
来
の
よ
う
な

活
動
が
で
き
な
く
な
り
海
賊
衆
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
す
。
能
島
及
び
因
島
の
村
上
氏
は
毛
利
家
の
家
臣
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
屋
代
島
（
周
防
大
島
）
及
び
周
防
三
田
尻
に
移
り
、
江

戸
時
代
に
は
長
州
藩
の
船
手
組
と
し
て
生
き
残
り
ま
す
。一
方
、

来
島
氏
は
秀
吉
の
下
で
水
軍
と
し
て
功
績
を
上
げ
て
い
き
ま
す

村上海賊の終焉村上海賊の終焉

屋代島

豊後森

来島

能島三田尻

因島
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次
留
書
」
と
い
う
人
気
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
数
年
前
に
Ｎ

Ｈ
Ｋ
が
竹
中
直
人
主
演
で
ド
ラ
マ
化
し
て
い
ま
し
た
の
で
ご
覧

に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
豊
後
森
藩
江
戸

下
屋
敷
の
厩う

ま
や

番ば
ん

の
初
老
の
「
赤
目
小
籐
次
」
が
、
来
島
水
軍
伝

来
の
揺
れ
る
小
舟
の
上
で
も
戦
え
る
足
腰
の
強
い
秘
剣
来
島
流

剣
術
を
駆
使
し
て
江
戸
で
大
活
躍
す
る
と
い
う
痛
快
活
劇
で

す
。
そ
の
元
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
来
島
海
峡
」
で
す
。

五
　
お
し
ま
い

　

こ
こ
、マ
ー
チ
ス
庁
舎
か
ら
、急
流
渦
巻
く
来
島
海
峡
を
日
々

眺
め
て
い
る
と
、「
兵
ど
も
の
夢
の
あ
と
」
を
し
み
じ
み
感
じ

ま
す
。
時
代
を
駆
け
抜
け
た
「
村
上
海
賊
」。
そ
の
船
舶
交
通

の
安
全
を
守
る
と
い
う

精
神
を
受
け
継
い
で
い

る
こ
と
を
、
私
ど
も
職

員
一
同
感
じ
な
が
ら
、

日
々
業
務
に
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
監
修　

今
治
明
徳
短
期

大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ

ー
長　

大
成
経
凡
先
生
）

来島通総の居城があった来島

日本遺産村上海賊公式ＨＰから日本遺産村上海賊公式ＨＰから

うね狂う潮流に囲まれた天然の要塞

尻屋埼の参観状況尻屋埼の参観状況

入道埼の参観状況入道埼の参観状況

★尻屋埼灯台は下記の通り参観いたします★
　参観期間　令和 5 年 4 月 8 日（土）～
　　　　　　令和 5 年11月 5 日（日）
　参観時間　 9 時～16時
　　　　　※ 4 月30日までは 9 時～15時
　燈光会尻屋埼支所　☎ 0175-47-2889

★入道埼灯台は下記の通り参観いたします★
　参観期間　令和 5 年 4 月 8 日（土）～
　　　　　　令和 5 年11月 5 日（日）
　参観時間　 9 時～16時
　　　　　※ 4 月 8 日～10月15日 土日等は
　　　　　　 9 時から16時30分
燈光会入道埼支所　☎ 090-1931-9706

尻屋埼灯台

むつ市

八戸市
青森市

★
★

★
★

青青  

森森  

県県

令和５年  尻屋埼灯台令和５年  尻屋埼灯台及び及び入道埼灯台参観開始入道埼灯台参観開始についてについて

入道埼灯台 大館市★

男鹿市

★秋田市

★

秋 田 県秋 田 県
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能
登
観
音
埼
灯
台
：
石
川
県
七
尾
市
（
観
音
埼
）

　

七
尾
湾
入
口
の
崎
山
半
島
先
端
に
七
尾
港
の
向
進
目
標
と
し

て
１
９
１
４
年
（
大
正
３
年
）
1
月
2７
日
、「
七
尾
湾
口
燈
台
」

と
し
て
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
を
使
用
し
た
灯
火
を
初
点
灯
。
１
９

６
６
年
（
昭
和
４1
年
）
６
月
1
日
、「
能
登
観
音
埼
灯
台
」
に

名
称
変
更
。

　

七
尾
市
崎
山
地
区
の
皆
様
は
、
能
登
観
音
埼
灯
台
の
固
有
名

称
は
使
わ
ず
、
親
し
み
を
込
め
て
「
崎さ

き

山や
ま

灯と
う

台だ
い

」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

１
　
灯
台
守
と
地
元
住
民
の
絆

　

岬
の
先
端
で
働
い
て
い
た
灯
台
守
は
、
極
め
て
不
便
な
生
活

環
境
と
困
難
な
勤
務
条
件
下
で
も
、
燈
台
の
灯
り
は
決
し
て
消

さ
な
い
と
い
う
「
守
燈
精
神
」
を
心
に
秘
め
て
任
務
を
遂
行
し

て
き
ま
し
た
。
七
尾
湾
口
燈
台
か
ら
能
登
観
音
埼
灯
台
に
名
称

は
変
わ
っ
て
岬
の
先
端
で
生
活
す
る
灯
台
守
は
、
地
元
人
た
ち

と
苦
楽
を
共
に
し
て

き
ま
し
た
。

　

地
元
の
年
配
者
か

ら
、
灯
台
長
の
奥
様

が
地
元
幼
稚
園
の
先

生
だ
っ
た
頃
、「
灯

台
は
楽
し
い
遊
び
場

の
一
つ
だ
っ
た
。」と

語
り
継
が
れ
て
い
ま

す
。

　

昭
和
５０
年
（
１
９

７
５
年
）
に
能
登
観

音
埼
灯
台
が
無
人
化

さ
れ
て
も
、
七
尾
海
上
保
安
部
職
員
と
崎
山
地
区
の
皆
様
と
の

深
い
絆
は
続
い
て
い
ま
す
。

崎さ
き

山や
ま

灯
台
物
語
に
新
た
な
ペ
ー
ジ
追
加

七
尾
海
上
保
安
部

能登観音埼灯台と旧鵜浦航路標識事務所
1975年（昭和50年）
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２
　
崎
山
灯
台
ま
つ
り

　

能
登
観
音
埼
灯
台
の
点
灯
８０
周
年
を
記
念
し
て
、
１
９
９
４

年
（
平
成
６
年
）
か
ら
、
地
元
の
崎
山
地
区
の
皆
様
と
七
尾
海

上
保
安
部
職
員
に
よ
り
「
崎
山
灯
台
ま
つ
り
」
を
毎
年
５
月
第

４
日
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
崎
山
灯
台
ま
つ
り
」
は
、

一
日
灯
台
長
の
委
嘱
、
灯
台

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
、
豊
年
太

鼓
の
演
奏
、よ
さ
こ
い
踊
り
、

灯
台
鍋
の
配
布
や
そ
の
日
取

れ
た
魚
の
即
売
会
な
ど
の
催

し
が
行
わ
れ
老
若
男
女
問
わ

ず
大
勢
の
人
々
で
賑
わ
い
ま

し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
過
去
３

年
間
は
、
未
実
施
と
な
っ
て

い
ま
す
。

３
　
北
星
小
学
校

　

七
尾
市
崎
山
地
区
に
あ
る

北
星
小
学
校
に
通
う
子
供

は
、「
崎
山
灯
台
ま
つ
り
」

に
よ
り
、
自
然
と
灯
台
に
親

し
み
を
持
つ
心
が
醸
成
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て
小

学
校
を
卒
業
し
て
、
成
人
と

な
り
、
親
に
な
っ
て
も
、
そ

能登観音埼灯台能登観音埼灯台

七尾海上保安部七尾海上保安部
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し
、
未
来
の
自
分
へ
の
手
紙
や
思
い
出
の
品
の
入
っ
た
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
を
預
か
り
ま
し
た
。

６�

　
灯
台
で
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
保
管

　

２
０
１
５
年
（
平
成
2７
年
）、
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
を
、
能
登

観
音
埼
灯
台
に
保
管
し
、
成
人
式
に
開
封
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

先
日
、北
星
小
学
校
の
閉
校
式
典
を
担
当
し
た
保
護
者
か
ら
、

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
裏
話
を
伺
い
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　

当
時
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
予
算
で
は
、
土
に
埋
め
る
タ
イ
プ
の
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
は
高
価
で
買
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

な
ん
と
か
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
の
密
封
容
器
を
学
年
分

用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
も

の
の
、
肝
心
な
保
管
場
所
を

ど
こ
に
す
る
か
迷
っ
て
い
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
当
時
の
保
安
部

職
員
に
相
談
す
る
と
「
灯
台

の
絵
画
を
描
き
、
灯
台
ま
つ

り
で
笑
顔
を
く
れ
た
子
供
た

ち
の
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
タ

の
子
供
が
北
星
小
学
校
に
通
う
こ
と
で
、
自
然
に
灯
台
に
親
し

み
を
持
つ
人
々
が
増
え
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
土
地
柄
な
の
で

す
。

４�

　
能
登
観
音
埼
灯
台
１
０
０
周
年
記
念
行
事

　

能
登
観
音
埼
灯
台
１
０
０
周
年
記
念
行
事
で
は
、
本
部
の
協

力
を
得
て
、
国
会
議
員
や
市
長
を
招
待
す
る
大
掛
か
り
な
行
事

が
模
様
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
事
務
担
当
者
に
話
を
聞
く
と
「
本
来
業
務
と
並
行
し

て
、
記
念
行
事
を
進
め
る
事
務
は

本
当
に
大
変
だ
っ
た
。
し
か
し
、

式
典
で
地
元
の
皆
様
の
笑
顔
を
見

て
疲
れ
が
吹
っ
飛
ん
だ
。」
と
懐

か
し
そ
う
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

５
　
北
星
小
学
校
閉
校

　

少
子
化
の
影
響
に
よ
り
、
２
０

１
５
年
（
平
成
2７
年
３
月
）、
北

星
小
学
校
は
、
統
廃
合
の
た
め
閉

校
と
な
り
ま
し
た
。

　

北
星
小
学
校
の
閉
校
記
念
式
典

に
七
尾
海
上
保
安
部
職
員
も
参
列

能登観音埼灯台に保管したタイムカプセル
（プラスチック製の密封容器）
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望
台
」
が
設
置
さ
れ
、
地
元
以
外
の
方
々
も
観
音
埼
か
ら
の
絶

景
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

８
　
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
開
封

　

２
０
２
３
年
（
令
和
５
年
）
1
月
８
日
、
七
尾
市
「
は
た
ち

の
つ
ど
い
」
の
式
典
後
、崎
山
地
区
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、

別
室
が
準
備
さ
れ
、
そ
こ
で
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
開
封
式
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

開
封
式
準
備
中
、
北
星
小
学
校
の
閉
校
式
典
を
担
当
し
た
保

護
者
か
ら
、「
今
回
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
開
封
式
に
出
席
し
て

頂
く
だ
け
で
な
く
、
綺
麗
な
灯
器
を
準
備
し
て
、
返
還
の
演
出

イ
ム
カ
プ
セ
ル
は
、
喜
ん
で
灯
台
で
保
管
し
ま
す
。」
と
言
っ

て
頂
い
た
の
で
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

７
　
灯
台
愛
が
形
に

　

北
星
小
学
校
が
閉
校

に
な
っ
て
も
、
崎
山
地

区
の
方
々
に
よ
る
灯
台

周
辺
の
清
掃
、
夜
間
イ

ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
点
灯

な
ど
灯
台
愛
は
継
続
さ

れ
ま
し
た
。

　

崎
山
地
区
の
皆
様
の

灯
台
愛
が
、
日
本
ロ
マ

ン
チ
ス
ト
協
会
及
び
日

本
財
団
（
海
と
日
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
）に
届
き
、

２
０
１
９
年
、
能
登
観

音
埼
灯
台
は
「
恋
す
る

灯
台
」
に
認
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
灯
台
近
傍

に
「
ベ
ン
チ
」
と
「
展

灯ろうの鍵を開封する新成人

展望台

ベンチ

恋する灯台
認定書

灯台
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（
こ
ぼ
れ
話
）

　
観
音
埼
の
名
を
も
つ
灯
台
は
、
東
京
湾
浦

賀
水
道
を
眼
下
に
置
く
「
観
音
埼
灯
台
」、

沖
縄
県
石
垣
港
へ
の
船
舶
の
安
全
を
見
守
る

「
琉
球
観
音
埼
灯
台
」、
そ
し
て
、
能
登
半
島

七
尾
湾
の
指
標
と
な
る「
能
登
観
音
埼
灯
台
」

の
３
カ
所
あ
り
ま
す
。

を
し
て
頂
い
た
こ
と
に
感
謝

し
ま
す
。」
と
お
礼
を
頂
き

ま
し
た
。

　

間
髪
入
れ
ず
、「
展
示
用

の
２
０
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
灯

ろ
う
に
写
真
を
入
れ
、
鍵
を

付
け
、
開
封
す
れ
ば
、
新
成

人
も
喜
ぶ
の
で
は
な
い
か
と

と
い
う
ア
イ
デ
ア
と
さ
ら
に

休
み
時
間
に
灯
器
を
綺
麗
に

整
備
し
た
の
は
交
通
課
長
で

す
。」
と
種
明
か
し
を
し
ま
し
た
。

　

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
中
身
を
テ
ー
ブ
ル
に
並
べ
る
と
懐
か
し

い
思
い
出
の
品
や
自
分
宛
の
手
紙
を
見
て
喜
ぶ
新
成
人
、
保
護

者
並
び
に
崎
山
地
区
の
方
々
笑
顔
を
も
ら
い
、
光
栄
な
ひ
と
時

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
崎
山
灯
台
物
語
に
新
た
な
ペ
ー
ジ
を
追
加
で
き
る
よ

う
地
域
連
携
を
継
続
し
ま
す
。

 

（
完
）
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は
じ
め
に

　

函
館
海
上
保
安
部
が
管
理
す
る
葛
登
支
岬
灯
台
は
、
津
軽
海

峡
に
面
し
、
函
館
市
の
西
方
に
位
置
す
る
小
高
い
丘
の
上
に
建

設
さ
れ
て
お
り
、
津
軽
海
峡
を
航
行
す
る
船
舶
の
重
要
な
指
標

で
あ
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
は
、
青
函
連
絡
船
が
函
館
港
に
入

港
す
る
際
の
針
路
目
標
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
灯
台
に
は
、
世
界
的
に
も
非
常
に
珍
し
い
明
暗
光
を
発

す
る
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
形
状
や

製
造
工
程
に
は
技
術
的
な
謎
が
多
く
、
そ
の
芸
術
的
な
曲
線
美

と
と
も
に
、
プ
リ
ズ
ム
や
レ
ン
ズ
の
設
計
と
製
造
に
携
わ
っ
た

多
く
の
関
係
者
の
関
心
を
呼
ん
で
き
た
。

　

こ
の
レ
ン
ズ
は
、
１
８
８
５
年
（
明
治
１８
年
）
に
フ
ラ
ン
ス

か
ら
輸
入
さ
れ
、BA

BIERFEN
EST

RE

社
が
製
造
し
た
と

い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
灯
台
技
師
の

ア
ラ
ン
・
ブ
レ
ブ
ネ
ル
が
設
計
に
携
わ
っ
た
と
い
う
説
か
ら

「
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
平
成
2９
年

９
月
号
の
本
誌
で
灯
台
研
究
生
氏
が
紹
介
し
て
い
る
と
お
り
、

ブ
レ
ブ
ネ
ル
が
設
計
に
携
わ
っ
た
と
い
う
記
録
や
歴
史
的
な
記

述
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
生
い
立
ち
か
ら
し
て
謎
に
包

ま
れ
て
い
る
。

　　

こ
の
レ
ン
ズ
の
光
学
的
な
性
能
や
幾
何
学
的
な
理
論
に
つ
い

て
は
、
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
技
術
第
三
課
に
所
属
し
て
い
た
藤

原
政
文
氏
が
、
昭
和
6１
年
に
発
行
さ
れ
た
「
航
路
標
識
技
術
要

報
第
2５
号
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
技
術
は
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
に
工
場
時
代
か
ら
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
、
パ

ソ
コ
ン
の
普
及
に
伴
っ
て
改
良
さ
れ
て
き
た
も
の
を
ベ
ー
ス
と

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

藤
原
氏
の
文
献
は
、
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
中
帯
部
の
折
射
プ
リ

ズ
ム
と
外
帯
部
の
反
射
プ
リ
ズ
ム
の
設
計
を
、
石
川
源
治
氏
が

大
正
３
年
に
著
し
た
「
燈
臺
」
の
理
論
に
沿
っ
て
丁
寧
に
紹
介

し
て
お
り
、
更
に
、
葛
登
支
岬
灯
台
の
レ
ン
ズ
に
つ
い
て
、
明

暗
光
を
作
る
た
め
の
水
平
面
で
の
折
射
技
術
に
つ
い
て
も
解
説

　

葛
登
支
岬
灯
台
用
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
謎

対
馬
の
灯
台
研
究
生
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ら
研
磨
し
、
ど
の
よ
う
に
カ
ッ
ト
し
て
リ
ン
グ
を
形
成
し
、
ど

の
よ
う
に
し
て
仕
上
げ
た
の
か
が
第
一
の
謎
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
の
謎
は
、
レ
ン
ズ
上
部
の
反
射
プ
リ
ズ
ム
（
外
帯
）
の

形
状
に
あ
り
、
第
１
プ
リ
ズ
ム
よ
り
第
2
プ
リ
ズ
ム
の
方
が
外

側
へ
膨
ら
み
、
第
３
、
第
４
プ
リ
ズ
ム
は
更
に
外
側
へ
膨
ら
ん

で
、
第
５
プ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
初
め
て
内
側
へ
と
移
行
し
て
い

る
点
に
あ
る
。

　

外
帯
レ
ン
ズ
全
体
の
形
状
と
し
て
、
ま
る
で
モ
ス
ク
の
屋
根

や
ニ
ン
ニ
ク
の
よ
う
な
丸
い
曲
線
を
描
い
て
い
る
が
、
フ
レ
ネ

ル
レ
ン
ズ
の
幾
何
学
的
条
件
と
理
論
式
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な

形
状
に
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
意

図
を
も
っ
て
設
計
に
手
が
加
え
ら
れ
、
本
来
の
設
計
手
法
と
は

異
な
る
手
法
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
何
の
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
こ
の
曲
線
を
表
現
し
た
の
か
と
い
う

点
が
第
二
の
謎
と
な
っ
て
い
る
。

　　

更
に
最
大
の
謎
は
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
特
殊
な
レ
ン
ズ
が

他
に
も
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
多
く
の
関

係
者
が
「
お
そ
ら
く
世
界
に
１
基
だ
け
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
実
態
解
明
に
は
、
歴
史
的
事
実
の
グ
ロ
ー
バ

ル
な
調
査
結
果
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
基
本
式
は
初
心
者
に
も
理
解
し
や
す
い

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
反
面
、
近
似
式
の
扱
い
に
ラ
フ
な
設
定
も
あ
り
、
式
中

に
誤
記
や
未
定
義
の
記
号
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ａ
Ｄ

ソ
フ
ト
を
使
っ
た
精
密
な
作
図
が
可
能
と
な
っ
た
現
代
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
設
計
精
度
を
Ｃ
Ａ
Ｄ
で
精
査
し
、
更
な
る
精
度
の

向
上
と
理
論
式
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

特
に
設
計
精
度
を
大
き
く
左
右
す
る
プ
リ
ズ
ム
の
余
剰
厚
さ

「
ｅ
」
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
葛
登
支
岬
灯
台
の
レ
ン
ズ
は
通

常
の
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
３
倍
以
上
の
厚
さ
で
設
計
さ
れ
て
い

る
た
め
、
大
き
な
設
計
誤
差
が
生
じ
や
す
く
、
高
い
精
度
の
修

正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
藤
原
氏
の
文
献
は
、
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
設
計
理
論
に

基
づ
い
て
葛
登
支
岬
灯
台
の
レ
ン
ズ
の
光
学
的
な
理
論
を
解
説

し
て
お
り
、
加
え
て
、
そ
の
製
造
方
法
に
つ
い
て
も
考
察
し
て

い
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
異
な
る
2
種
類
の
素
材
を

リ
ン
グ
状
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
研
磨
す
る
工
法
」
は
現
実
的
に
は

極
め
て
困
難
で
あ
り
、
素
材
の
硬
度
の
違
い
が
プ
リ
ズ
ム
両
端

の
変
形
を
招
く
も
の
と
考
え
る
。

　

従
っ
て
、
そ
の
製
造
工
程
は
ガ
ラ
ス
素
材
だ
け
で
リ
ン
グ
を

形
成
し
て
研
磨
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
ど
の
面
か
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こ
の
よ
う
に
、
葛
登
支
岬
灯
台
の
レ
ン
ズ
に
は
設
計
者
の
心

理
を
く
す
ぐ
る
謎
が
多
く
、「
何
と
か
少
し
で
も
謎
に
迫
っ
て

み
た
い
！
」
と
い
う
意
欲
を
掻
き
立
て
て
く
る
。

　

長
年
に
わ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
海
上
保
安
庁
を
定
年
退

職
す
る
に
当
た
り
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の

設
計
理
論
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、
更
に
設
計
精
度
を
向
上
さ

せ
、
技
術
資
料
と
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
を
思
い
立
ち
、
併
せ

て
、
葛
登
支
岬
灯
台
用
レ
ン
ズ
の
謎
の
解
明
に
も
取
り
組
ん
だ

の
で
、
本
誌
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
ご
紹
介
し
た
い
。

　

な
お
、
技
術
資
料
は
以
下
の
構
成
で
作
成
す
る
こ
と
と
し
、

定
年
退
職
後
の
再
任
用
勤
務
で
、
空
い
た
時
間
を
利
用
し
た
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
組
ん
だ
の
で
、
４
年
近
い
歳
月
を
要

し
た
が
、
当
初
の
目
標
と
し
て
い
た
④
の
「
謎
の
解
明
」
ま
で

は
仕
上
が
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
中
間
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。①　

石
川
源
治
著
作
の
「
燈
台
」
の
再
編
集
（
現
代
語
訳
）

②　

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
技
術
第
三
課
で
継
承
さ
れ
て
き
た

設
計
理
論
の
復
元
及
び
精
度
向
上

③　

設
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
復
元
（Excel

の
Ｖ
Ｂ
Ａ
を
使
用
）

④　

葛
登
支
岬
灯
台
用
レ
ン
ズ*

１
に
秘
め
ら
れ
た
謎
の
解

明
（
形
状
、
製
造
工
程
等
）

　

ま
た
、
第
二
の
謎
に
関
し
て
は
、
設
計
者
が
何
ら
か
の
意
図

を
も
っ
て
形
状
を
変
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
発
想
の
前
段
と

し
て
、
試
作
品
が
設
計
又
は
製
造
さ
れ
た
可
能
性
も
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
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間
違
い
な
い
の
で
、
研
磨
工
程
を
藤
原
氏
と
逆
に
し
、
外
側
の

面
か
ら
先
に
研
磨
す
る
よ
う
作
図
し
た
と
こ
ろ
、
全
て
の
工
程

が
ピ
タ
リ
と
一
致
し
た
。

　
工
程
１

　
　

ガ
ラ
ス
素
材
を
平
坦
な
「
す
く
め
台
」
に
乗
せ
て
炉
で
熱

し
、
素
材
を
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
三
角
形
の
「
す
く
め
板
」

を
使
用
し
て
大
ま
か
な
断
面
形
成
し
た
後
、
同
じ
炉
の
中
で

熱
し
て
お
い
た
曲
加
工
台
に
乗
せ
換
え
、
上
か
ら
加
工
棒
で

押
さ
え
て
円
弧
状
に
曲
げ
加
工
す
る
。

　
　

こ
の
工
程
を
繰
り
返
し
、
レ
ン
ズ
１
段
分
に
相
当
す
る
１2

本
の
プ
リ
ズ
ム
素
材
を
確
保
す
る
。

　
工
程
２

　
　

前
工
程
で
加
工
し
た
素
材
は
、
仕
上
が
り
に
対
し
て
無
駄

な
体
積
が
多
す
ぎ
る
の
で
、
研
磨
工
程
を
短
縮
す
る
た
め
に

無
駄
な
部
分
を
小
型
ハ
ン
マ
ー
で
欠
き
落
と
す
。

　
　

こ
の
欠
き
落
と
す
作
業
は
極
め
て
繊
細
な
工
程
で
あ
り
、

下
手
を
す
る
と
素
材
が
大
き
く
割
れ
て
し
ま
う
の
で
、
熟
練

し
た
職
人
が
ガ
ラ
ス
の
目
を
読
み
な
が
ら
割
れ
な
い
よ
う
に

少
し
ず
つ
欠
き
落
と
す
。

　
　

こ
う
し
て
大
ま
か
に
プ
リ
ズ
ム
状
に
形
成
さ
れ
た
素
材

は
、
荒
擦
り
用
の
回
転
台
に
乗
せ
、
二
人
が
か
り
で
前
後
左

右
に
動
か
し
な
が
ら
各
面
を
荒
擦
り
す
る
。

⑤　

プ
リ
ズ
ム
製
造
工
程
の
解
説
（
素
材
の
特
性
、
曲
げ
・

切
断
・
研
磨
工
程
、
検
査
方
法
等
）

＊ 

注
１
：
燈
光
誌
第
62
巻
・
第
５
号
（
平
成
2９
年
９
月
号
）
の

投
稿
「
葛
登
支
岬
灯
台
（
後
編
）
に
お
い
て
、
灯
台
研
究
生

氏
が
「
こ
の
灯
台
の
レ
ン
ズ
を
ア
ラ
ン
・
ブ
レ
ブ
ネ
ル
氏
が

設
計
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
」
と
い
う
旨
を
報
告
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
通
常
の
フ
レ
ネ
ル
レ

ン
ズ
と
葛
登
支
岬
灯
台
用
レ
ン
ズ
を
区
別
す
る
た
め
、
以
後
、

葛
登
支
岬
灯
台
用
レ
ン
ズ
を
あ
え
て
「
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
」

と
し
て
扱
う
。

　
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
謎

第
一
の
謎
「
製
造
工
程
」

　

こ
の
レ
ン
ズ
の
製
造
に
係
る
各
プ
リ
ズ
ム
の
加
工
工
程
は
、

Ｃ
Ａ
Ｄ
ソ
フ
ト
を
使
っ
た
作
図
行
程
に
お
い
て
、
拍
子
抜
け
す

る
ほ
ど
簡
単
に
解
明
で
き
た
。

　

藤
原
氏
の
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
研
磨
工
程
は
、
前
述
の

と
お
り
プ
リ
ズ
ム
端
部
の
変
形
を
招
く
の
で
現
実
的
に
は
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
が
、
プ
リ
ズ
ム
素
材
を
リ
ン
グ
状
に

接
続
し
、
回
転
台
を
使
用
し
た
回
転
運
動
で
研
磨
し
た
こ
と
は
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帯
部
に
あ
っ
て
は
上
１３
段
分
と
下
４
段
分
を
繰
り
返
し
、
レ
ン

ズ
を
構
成
す
る
合
計
４
０
８
個
の
プ
リ
ズ
ム
を
製
作
し
、
規
則

ど
お
り
に
骨
子
に
配
列
す
る
と
別
図
─
３
に
示
す
レ
ン
ズ
が
完

成
す
る
。

　
第
二
の
謎
「
外
帯
部
の
膨
ら
み
」

　

結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
直
感
し
た
と
お
り
、
ブ
レ
ブ
ネ

ル
レ
ン
ズ
を
理
論
ど
お
り
に
設
計
す
る
と
、
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ

と
同
様
に
外
帯
部
は
焦
点
方
向
に
向
か
っ
て
徐
々
に
内
側
へ
移

動
す
る
の
で
、
全
体
と
し
て
円
錐
状
の
形
状
と
な
り
、
実
物
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
膨
ら
み
は
生
じ
な
い
。（
別
図
─
４
）

　

こ
れ
は
、
外
帯
プ
リ
ズ
ム
の
基
準
点
と
な
る
Ａ
点
は
ｘ
座
標

がx
=
FA

・cosσ

で
表
さ
れ
、
上
段
の
プ
リ
ズ
ム
ほ
ど
Ｆ
Ａ

は
長
く
な
る
も
の
の
、
角
度
σ
の
値
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
よ

る
ｘ
座
標
値
の
減
少
幅
が
上
回
り
、
加
え
て
、∠

CA
B

の
値

も
上
段
に
な
る
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
Ｂ
点
の
ｘ
座
標
値
も
減
少

す
る
も
の
で
、
そ
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
外
帯
プ
リ
ズ
ム
の
外

側
は
上
段
に
な
る
ほ
ど
徐
々
に
内
側
に
入
り
込
み
、
外
側
へ
は

膨
ら
ま
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
葛
登
支
岬
灯
台
に
設
置
さ
れ
て
い
る
実
際
の
ブ

レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
は
、
外
帯
部
が
外
側
へ
膨
ら
ん
で
曲
線
を
描

　
工
程
３
（
別
図
─
１
上
）

　
　

荒
擦
り
を
終
え
た
プ
リ
ズ
ム
素
材
は
、
中
帯
部
に
あ
っ
て

は
焦
点
Ｆ
に
対
す
る
中
心
角
を
60
度
で
、
外
帯
部
は
中
心
角

60
度
（
No 
１
の
み
）
又
は
９0
度
（
No 

2
～
１３
）
で
そ
れ
ぞ

れ
切
断
す
る
。

　
　

各
素
材
は
中
帯
部
に
あ
っ
て
は
6
個
を
、
外
帯
部
は
6
個

又
は
４
個
（
No 
2
～
１３
）
を
回
転
研
磨
台
の
上
に
同
心
円

の
リ
ン
グ
状
に
固
定
し
て
射
出
面
を
研
磨
し
、
併
せ
て
、
上

下
の
水
平
面
を
研
磨
す
る
。

　
　

こ
の
工
程
を
中
帯
部
に
あ
っ
て
は
2
回
、
外
帯
部
は
2
回

又
は
３
回
繰
り
返
し
、
射
出
面
と
上
下
の
水
平
面
を
研
磨
し

た
プ
リ
ズ
ム
素
材
１2
本
を
製
作
す
る

　
工
程
４
（
別
図
─
１
下
）

　
　

工
程
３
の
研
磨
を
終
え
た
プ
リ
ズ
ム
素
材
１2
本
は
、
焦
点

Ｆ
に
対
す
る
設
計
距
離
に
お
い
て
、
中
心
角
が
３0
度
と
な
る

よ
う
に
切
断
す
る
。

　
工
程
５
（
別
図
─
2
上
、
下
）

　
　

工
程
４
で
切
断
し
た
プ
リ
ズ
ム
素
材
１2
本
は
、
回
転
研
磨

台
の
上
に
同
心
円
の
リ
ン
グ
状
に
固
定
し
、
中
帯
部
に
あ
っ

て
は
入
射
面
を
鉛
直
に
研
磨
し
、
外
帯
部
に
あ
っ
て
は
反
射

面
（
曲
線
Ｂ
Ｃ
面
）
を
円
弧
状
に
研
磨
す
る
。

　
　

以
上
の
工
程
を
中
帯
部
に
あ
っ
て
は
上
下
の
１7
段
分
、
外
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計
さ
れ
、
こ
の
５
㎜
の
厚
さ
の
強
度
で
上
下
を
積
み
重
ね
、

両
サ
イ
ド
を
骨
子
に
固
定
し
て
い
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
外
帯
プ
リ
ズ
ム
で
は
、
断
面
が
△
形
で
十

分
な
強
度
が
得
ら
れ
お
り
、
更
に
上
下
の
プ
リ
ズ
ム
は
接
触

し
な
い
構
造
な
の
で
、
ｅ
＝
0
と
し
て
設
計
す
る
の
が
通
常

で
あ
り
、
光
の
透
過
率
の
低
下
を
招
く
余
剰
な
厚
さ
を
付
加

す
る
こ
と
は
し
な
い
。

　
　

と
こ
ろ
が
、
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
で
は
、
外
帯
部
に
も
ｅ

＝
2
～
５
㎜
程
度
の
余
剰
厚
さ
を
設
け
て
お
り
、
更
に
、
こ

の
厚
さ
ｅ
を
プ
リ
ズ
ム
の
段
数
に
応
じ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と

で
、
意
図
的
に
プ
リ
ズ
ム
を
外
側
へ
シ
フ
ト
し
て
お
り
、
そ

の
シ
フ
ト
幅
を
調
整
す
る
こ
と
で
膨
ら
み
加
減
を
調
整
し
て

い
る
。

　
第
二
の
謎
に
関
す
る
考
察

　

当
時
の
レ
ン
ズ
の
設
計
者
達
は
、
幾
何
学
的
な
技
術
を
競
い

合
う
傾
向
が
強
く
、
そ
の
性
能
を
も
っ
て
会
社
の
技
術
の
高
さ

を
誇
示
し
て
営
業
活
動
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ブ

レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
設
計
者
は
、
批
判
を
覚
悟
の
う
え
で
強
引

と
も
言
え
る
以
下
の
設
計
変
更
を
加
え
て
お
り
、
幾
何
学
的
な

技
術
よ
り
も
芸
術
的
な
「
曲
線
美
」
を
優
先
し
て
設
計
し
た
も

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

そ
れ
は
普
通
の
設
計
者
な
ら
絶
対
に
用
い
な
い
手
法
で
細
工

が
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
の
設
計
者
が
追
及
す
る
レ
ン
ズ

形
状
を
得
る
た
め
に
、
形
状
を
変
化
さ
せ
る
無
用
な
設
計
変
更

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
変
更
そ
の
１

　
　

通
常
の
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
設
計
で
は
、
外
帯
プ
リ
ズ
ム

の
基
準
点
と
な
る
Ａ
点
の
ｙ
座
標
は
、
下
段
プ
リ
ズ
ム
の
Ｂ

点
の
ｙ
座
標
と
同
じ
値
と
し
、
光
が
出
な
く
て
影
が
生
じ
る

隙
間
を
設
け
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の

外
帯
部
で
は
、
プ
リ
ズ
ム
を
外
側
へ
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
を
優

先
し
、
影
が
生
じ
る
リ
ス
ク
を
承
知
の
う
え
で
隙
間
を
設
け

て
い
る
。

　
　

こ
の
隙
間
の
高
さ
を
ｈ
と
す
る
と
、x

=
h/tanσ

だ
け

プ
リ
ズ
ム
全
体
は
外
側
へ
シ
フ
ト
す
る
の
で
、
こ
の
隙
間
ｈ

の
値
を
意
図
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
シ
フ
ト
幅
を
調
整
し

て
い
る
。

　
変
更
そ
の
２

　
　

冒
頭
の
設
計
精
度
の
記
述
で
述
べ
た
プ
リ
ズ
ム
の
余
剰
厚

さ
「
ｅ
」
は
、
中
帯
プ
リ
ズ
ム
を
上
下
に
積
み
重
ね
て
骨
子

に
固
定
す
る
際
に
強
度
面
で
必
要
と
な
る
も
の
で
、
一
般
的

な
フ
レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
で
は
、
余
剰
厚
さ
ｅ
＝
５
㎜
程
度
で
設
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在
を
探
っ
て
み
た
。

　

注
目
し
た
の
は
、「
レ
ン
ズ
を
構
成
す
る
プ
リ
ズ
ム
の
製
造

工
程
に
お
い
て
、
余
剰
な
端
数
が
生
じ
る
か
？
」
と
い
う
点
で

あ
る
が
、
中
帯
部
も
外
帯
部
も
１
リ
ン
グ
を
構
成
す
る
１2
本
の

公
約
数
で
分
割
し
て
製
造
さ
れ
て
お
り
、
製
造
過
程
で
プ
リ
ズ

ム
の
端
数
は
１
個
も
生
じ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
プ
リ
ズ
ム
の
製
造
過
程
で
生
じ
る
端
数
を
有

効
活
用
す
る
目
的
で
、
更
に
も
う
１
基
の
同
じ
レ
ン
ズ
を
製
造

す
る
必
要
が
無
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

一
方
で
芸
術
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
版
画
の
よ
う
な
大
量

生
産
を
目
的
と
し
た
作
品
は
別
と
し
て
、
一
般
に
芸
術
家
は
同

じ
作
品
を
複
数
製
作
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
表
現
は
１
作
品
を

も
っ
て
完
結
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
設
計
者
が
、
こ
の
レ
ン
ズ
を
芸
術
作

品
と
し
て
設
計
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
が
完
成
し
た
時
点
で

設
計
者
の
表
現
は
既
に
完
結
し
て
お
り
、
更
な
る
類
似
品
や
同

等
品
を
製
作
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

最
後
に
、
会
社
の
営
業
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ブ
レ
ブ
ネ

ル
レ
ン
ズ
は
光
力
の
性
能
で
閃
光
レ
ン
ズ
に
劣
り
、
当
時
は
現

代
の
よ
う
な
高
輝
度
の
光
源
が
無
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
光
度
が
高
く
て
遠
方
ま
で
届
く
閃
光
レ
ン
ズ
の
ニ
ー
ズ
が

高
く
、
光
力
が
低
く
、
特
殊
な
構
造
で
製
造
コ
ス
ト
が
嵩
む
ブ

の
と
考
え
る
。

① 　

各
プ
リ
ズ
ム
の
高
さ
を
抑
え
て
段
数
を
増
や
し
、
よ
り

繊
細
な
曲
線
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

② 　

無
駄
の
な
い
シ
ン
プ
ル
な
設
計
に
満
足
せ
ず
、
強
引
な

手
法
で
外
帯
部
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

③ 　

表
現
し
た
い
形
状
が
先
に
存
在
し
、
そ
の
形
状
に
合
わ

す
よ
う
な
微
調
整
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

④ 　

遠
く
ま
で
光
が
届
く
閃
光
レ
ン
ズ
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
い

時
代
に
、
光
力
が
弱
く
、
や
た
ら
と
部
品
点
数
が
多
く
て

製
造
コ
ス
ト
が
嵩
む
明
暗
光
用
の
レ
ン
ズ
を
設
計
し
、
実

際
に
製
造
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
形
状
は
特
殊
な
意
図

を
も
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
幾
何
学
的
に
も
光
学

的
に
も
無
駄
な
設
計
が
多
く
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
設
計
目

的
は
、
技
術
力
の
誇
示
よ
り
、
見
る
者
を
引
き
付
け
る
立
体
的

な
曲
線
美
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
第
三
の
謎
「
類
似
品
の
存
在
」

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
謎
の
解
明
に
は
歴
史
的
事
実

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
調
査
結
果
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
レ
ン
ズ
の
特
殊
性
や
歴
史
的
背
景
に
沿
っ
て
類
似
品
の
存
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で
、
そ
の
苦
労
の
一
部
を
ご
紹
介
し
た
い
。

　

最
も
苦
労
し
た
点
は
、「
外
帯
部
の
膨
ら
み
」
に
関
す
る
「
変

更
そ
の
2
」
の
項
で
述
べ
た
「
余
剰
厚
さ
ｅ
」
に
関
す
る
理
論

式
の
補
正
で
、
特
に
中
帯
部
の
プ
リ
ズ
ム
の
両
端
で
ｅ
の
値
を

約
５
㎜
に
残
す
た
め
に
は
、
両
端
部
で
は
約
１５
㎜
も
研
磨
さ
れ

て
薄
く
な
る
こ
と
を
考
慮
し
、
プ
リ
ズ
ム
中
央
部
に
お
け
る
値

を
ｅ
≧
20
㎜
と
す
る
必
要
が
あ
る
点
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
ｅ
の
値
が
大
き
く
な
る
と
、
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
残

さ
れ
た
理
論
式
で
は
誤
差
が
大
き
く
な
り
過
ぎ
て
し
ま
い
、
近

似
的
に
同
じ
値
と
み
な
さ
れ
て
き
た
数
式
が
使
え
な
く
な
り
、

新
た
な
方
法
で
式
を
補
正
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　

例
え
ば
、
藤
原
氏
の
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
数
式
を
無
修

正
の
ま
ま
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
し
て
計
算
す
る
と
、
最
終
的
に
仕
上

が
る
中
帯
部
の
灯
質
は
以
下
の
値
と
な
り
、
非
常
に
大
き
な
誤

差
が
生
じ
る
。

　
　

明
6
秒
の
と
こ
ろ
が
6
．２
６
６
６
１
秒
、

　
　

暗
４
秒
の
と
こ
ろ
が
３
．７
３
３
３
９
秒

　

こ
れ
ら
の
数
式
を
修
正
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
し
て
計
算
し
直

す
と
、
最
終
的
に
仕
上
が
る
中
帯
部
の
灯
質
は
以
下
の
値
ま
で

精
度
を
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
誤
差
で
あ
れ
ば
職
人
の

加
工
精
度
を
大
き
く
上
回
る
の
で
、
こ
の
中
間
報
告
に
お
け
る

設
計
精
度
と
し
て
は
、
こ
の
誤
差
の
範
囲
で
妥
協
し
た
。

レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
は
営
業
面
か
ら
も
敬
遠
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
考

え
る
。

　

な
お
、ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
に
関
す
る
試
作
品
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
に
も
部
品
点
数
が
多
く
、
各
プ
リ
ズ
ム
の
製
造
工
程
も

複
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
工
場
の
設
備
を
長
期
に
わ
た
っ
て
独

占
し
て
ま
で
試
作
品
を
製
造
す
る
余
裕
は
無
か
っ
た
だ
ろ
う
と

考
え
る
が
、
設
計
に
関
し
て
は
、
構
造
が
複
雑
な
だ
け
で
は
な

く
、
変
化
量
の
加
減
と
見
極
め
が
難
し
い
の
で
、
最
終
形
の
仕

様
に
辿
り
着
く
ま
で
に
繰
り
返
し
設
計
変
更
が
試
み
ら
れ
た
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　　

以
上
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
葛
登
支
岬
灯
台
に
設
置
さ

れ
て
い
る
ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
は
、
大
量
生
産
に
は
不
向
き
な

極
め
て
贅
沢
な
仕
様
の
芸
術
作
品
で
あ
り
、
他
に
例
を
見
な
い

「
世
界
で
唯
一
の
レ
ン
ズ
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
　
終
わ
り
に

　

ブ
レ
ブ
ネ
ル
レ
ン
ズ
の
謎
に
挑
戦
す
る
に
当
た
り
、
理
論
の

復
元
、
設
計
精
度
の
向
上
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
復
元
等
に
４
年
近

い
歳
月
を
要
し
た
が
、
そ
の
間
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
４
回
作
り
替

え
、
そ
の
設
計
精
度
を
飛
躍
的
に
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
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明
6
秒
の
と
こ
ろ
が
6
．０
０
０
０
０
１
４
秒
、

　
　

暗
４
秒
の
と
こ
ろ
が
３
．９
９
９
９
９
８
６
秒

　

な
お
、
外
帯
部
の
設
計
精
度
に
関
し
て
は
、
余
剰
厚
さ
ｅ
に

よ
る
誤
差
が
生
じ
な
い
の
で
、
設
計
精
度
は
更
に
高
く
、
１
億

分
の
１
秒
以
下
ま
で
の
誤
差
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

終
わ
り
に
、
こ
の
取
り
組
み
に
際
し
て
訪
れ
た
現
地
調
査
に

お
い
て
、
多
大
な
ご
協
力
を
賜
っ
た
函
館
海
上
保
安
部
交
通
課

の
皆
様
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
プ
リ
ズ
ム
の

製
造
に
関
し
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
日
本
光
機
工
業
㈱
の
皆

様
、
そ
し
て
私
を
レ
ン
ズ
設
計
の
分
野
へ
と
導
い
て
下
さ
り
、

ご
教
示
い
た
だ
い
た
元
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
技
術
第
三
課
長
の

川
邊 

三
夫
様
及
び
故
豊
田 

昭
義
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。

　

参 考 資 料
設計理論式の修正・追記
　ここで、今回の設計で用いた理論式を、藤原氏の文献をベースに修正・
追記し、併せてVBAで作成した簡単な近似計算プログラムを紹介しておき
たい。
　なお、VBAで作成したプログラムは、AltキーとF１１キーを同時に押して
マクロを開いて実行すれば、瞬時に計算結果が求まる。

式の修正
・・航路標識技術要報第2５号7３ページの③⑤⑥式関連
　藤原氏の文献ではd １ ＝e×tanβ １ とし、d １ ≒d 2 として扱うことで式を
近似的に展開しているが、ブレブネルレンズの中帯部はe≒20mmと大きな
値なので、d １ ≒d 2 と扱うことは大きな設計誤差を生むことから、入射角
αと屈折角βの計算をVBAの近似計算プログラムを用いて以下のとおり修
正する。
① f×tanα＋e×tanβ＝h １
② sinα＝n×sinβ



—  ３５  —

の二式から
　f（β）＝f×tan（sin- １ （n×sinβ）＋e×tanβ－h １ ＝ 0
の式を用いて屈折角βの値を近似計算し、上記②式から入射角α求め、以
後は文献の式から最大厚さT、中心点のx座標、半径Roを求める。　
・・同7４ページの�式関連
Ro＝Dg／（ 2×sin（（δ １＋δ 2）／ 2））　を
Ro＝Dg／（ 2×sin（（δ １－δ 2）／ 2））　に修正（－を＋に誤記）

・・ 同77ページの�式関連
FQ＝BS＋Af＋AE
　　 ＝r＋cos（４５°＋α－β／ 2）＋FJ＋AE　を
　　 ＝r×cos（４５°＋α－β／ 2）＋FJ＋AE　に修正（×を＋に誤記）
・・同８0ページの下から１１行目関連
「ここでe １ ＝BE×cosβとすれば、弧LPと弧JQは同心円でなければなら
ない」を
「ここで円弧LPと円弧JQは同心円ではなく、弧LPの中心点は角度ζを維
持したままだ外側へ水平にスライドした点となり、その半径R １ の算出式
は中帯部と外帯部では異なる修正を要す」　に修正

・・同８0ページの下から 6行目関連
「②式において、ニュートン法で計算機により繰り返し計算させ、左辺－
右辺＝ 0のときのγを求めると」　を
「②式において、sin（γ＋θ－φ）－n×sinγ＝ 0となるときの水平面の
入射角γをVBAの近似計算プログラムを用いて求めると」　に修正（プロ
グラム変更）　
・・同８0ページの⑤式関連
　前述のとおり、円弧LPNと円弧JQRは同心円ではないので、⑤式のR １ ＝
R 2 ＋e １ という式は成立せず、円弧LPNの中心点Oと半径R １ を求める式を
以下のとおり修正する必要がある。
① 中帯部（別図－ ５参照）
　文献８１ページの図－１５では、厚さe １ の設定が間違っており、この図ど
おりに製作するとプリズム両端の上下ではe＝ 0 mmとなってしまい、プ
リズムを骨子に上下段で固定する際に支障が生じることになる。
　そこで中帯部の余剰厚さeの値は、前述のとおりe≒20mmと大きな値と
する必要があり、その場合は最終研磨工程において研磨半径＝焦点距離f
で仕上げるため、プリズム両端の固定部分では約１５mmが削り落とされて
しまい、両端部の上下での仕上がりはe≒ ５ mmが残る計算になる。（実際
のレンズでもe≒ ５ mmで設計されている）　
　この図－１５で光の進行を解説すると、焦点Fを発した光が曲線JNを通過
する際の入射角は 0°となるので、スネルの法則から屈折は起こらず、光
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は直進して曲線LPNまで達した後、中心方向へ最大で 6度屈折して集光
する。
　この時の入射角γを前述のVBAの近似計算プログラムで求めると、ζ
＝γ＋θから直線OLの傾きを表すζの値が求まり、更に、円弧LPNの中
心点Oの座標を（x－FO，tanθ×x）、半径をR １ とすると、直線OLと円
弧LPNを表す 2式が得られる。
　直線OL　　y＝tanζ・x＋b
　円弧LPN　（R １ ） 2 ＝（x－FO） 2＋（tanθ×x） 2
　この円弧LPNの式からxの値をVBAの近似計算プログラムで求め、直線
OLの式がL点を通過するよう定数bを求めた後、そのときの円弧LPNの中
心点Oの座標、半径R １及び半径R 2 を算出する。
　この計算を ４回ほど繰り返すと、期待する範囲内に誤差が収束していく。
② 外帯部（別図－ 6参照）
　中帯部と異なり、外帯部のL点は鉛直断面の台形ABCDEを形成するB点
の座標と水平分割数から決まる角度θから簡単に求まり、誤差を全く伴わ
ないことから、厚さe １ の設定に伴うL点の座標修正も以下のとおり簡単に
処理できる。
L点のx座標　　Lx＝Bx・cosθ
　  　y座標　　Ly＝By・sinθ
　ここで、BxとByはB点の座標（Bx，By）を表す
したがって、L点の座標に対して厚さe １を付加した場合のL点の座標修正は、
L点のx座標　　Lx＝Bx・cosθ＋e １ ・cosθ
　  　y座標　　Ly＝By・sinθ＋e １ ・sinθ
の式から、全く誤差を含まない値として簡単に求まる。
　ただし、前述のとおり外帯部は台形断面ABCDEによって十分な支持強度
が得られているので、厚さe １ を付加する必要は無いのだが、プリズムを外
側へシフトしてレンズの膨らみを表現する目的だけで、あえてe １ を付加し
ており、その値を微妙に変化させることで膨らみを微調整している。
　この蛇足とも思える厚さe １ による調整については、常識的な設計理論と
して「まさか、それはやってないだろう！」という思いが強く、最後まで
確信が得られなかったが、実際に葛登支岬灯台へ赴いてプリズムの各座標
値を計測した結果、e １ の値変更による調整が確認され、やっと実態を解明
することができた。

　ただし、今回の設計と作図に用いた各座標値や寸法は、私が現地に赴い
て自分で計測し、インチ換算して均した値として入力したが、値のバラツ
キが予想以上に大きく、確信をもって製作当時の設計値の近傍まで絞りき
れなかった。
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　また、ガラスの屈折率も当時の青地ガラスの代表値を用いたが、実際の
レンズは白っぽい色をしており、屈折率の違いが形状にも表れていること
を申し添えておく。

　最後に、これらの設計に基づくプリズムが、どのように光を屈折し、反
射することで、焦点Fを発した光がどのように進むのかについて、図－ 7の
外帯プリズムで簡単に述べておきたい。
　下図はプリズムの鉛直断面図で、焦点Fを発してC点付近に入射した光は、
直後にBC面で反射して水平光に変換され、そのまま直進してDE面まで達す
るが、DE面への入射角は 0度なので、スネルの法則により屈折は生じず、
光は更に直進して水平光のまま射出される。
　同様に、A点付近に入射した光は、屈折してB点付近に達し、BC面で反射
して水平光に変換され、そのまま直進してDE面を通過して水平光のまま射
出される。
　プリズムから射出される光は、反射を １回経由するので上下が反転する
が、全て水平光となって射出される。
　上図はプリズムの平面図となるが、焦点Fを発してJ点付近に入射した光
は、入射角が 0度なのでそのまま直進してL点付近に達し、L点付近で内側
へ 6度屈折して射出される。（K点付近に入射する光も全く同じ）
　一方、焦点FからP点を通過する光は、入射角が 0度のままなので、屈折
は生じず、そのまま直進して射出される。
　　このように、水平面においては凸レンズの原理を利用してプリズムの
中心側へ集光しており、レンズ全体としては、光が射出される方向と射出
されない方向が生じるので、このレンズを回転させることで明暗光のリズ
ムが形成される。
　なお、水平面での凸レンズによる集光技術は、どのような角度にでも設
計が可能なので、等明暗光や単閃光のような灯質も作成することができる。

　添付物
①　�中帯No 1 ～ 9 、外帯上段No 1 ～13及び下段No 1 ～ 4 プリズムの計

算結果
②　�中帯No 1 ～ 9 、外帯上段No 1 ～13及び下段No 1 ～ 4 プリズムの製

作図面と完成姿図
③　�石川源治著作の「燈台」の現代語訳（プリズムの設計に関する記述

のみ）
④　航路標識技術要報第25号「葛登支岬灯台用レンズに関する考察」
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図－ 1　（外帯No 1 ）
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図－ 2　（外帯No 1 ）
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別図－ 5　（中帯No 1 ）

図－ 3　「実際のブレブネルレンズ形状」 図－ 4　「本来のブレブネルレンズ形状」
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別図－ 6　（外帯No 1 ）

別図－ 7　（外帯No 1 ）
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現
在
、
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
灯
台
記
念

日
は
、
わ
が
国
初
の
洋
式
灯
台
で
あ
る
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日

で
あ
る
明
治
元
年
（
１
８
６
８
年
）
１１
月
１
日
に
ち
な
ん
で
、

１１
月
１
日
と
定
め
て
い
ま
す
。」
と
書
か
れ
て
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け
は
、
灯
台
記
念
日

の
制
定
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
灯
台
記
念
日
が
１１
月
１
日
と
な
っ
た
理
由
付
け

の
変
遷
に
つ
い
て
ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
灯
台
記
念
日
が
１１

月
１
日
と
な
っ
た
真
相
を
探
り
た
い
と
思
う
。

先
駆
け
説

　

灯
台
記
念
日
は
、
昭
和
２4
年
（
１
９
４
９
年
）
に
、
次
の
よ

う
に
海
上
保
安
庁
達
で
定
め
ら
れ
た
。

　
　
　

海
上
保
安
庁
達
第
五
十
二
号

　

十
一
月
一
日
を
灯
台
記
念
日
と
定
め
、
昭
和
二
十
四
年
十
一

月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。

　
　

昭
和
二
十
四
年
十
月
二
十
一
日

�

海
上
保
安
庁
長
官　

大
久
保
武
雄　

　

昭
和
5６
年
１
月
か
ら
２
年
半
海
上
保
安
庁
灯
台
部
長
に
在
任

さ
れ
た
長
岡
日
出
雄
氏
は
、
平
成
5
年
に
刊
行
さ
れ
た
氏
の
著

書
「
日
本
の
灯
台
（
後
注
１
）」
の
中
で
次
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ

て
い
る
。

　
「
灯
台
の
場
合
、
ま
ず
例
外
な
く
初
点
灯
を
祝
い
、
そ
の
日

を
プ
レ
ー
ト
に
刻
ん
で
い
る
。
起
工
の
日
な
ど
、
普
通
は
記
録

に
も
残
さ
な
い
。
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
を
灯
台
記
念
日
の
由

来
と
す
る
の
は
、
不
自
然
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
灯
台
部
長
に
就
任
後
、
灯
台
記
念
日
を
定
め
た
達
の
決
裁

文
書
を
探
し
出
し
た
。
そ
の
決
裁
文
書
（
保
灯
監
第
１
２
７
５

号
、
昭
和
２4
年
１０
月
１4
日
決
裁
「
灯
台
記
念
日
の
制
定
に
つ
い

て
」）
に
は
、『
左
記
理
由
に
よ
り
１１
月
１
日
を
灯
台
記
念
日
に

定
め
た
い
。』
と
し
、『
灯
台
は
文
化
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
さ
き
が
け
で
も
あ
っ
た
の
で
、
文
化
の
日
の
前
、
即
ち
１１
月

１
日
を
灯
台
記
念
日
と
定
め
、
先
人
の
偉
業
を
偲し

の

ぶ
と
共
に
航

路
標
識
事
業
の
周
知
宣
伝
を
図
る
』
と
記
さ
れ
て
お
り
、
観
音

埼
灯
台
の
起
工
日
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。」

　

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
達
を
定
め
た
前
年
の
昭
和

灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け

元
海
上
保
安
庁
灯
台
部
監
理
課
長
　
武
林
　
郁
二
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２３
年
１１
月
１
日
に
「
燈
台
八
十
年
周
年
記
念
式
典
」
が
開
催
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
、
１
年
遅
れ
の
「
燈
光
」
の
昭
和
２4

年
１１
・
１２
月
合
併
号
に
詳
報
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

海
上
保
安
庁
大
久
保
長
官
は
、
こ
の
式
典
の
式
辞
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
「
今
か
ら
８０
年
前
、
明
治
２
年
１
月
１
日
、
神
奈
川
県
観
音

埼
灯
台
が
我
国
洋
式
灯
台
と
し
て
始
め
て
点
灯
せ
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
い
さ
さ
か
先
人
の
功
を
偲し

の

び
ま
す
と
共

に
、
今
後
の
本
業
務
の
発
展
を
期
し
ま
し
て
記
念
式
典
を
挙
行

し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

灯
台
事
業
は
、
土
木
建
築
学
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
機
械
工

学
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
滔と

う

々と
う

と
流
れ
入
っ
た
欧
米
文
化
の
先

が
け
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
本
日
の
式
典

が
明
後
日
の
「
文
化
の
日
」
に
さ
き
が
け
て
挙
行
さ
れ
ま
し
た

理
由
の
一
つ
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。」

　

こ
れ
ら
二
つ
の
事
実
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
灯
台
記
念
日

の
制
定
当
時
に
お
い
て
は
、
灯
台
を
わ
が
国
の
西
洋
文
化
の
先

駆
け
と
と
ら
え
、
文
化
の
日
（
１１
月
３
日
）
に
２
日
先
立
つ
日

を
選
ん
で
灯
台
記
念
日
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
灯
台
記
念
日
に

つ
い
て
の
こ
の
理
由
付
け
を
「
先
駆
け
説
」
と
名
付
け
て
お
こ

う
。

観
音
埼
起
工
説

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
54
年
に
編
集
さ
れ
た
「
海
上
保
安
庁
３０
年

史
」
で
は
、
灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け
が
先
駆
け
説
と
は
全
く

異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
同
史
は
、「
わ
が
国
の

航
路
標
識
事
業
は
、
明
治
元
年
１１
月
１
日
、
観
音
埼
灯
台
の
建

設
に
着
工
し
た
と
き
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
に

ち
な
ん
で
毎
年
１１
月
１
日
を
灯
台
記
念
日
と
し
た
。」
と
記
載

し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
55
年
燈
光
会
発
行
、
海
上
保
安
庁
灯

台
部
監
理
課
西
脇
補
佐
官
の
編
に
な
る
「
燈
台
風
土
記
」
に
も

同
旨
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
灯

台
記
念
日
の
理
由
付
け
は
、
こ
の
新
た
な
理
由
付
け
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
理
由
付
け
を
「
観
音
埼
起
工
説
」
と
名
付
け

よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
理
由
付
け
の
大
転
換
が
な
ぜ
起
き
た
の
か
。
そ

れ
は
、
灯
台
記
念
日
の
制
定
か
ら
１5
年
以
上
後
に
、
現
在
横
須

賀
海
上
保
安
部
交
通
課
に
保
存
さ
れ
て
い
る
観
音
埼
灯
台
の
経

歴
簿
に
、
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
が
明
治
元
年
旧
暦
９
月
１７
日

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
資
料
１
）、
並
び
に
旧
暦
９
月
１７

日
は
、
西
暦
で
１１
月
１
日
に
あ
た
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
発
見
は
、
昭
和
44
年
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観
音
埼
起
工
説
へ
の
回
帰

　

平
成
１２
年
１
月
、
海
上
保
安
庁
灯
台
部
は
、
各
年
の
灯
台
記

念
日
を
昭
和
２4
年
を
第
１
回
と
す
る
「
○
○
回
灯
台
記
念
日
」

と
呼
ぶ
の
を
や
め
、
明
治
元
年
か
ら
の
「
○
○
○
周
年
灯
台
記

念
日
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
改
め
た
。
こ
れ
は
、
回
数
表
示
よ
り
も

周
年
表
示
の
方
が
数
字
が
増
え
、
灯
台
事
業
の
歴
史
が
古
い
こ

と
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
時
、
併
せ
て
、
灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け
に
つ

い
て
、
並
列
説
を
や
め
、
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
（
明
治
元
年

１１
月
１
日
）
の
み
に
一
本
化
し
、
観
音
埼
起
工
説
に
戻
る
こ
と

と
し
た
。日

赤
講
堂
説

　

灯
台
記
念
日
の
第
１
回
の
式
典
は
、
前
記
の
達
に
基
づ
き
昭

和
２4
年
１１
月
１
日
に
開
催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
、
昭

和
２３
年
の
同
月
同
日
に
「
燈
台
八
十
周
年
記
念
式
典
」
が
盛
大

に
開
催
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
記
念
式
典
が
１１
月
１
日
に
開
催
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
、
当
時
海
上
保
安
庁
灯
台
部
監
理
課
長
に
在
任
さ
れ

た
市
川
猛
雄
氏
は
、「
燈
光
（
昭
和
３１
年
１１
月
号
）」
へ
の
寄
稿

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

発
行
の
「
日
本
燈
台
史
」
を
編
纂
す
る
た
め
に
史
料
を
収
集
す

る
過
程
で
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

並
列
説

　

平
成
元
年
と
平
成
5
年
に
作
成
さ
れ
た
海
上
保
安
庁
灯
台
部

の
広
報
資
料
「
日
本
の
航
路
標
識
（
同
部
監
修
、燈
光
会
発
行
）」

に
お
い
て
は
、
灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け
は
、
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

　
「
明
治
初
年
、
急
速
に
日
本
の
文
化
が
発
達
し
た
端
緒
は
、

西
洋
の
技
術
を
取
り
入
れ
た
灯
台
の
建
設
に
あ
っ
た
こ
と
を
永

く
記
念
す
る
と
と
も
に
、
先
人
の
偉
業
を
偲し

の

び
、
航
路
標
識
事

業
の
周
知
を
図
る
こ
と
と
し
て
、
昭
和
２4
年
に
、
１１
月
１
日
が

灯
台
記
念
日
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
日
は
、
日
本

最
初
の
洋
式
灯
台
で
あ
る
観
音
埼
灯
台
の
建
設
に
着
手
し
た
日

（
明
治
元
年
１１
月
１
日
）
に
あ
た
り
ま
す
。」

　

こ
の
考
え
方
は
、
灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け
に
つ
い
て
、
先

駆
け
説
か
ら
「
文
化
の
象
徴
・
先
駆
け
で
あ
っ
た
の
で
、
文
化

の
日
の
前
」
の
文
言
を
削
っ
て
先
駆
け
説
を
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
す

る
と
と
も
に
、
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
で
補
強
し
た
も
の
と
い

え
る
。
こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
先
駆
け
説
と
観
音
埼
起
工
説

と
を
並
列
し
た
も
の
で
あ
り
、「
並
列
説
」
と
名
付
け
よ
う
。
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け
の
理
由
で
あ
り
、
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
は
、
全
く
知
ら
な

か
っ
た
。
自
分
は
、
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
年
に
海
上
保
安

庁
灯
台
部
工
務
課
に
入
庁
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
場
に
立
ち
会

っ
て
い
る
の
で
、
間
違
い
な
い
。」

　

以
上
の
市
川
氏
と
余
湖
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
合
わ
せ
れ

ば
、
灯
台
記
念
日
が
１１
月
１
日
と
な
っ
た
の
は
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
昭
和
２３
年
の
１１
月
１
日
に
日
本
赤
十
字
社
の
講
堂
が
空
い

て
い
た
こ
と
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
れ
や
理
由
が
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
「
日
赤
講
堂
説
」
名
付
け

よ
う
。

筆
者
の
考
察

　

以
上
の
四
つ
の
説
を
見
比
べ
れ
ば
、
読
者
の
多
く
が
感
ず
る

よ
う
に
、
日
赤
講
堂
説
は
、
当
事
者
の
言
で
あ
り
、
不
自
然
な

点
が
な
く
、
最
も
真
実
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
、
真

実
で
は
あ
っ
て
も
、「
裏
話
」
で
あ
り
、
灯
台
記
念
日
の
理
由

付
け
と
し
て
対
外
的
に
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
１１
月
１
日
に
意
味
を
持
た
せ
る
た
め
に
考
え
出
さ

れ
た
の
が
先
駆
け
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
は
、
文
化

の
日
を
お
と
し
め
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
、
電

信
で
も
鉄
道
で
も
航
海
で
も
な
く
、
ひ
と
り
灯
台
が
わ
が
国
へ

の
西
洋
文
化
の
流
入
の
先
駆
け
を
し
た
と
い
う
の
は
、
世
の
定

　
「
航
路
標
識
事
業
の
重
要
性
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
に
燈
台
八
十

周
年
記
念
式
典
を
盛
大
に
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
。
期
日
に
つ

い
て
は
、
灯
台
が
文
化
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
１１
月
３

日
の
文
化
の
日
に
し
よ
う
か
と
考
え
た
が
、
祝
日
で
は
人
が
集

ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、「
文
化
に
先
駆
け
て
」
と
し
ゃ
れ
て
、

１１
月
３
日
よ
り
何
日
か
前
に
開
く
こ
と
と
し
、会
場
を
探
し
た
。

そ
の
結
果
、
手
ご
ろ
な
会
場
の
日
本
赤
十
字
社
の
講
堂
が
１１
月

１
日
に
空
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
日
に
記
念
式
典
を
開
く
こ
と

に
し
た
。」

　

ま
た
、
筆
者
は
、
同
庁
灯
台
部
監
理
課
長
に
平
成
２
年
4
月

か
ら
１
年
余
在
任
す
る
間
に
、
当
時
燈
光
会
の
専
務
理
事
で
あ

っ
た
余
湖
一
郎
氏
（
後
注
２
）
か
ら
、
灯
台
記
念
日
が
１１
月
１
日

と
な
っ
た
秘
話
を
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　
「
燈
台
八
十
周
年
記
念
式
典
の
会
場
で
、
次
の
年
の
同
じ
日

に
ま
た
灯
台
関
係
者
だ
け
で
内
輪
の
集
ま
り
を
持
と
う
と
い
う

話
が
ま
と
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
年
に
灯
台
記
念
日
を

定
め
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
、
い
つ
を
記

念
日
に
し
よ
う
か
と
考
え
た
が
、
前
年
の
記
念
式
典
の
際
に
翌

年
の
１１
月
１
日
に
集
ま
ろ
う
と
話
が
決
ま
っ
て
い
た
の
で
、
そ

の
日
を
記
念
日
と
す
る
こ
と
に
灯
台
関
係
者
の
意
見
が
一
致
し

た
。
灯
台
記
念
日
を
１１
月
１
日
に
決
め
た
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
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起
工
日
を
用
い
た
点
に
や
や
難
が
あ
る
ほ
か
、
灯
台
記
念
日
の

制
定
当
初
か
ら
の
公
式
な
理
由
付
け
と
異
な
る
と
い
う
重
大
な

難
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
幸
い
世
間
の
知

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
１１
月
１
日
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
洋
式

灯
台
の
建
設
が
始
ま
っ
た
日
で
あ
る
と
い
え
ば
、
多
く
の
人
々

は
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ゆ
え
、
最
終
的
に
こ
の
説
が
採

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
真
実
は
日
赤
講
堂
説
に
あ
る
と
確
信
す
る
が
、
こ

の
説
は
、
灯
台
記
念
日
の
理
由
付
け
と
し
て
公
表
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ま
た
、
先
駆
け
説
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
灯
台

記
念
日
制
定
時
の
公
式
見
解
で
は
あ
る
が
、
前
述
し
た
難
点
が

あ
る
。
結
局
は
、
後
に
な
っ
て
付
け
た
理
由
で
は
あ
る
が
、
現

在
採
用
さ
れ
て
い
る
観
音
埼
起
工
説
が
最
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
後
注
１
） 　

平
成
5
年
１２
月
発
行
、
成
山
堂
書
店

（
後
注
２
） 　

余
湖
一
郎
氏
経
歴
、
昭
和
２３
年
海
上
保
安
庁
入
庁
、

同
庁
灯
台
部
工
務
課
長
に
昭
和
３７
年
か
ら
９
年
間
在
任
、

第
四
管
区
海
上
保
安
本
部
長
で
退
官

 

以
上

説
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
も
し
声
高
に
唱
え
れ
ば
、
灯
台
関
係

者
の
独
り
よ
が
り
と
の
批
判
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
説
で
は
、
文
化
の
日
に
先
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
１１
月
２
日
で

も
１０
月
３１
日
で
も
よ
い
。
ど
う
し
て
１１
月
１
日
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
難
点
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
の
「
大
発
見
」
を
幸
い
と

し
て
出
て
き
た
の
が
観
音
埼
起
工
説
で
あ
る
。こ
の
説
な
ら
ば
、

灯
台
記
念
日
を
人
為
的
に
定
め
た
感
じ
が
な
く
な
り
、
１１
月
１

日
を
史
実
に
よ
り
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

不
思
議
な
の
は
、
観
音
埼
起
工
説
が
そ
の
後
な
ぜ
並
列
説
に

修
正
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
筆
者
が
案
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、

昭
和
5７
年
、
現
職
の
海
上
保
安
庁
灯
台
部
長
で
あ
っ
た
長
岡
氏

が
運
輸
省
の
広
報
誌
上
で
観
音
埼
起
工
説
を
否
定
し
、
先
駆
け

説
を
主
張
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
並
列
説
は
、
灯
台
記
念
日
を
先
駆
け
説
と
観
音
埼

起
工
説
の
二
つ
の
理
由
で
説
明
し
、
ど
ち
ら
が
真
の
理
由
で
あ

る
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
り
、
こ
の
点
に
は
、

灯
台
関
係
者
も
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
マ

ス
コ
ミ
は
、
二
つ
の
理
由
の
う
ち
、
観
音
埼
灯
台
の
起
工
日
の

方
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
並
列
説
か
ら
観
音

埼
起
工
説
へ
回
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

観
音
埼
起
工
説
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
点
灯
日
で
は
な
く
、
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「
灯
台
絵
画
コ
ン
テ
ス
ト
２
０
２
２
」 

表
彰
状
伝
達
式

　

第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
交
通
部
で
は
令

和
４
年
1２
月
1０
日

（
土
）、
横
浜
海
上
防
災

基
地
に
お
い
て
、
灯
台

絵
画
コ
ン
テ
ス
ト
２
０

２
２
（
主
催
：（
公
社
）

燈
光
会　

後
援
：
海
保
）

の
表
彰
状
伝
達
式
を
実

施
し
ま
し
た
。

　

例
年
、
燈
光
会
と
協

力
し
て
受
賞
者
の
小
中

学
校
を
訪
問
す
る
な
ど

し
て
表
彰
状
を
伝
達
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
受
賞
者
と
そ
の
ご

家
族
を
横
浜
に
ご
案
内
し
、
伝
達
式
に
併
せ

て
洋
上
見
学
等
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

式
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
受
賞
者
の

皆
様
に
は
、
待
合
ス
ペ
ー
ス
に
お
い
て
、
海

保
の
広
報
動
画
や
、
灯
台
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ

ト
、
航
路
標
識
用
灯
器
の
展
示
な
ど
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

伝
達
式
は
、
う
み
ま
る
と
う
ー
み
ん
の
登

場
に
よ
り
、
緊
張
の
面
持
ち
だ
っ
た
受
賞
者

も
幾
分
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
よ
う
で
、
終
始

和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

伝
達
式
の
後
に
は
、
巡
視
船
い
ず
の
船
内

見
学
と
、
灯
台
見
回
り
船
は
ま
ひ
か
り
に
よ

る
横
浜
港
内
洋
上
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

　

受
賞
者
は
、
初
め
て
見
る
巡
視
船
内
や
、

み
な
と
み
ら
い
の
街
並
み
を
海
側
か
ら
見
る

体
験
に
終
始
歓
声
を
上
げ
て
お
り
、
海
に
関

す
る
こ
と
や
海
保
の
業
務
に
つ
い
て
の
質
問

が
た
く
さ
ん
飛
び
交
い
ま
し
た
。

表彰状伝達式　燈光会会長表彰

いず船内見学　船橋

はまひかり横浜港内洋上見学
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後
日
、
ご
家
族
か
ら
「
と
て
も
貴
重
な
体

験
が
で
き
、充
実
し
た
1
日
で
し
た
！
」、「
金

賞
だ
け
で
も
嬉
し
か
っ
た
の
に
、
見
学
や
乗

船
さ
せ
て
い
た
だ
け
て
、
本
当
に
興
奮
し
て

楽
し
か
っ
た
で
す
！
」、「
親
子
そ
ろ
っ
て
海

上
保
安
庁
の
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
し
た
！
」
な

ど
、
う
れ
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
、
無
事

に
伝
達
式
を
終
え
ら
れ
た
安
堵
感
と
と
も

に
、
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
の
達
成
感
を
職
員
一

同
感
じ
ま
し
た
。

 （
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
交
通
部
企
画
課
）

港
内
交
通
管
制
の
継
続
大
作
戦 

～
悲
観
的
に
最
悪
に
備
え
ろ
！
～

　

四
日
市
海
上
保
安
部
は
、
令
和

４
年
1２
月
1０
日（
土
）、
四
日
市
港

湾
合
同
庁
舎
の
電
源
設
備
点
検
に

伴
い
、
四
日
市
港
内
交
通
管
制
室

及
び
四
日
市
船
舶
通
航
信
号
所
へ

の
電
源
供
給
が
断
と
な
る
こ
と
か

ら
、
管
制
信
号
機
器
等
へ
の
電
源

を
確
保
す
べ
く
業
務
継
続
大
作
戦

を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
庁
舎
停
電
は
、
商
用
電

源
断
の
ほ
か
庁
舎
用
非
常
用
発
電

機
も
停
止
し
て
行
う
点
検
で
、
約

1
時
間
３０
分
の
電
源
断
が
計
画
さ

れ
て
い
た
た
め
、
交
通
課
に
お
い

て
は
、
当
該
停
電
に
対
応
す
べ
く

２
ケ
月
前
か
ら
事
前
準
備
を
進
め

て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
管
制
室
の
配
電
盤
結

線
図
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
電
線
に
示
さ
れ

た
線
名
札
及
び
Ｕ
Ｐ
Ｓ（
無
停
電
電
源
装
置
）

等
の
ケ
ー
ブ
ル
接
続
状
況
を
確
認
し
、
配
電

盤
接
続
の
現
状
図
面
を
作
成
し
ま
し
た
。
配

電
盤
の
1
次
側
は
、
単
相
２
０
０
Ｖ
３
線
で

いず船内見学　船尾上甲板から
はまひかりに手をふる受賞者

管制機器等配電盤の現状図面
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を
持
つ
Ｆ
主
任
管
制
官

指
揮
の
も
と
実
行
し
、

「
ド
ラ
ム
電
線
に
5
Ａ

以
上
の
電
流
が
流
れ
、

ド
ラ
ム
電
線
を
巻
い
た

ま
ま
で
は
、
発
熱
に
よ

り
電
線
が
ド
ラ
ム
内
で

焼
損
す
る
可
能
性
が
あ

る
の
で
、
ド
ラ
ム
か
ら

全
て
の
電
線
を
引
き
出

し
て
接
続
す
る
こ
と
」

な
ど
の
指
示
が
あ
り
、

交
流
の
極
性
合
わ
せ
な
ど
有
資
格
者
の
技
術

力
を
知
見
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
庁
舎
非
常
用
発
電
機
の
運
転
は
、

始
動
後
３０
分
で
停
止
し
、
エ
ン
ジ
ン
不
調
が

判
明
し
、
合
庁
管
理
者
に
よ
れ
ば
、
近
日
中

に
修
理
す
る
こ
と
の
こ
と
で
す
が
、
万
一
、

商
用
電
源
が
停
電
す
れ
ば
、
今
回
の
よ
う
な

対
応
が
長
時
間
に
渡
り
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
交
通
課
職
員
３
名
に
と
っ
て
貴
重
な
経

験
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
停
電
点
検
に
て
沿
岸
域
情

　

後
日
、
配
電
盤
図
面
の
説
明
と
管
制
室
へ

の
電
力
供
給
方
法
に
つ
い
て
、
交
通
課
メ
ン

バ
ー
に
て
ブ
リ
ー
フ
イ
ン
グ
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、「
交
流
に
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
は
あ
る

の
？
」「
ク
ラ
ン
プ
計
っ
て
な
に
？
」
な
ど
？

が
飛
び
交
っ
て
い
ま
し
た
。
当
部
の
交
通
課

職
員
は
、
大
半
が
元
船
艇
職
員
な
の
で
、
そ

れ
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
大
作
戦
に
お
い
て
は
、
第
一
種
電

気
工
事
士
資
格
を
持
ち
、
交
通
部
に
て
灯
台

の
電
気
工
事
な
ど
1０
年
間
、
技
術
官
の
経
歴

入
力
さ
れ
て
い
た
た
め
、
２
次
側
以
降
の
極

性
を
把
握
し
て
い
な
い
と
最
悪
、
管
制
室
の

機
器
を
損
傷
さ
せ
る
虞
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
ク
ラ
ン
プ
計
に
よ
り
管
制
室
機
器

の
負
荷
電
流
を
測
定
し
、負
荷
1
系
統
5
Ａ
、

負
荷
２
系
統
９
Ａ
を
測
定
し
ま
し
た
。
保
安

部
保
有
の
移
動
式
発
電
機
出
力
が
15
Ａ
で
２

系
統
を
取
れ
た
こ
と
か
ら
、
突
入
電
流
及
び

接
続
す
る
ド
ラ
ム
電
線
に
流
れ
る
電
流
を
考

慮
し
、
発
電
機
出
力
２
系
統
並
び
に
ド
ラ
ム

電
線
２
系
統
で
接
続
す
る
計
画
と
し
ま
し
た
。

配電盤への電源供給線接続状況

発動発電機出力の極性合わせ

クランプ計による負荷確認
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ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
に 

燈
台
史
を
語
る
！

　

四
日
市
海
上
保
安
部
は
、
令
和
5
年
２
月

９
日（
木
）、
四
日
市
都
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、

当
部
交
通
課
の
藤
島
主
任
港
内
交
通
管
制
官

が
、
四
日
市
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
員
66
名

に
「
日
本
の
洋
式
灯
台
の
は
じ
ま
り
」
と
い

う
演
題
に
て
日
本
の
燈
台
史
に
つ
い
て
講
演

を
行
い
ま
し
た
。

　

四
日
市
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
（
伊
藤
重
和

会
長
、
会
員
数
87
名
）
は
、
昭
和
1０
年
1２
月

1４
日
に
創
立
さ
れ
、
現
在
の
会
員
数
は
87
名

で
会
社
経
営
の
ト
ッ
プ
の
方
な
ど
地
域
の
名

士
の
方
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
自
然
災
害
・

医
療
支
援
及
び
青
少
年
育
成
の
推
進
な
ど
多

く
の
社
会
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
で

す
。

　

な
お
、
今
回
の
講
演
に
同
行
し
た
当
部
管

理
課
M
官
の
奥
様
は
、
神
奈
川
県
で
の
学
生

時
代
に
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
支
援
を
受
け

ア
メ
リ
カ
留
学
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
講
演
に
お
い
て
は
、
幕
末
に
列
強

と
の
下
関
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
明
治
初
期

に
日
本
に
西
洋
式
の
灯
台
を
導
入
す
る
に
至

っ
た
経
緯
、
1３
基
の
灯
台
が
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
な
ど
、
今
般
、
灯
台
の
文
化
的

価
値
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
及
び
明
治
1９

年
に
建
設
さ
れ
た
四
日
市
燈
台
な
ど
貴
重
な

写
真
を
見
て
い
た
だ
き
、
同
会
員
の
皆
様
に

航
路
標
識
事
業
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

講
演
に
先
立
ち
講
師
紹
介
が
あ
り
、
会
員

の
多
く
の
方
か
ら
講
師
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

読
み
上
げ
ら
れ
、
今
回
の
講
演
を
楽
し
み
に

し
て
来
ら
れ
た
方
が
多
数
お
ら
れ
た
こ
と
に

驚
き
と
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

藤
島
管
制
官
は
、
平
成
３０
年
に
三
重
県
志

摩
市
で
開
催
さ
れ
た
「
灯
台
ワ
ー
ル
ド
サ
ミ

ッ
ト
」
や
市
民
大
学
講
座
な
ど
各
地
に
て
講

演
実
績
が
多
数
あ
り
ま
す
。

講
演
に
対
し
、
真
剣
に
耳
を
傾
け
ら
れ
て
い

る
姿
が
あ
り
、
本
講
演
を
聞
か
れ
た
市
民
の

報
提
供
シ
ス
テ
ム
機
器
関
連
の
Ｕ
Ｐ
Ｓ
に
お

い
て
、
庁
舎
非
常
用
発
電
機
の
エ
ン
ジ
ン
負

荷
コ
ン
セ
ン
ト
へ
接
続
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
判
明
し
、
エ
ン
ジ
ン
負
荷
に
接
続
し

直
し
て
い
ま
す
。

　

更
に
Ｏ
Ｐ
室
機
器
の
電
源
確
保
に
出
勤
し

て
い
た
Ｔ
管
理
係
長
か
ら
エ
ン
ジ
ン
負
荷
コ

ン
セ
ン
ト
を
全
て
調
査
し
て
ほ
し
い
と
の
依

頼
が
あ
り
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
、
保
安
部

内
の
エ
ン
ジ
ン
負
荷
コ
ン
セ
ン
ト
に
印
を
付

け
、
万
一
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

（
四
日
市
海
上
保
安
部
）

講演を行う藤島主任港内交通管制官
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方
々
が
語
り
人
と
な
り
、
多
く
の
市
民
に
灯

台
の
こ
と
を
拡
げ
、
未
来
に
伝
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

（
四
日
市
海
上
保
安
部
）

菅
島
小
学
校
に
て
業
務
説
明
会
開
催

　

鳥
羽
海
上
保
安
部
は
、
令
和
４
年
1２
月
5

日（
月
）に
「
島
っ
子
ガ
イ
ド
」
の
取
組
み
を

行
っ
て
い
る
菅
島
小
学
校
を
訪
れ
同
校
の
児

童
に
灯
台
の
歴
史
や
海
上
保
安
業
務
の
説
明

な
ど
を
聞
い
て
、
1０
年
前
と
は
大
分
変
わ
っ

て
き
て
い
る
島
の
実
情
を
感
じ
ま
し
た
。

　

今
回
の
業
務
説
明
会
で
は
、「
灯
台
の
お

話
（
交
通
業
務
）」、「
菅
島
灯
台
の
お
話
（
歴

史
）」
及
び
「
海
上
保
安
業
務
（
全
般
）」
を

四
本
部
交
通
部
と
鳥
羽
海
上
保
安
部
の
職
員

が
説
明
し
ま
し
た
。

　

途
中
、
説
明
用
Ｐ
Ｃ
が
フ
リ
ー
ズ
し
て
視

聴
用
の
大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ま
で
真
っ
暗
に

な
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
ま
し
た
が
、
児
童

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
「
島
っ
子
ガ
イ
ド
」
は
、
平
成
３０
年
か
ら

始
ま
っ
た
独
自
の
総
合
学
習
で
、
児
童
が
島

の
魅
力
を
自
分
達
で
調
べ
て
自
分
達
の
言
葉

で
、
島
を
訪
れ
る
観
光
客
を
案
内
す
る
も
の

で
、
そ
の
コ
ー
ス
の
一
つ
に
今
年
９
月
に
重

要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
菅
島
灯
台
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
島
っ
子
ガ
イ
ド
」
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
で
活
動
を
休
止
し
て
い
ま
し
た
が
、
３
年

振
り
に
開
催
す
る
こ
と
と
な

り
、
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
校

長
先
生
が
直
接
保
安
部
に
来
部

し
て
協
力
を
依
頼
さ
れ
る
な

ど
、
再
開
に
向
け
た
期
待
の
高

さ
が
伺
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
児
童
達
か
ら
元
気

い
っ
ぱ
い
の
歓
迎
を
受
け
、
校

長
先
生
と
の
お
話
で
は
、
４
年

生
と
6
年
生
の
児
童
が
一
人
も

い
な
い
こ
と
や
最
高
学
年
の
5

年
生
が
他
の
学
年
の
児
童
の
世

話
な
ど
を
頑
張
っ
て
い
る
お
話

講演を聴講される四日市ロータリークラブ
会員の皆様
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達
は
当
庁
職
員
の
説
明
を
熱
心
に
聞
き
入

り
、
時
折
の
ク
イ
ズ
に
積
極
的
に
手
を
挙
げ

て
答
え
る
な
ど
、
終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
で

終
了
し
ま
し
た
。

　

特
に
新
作
の
「
菅
島
灯
台
の
空
撮
～
ド
ロ

ー
ン
動
画
～
」
や
「
う
ー
み
ん
・
う
み
ま
る

迷
路
」
に
児
童
達
か
ら
「
お
ー
っ
」
と
喜
び

の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　

最
後
は
、
当
庁
式
の
号
令
で
締
め
く
く
る

と
、
大
き
な
拍
手
が
沸
き
上
が
り
ま
し
た
。

 

（
鳥
羽
海
上
保
安
部
）

奄
美
群
島
の
Ａ
Ｉ
Ｓ
陸
上
局
の 

無
線
局
検
査
を
受
検 

～
初
め
て
の
経
験
～

　

奄
美
群
島
に
は
Ａ
Ｉ
Ｓ
陸
上
局
が
、
奄
美

大
島
の
北
部
に
名
瀬
局
と
南
部
に
高
知
山

局
、
そ
し
て
沖
永
良
部
島
に
大
山
局
の
３
局

が
設
置
さ
れ
、
鹿
児
島
湾
か
ら
沖
縄
に
至
る

広
大
な
海
域
の
Ａ
Ｉ
Ｓ
搭
載
船
の
動
静
を
見

守
り
、
安
全
航
行
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し

て
、
乗
揚
げ
や
走
錨
に
伴
う
事
故
な
ど
の
防

止
を
図
っ
て
い
ま
す
。
九
州
総
合
通
信
局
に

よ
る
無
線
局
検
査
が
、
11
月
３０
日
に
大
山
局

で
行
わ
れ
、
無
事
合
格
し
ま
し
た
。

　

無
線
局
検
査
の
受
検
に
際
し
て
は
、
各
無

線
局
で
の
事
前
デ
ー
タ
の
測
定
と
報
告
書
の

作
成
・
提
出
か
ら
、
九
州
総
合
通
信
局
の
検

査
官
に
よ
る
現
場
検
査
ま
で
の
す
べ
て
が
初

め
て
の
古
屋
航
行
安
全
係
員
（
情
報
シ
ス
テ

ム
課
程
２7
期　

奄
美
保
安
部
1
年
目
）
と
中

村
安
全
対
策
係
員
（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
程
２8

期　

奄
美
保
安
部
２
年
目
）
が
中
心
と
な
っ

て
対
応
し
、
今
後
に
つ
な
が
る
良
い
経
験
と

な
り
ま
し
た
。

　

奄
美
海
上
保
安
部
は
、
３
局
の
Ａ
Ｉ
Ｓ
陸

上
局
を
適
切
に
管
理
し
安
定
運
用
さ
せ
る
こ

と
で
、
こ
の
豊
か
で
美
し
い
奄
美
群
島
の
安

全
安
心
に
努
め
ま
す
。

 

（
奄
美
海
上
保
安
部
）

測定の模様

AIS搭載船の航跡図
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ボ
を
定
着
さ
せ
、
地
元

の
活
性
化
、
並
び
に
灯

台
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。そ
の
た
め
に
は
、

清
水
海
上
保
安
部
、
御

前
崎
市
役
所
及
び
御
前

崎
観
光
協
会
の
ご
理
解
、

ご
協
力
が
必
要
で
す
の

で
、
今
後
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
灯
台
を

愛
し
て
く
れ
る
フ
ァ
ン

の
皆
様
が
あ
っ
て
こ
そ

で
す
。
御
前
埼
灯
台
は

今
後
も
攻
め
る
イ
ベ
ン

ト
で
皆
様
に
愛
さ
れ
る

灯
台
を
目
指
し
て
行
き

ま
す
。

　

今
回
、
清
水
海
上
保
安
部
、
観
光
協
会
の
ご
協
力
の
下
で
ク

リ
ス
マ
ス
マ
ル
シ
ェ
、
夕
暮
れ
参
観
が
開
催
で
き
た
こ
と
に
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

令
和
4
年
12
月
10
日
、
御
前
埼
灯
台
で
ク
リ
ス
マ
ス
マ
ル
シ

ェ
と
夕
暮
れ
参
観
の
コ
ラ
ボ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。
当

日
夕
暮
れ
参
観
利
用
者
が
大
人
55
名
、
子
供
16
名
、
パ
ス
ポ
ー

ト
で
の
参
観
1
名
で
し

た
。
当
日
は
風
も
弱
く

踊
り
場
か
ら
海
に
沈
む

夕
日
を
見
る
こ
と
が
で

き
、
地
元
出
身
の
シ
ン

ガ
ー
が
イ
ベ
ン
ト
を
盛

り
上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

来
年
は
、
冬
だ
け
で

な
く
夏
に
も
イ
ベ
ン
ト

が
で
き
る
よ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。

　

毎
年
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
す
る
こ
と
に
意
味
が

あ
り
、
地
元
と
の
コ
ラ

２
０
２
２

２
０
２
２
年
夕
暮
れ
参
観
報
告

年
夕
暮
れ
参
観
報
告

��

燈
光
会
御
前
埼
支
所
長

燈
光
会
御
前
埼
支
所
長
　
辻
　
岡
　
知
　
美

　
辻
　
岡
　
知
　
美

海に沈む夕日地元出身のシンガー

今回ランタンは
足元を照らしました踊り場から見た会場の様子
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明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
雪
の
舞
う
光
景
は
美
し
く
、
訪
れ
た
写

真
家
の
方
た
ち
も
喜
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

2
日
目
、
3
日
目
は
天
気
も
回
復
し
て
な
ん
と
か
夕
日
を
見

る
こ
と
が
で
き
、イ
ベ
ン
ト
を
知
ら
ず
に
訪
れ
た
お
客
様
も「
寒

か
っ
た
け
ど
パ
ワ
ー
を
も
ら
え
た
」「
ク
リ
ス
マ
ス
で
も
あ
り

特
別
感
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
喜
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
も
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
飾
ら
れ
た
潮
岬
灯
台
の
美

し
い
写
真
が
い
く
つ
か
投
稿
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
た
方
々

が
次
回
来
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

今
年
潮
岬
灯
台
は
１
５
０
周
年
と
い
う
節
目
の
年
で
す
。
長

い
間
海
の
安
全
を
見
守
っ
て
く
れ
た
灯
台
が
地
元
住
民
の
み
な

ら
ず
沢
山
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

2
度
目
の
開
催
と
な
る
「
潮
岬
灯
台
夕
暮
れ
参
観
」
が
令
和

4
年
12
月
23
日
～
25
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

初
の
試
み
だ
っ
た
前
回
の
経
験
か
ら
、
一
番
の
目
的
で
あ
る

「
美
し
い
夕
日
を
眺
め
る
」
こ
と
は
天
候
に
大
き
く
左
右
さ
れ

る
こ
と
を
実
感
し
た
の
で
、
万
が
一
夕
日
が
見
ら
れ
な
く
と
も

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
ク
リ
ス
マ
ス
気
分
を

味
わ
っ
て
も
ら
お
う
で
は
な
い
か
！
と
準
備
を
進
め
て
当
日
を

迎
え
ま
し
た
。

　

そ
の
当
日
。
な
ん
と
本
州
最
南
端
に
う
っ
す
ら
雪
が
積
も
る

と
い
う
大
寒
波
！
風
も
強
く
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
、
お

客
様
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
な
ん
と
か
3
日
間
の
「
夕
暮
れ
参

観
」
が
ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

初
日
は
、
田
辺
海
上
保
安
部
主
催
の
特
別
一
般
公
開
で
、
サ

ン
タ
さ
ん
も
登
場
し
強
風
と
寒
さ
の
中
お
客
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
配
る
な
ど
ク
リ
ス
マ
ス
気
分
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。（
悪
天
候
で
子
供
が
少
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
す
）

　

し
か
し
、
大
寒
波
も
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
灯
台
の

22
度
目
の「
夕
暮
れ
参
観
」
を
開
催

度
目
の「
夕
暮
れ
参
観
」
を
開
催

��

燈
光
会
潮
岬
支
所
長

燈
光
会
潮
岬
支
所
長
　
阿
　
部
　
千
　
穂

　
阿
　
部
　
千
　
穂

サンタさん、寒い中頑張ってます！



—  59  —

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
夕
暮
れ
参

観
開
催
に
あ
た
り
お
力
添
え
を
い
た
だ

き
ま
し
た
田
辺
海
上
保
安
部
の
皆
さ
ま

に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

小さなキャンドルライトや灯塔を彩る華やかなイルミネーションで、クリスマス気分を
味わっていただけたのではないでしょうか？

雲
の
切
れ
間
か
ら
美
し
い
夕
日
が
見
え
ま
し
た
。

来ていただいたお客さまにはポストカードとステッカーを、（さりげなく燈光会のイン
スタグラムもＰＲ）小さいお子さんにはバルーンアートで作ったサンタさんをプレゼント！
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大橋　圭一 様（33歳）千葉県在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 平成31年 1 月13日　野島埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 4年 9月24日　尻屋埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

各地にある灯台に興味を持った為。
☆ 16か所巡った感想

レンズの種類などについても勉強になって
面白かったです。

第92号

全国北から南までの16灯台巡っていただき、誠にありがとうございました。
達成者の皆様、おめでとうございます！

のぼれる灯台（16基）のぼれる灯台（16基）
スタンプラリー達成者スタンプラリー達成者

第13弾

滑川　裕治 様（73歳）静岡県湖西市在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 令和 3年11月 8 日　御前埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 4年10月 6 日　出雲日御碕灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

野島埼の受付の方の紹介
☆ 16か所巡った感想

ディープな世界でした。同時進行の50灯台
めぐりは経ヶ岬灯台で車で可能な部分は達
成となります。「ニッポン灯台紀行　岡克己」世界文化社に感動して。

第93号
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市川　直樹 様（50代）東京都小金井市在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 令和 3年 6月20日　大王埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 4年10月 8 日　都井岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

もともと、岬の先端を巡るのが趣味だった。
都井岬生まれの友人（父が灯台守だったらしい）
がいるのでここを最後にした。

☆ 16か所巡った感想　
ありがとうございました。

第95号

第94号

石山　文男 様（60代）千葉県四街道市在住
☆ スタンプラリー開始年月日　平成31年 4 月29日　野島埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月 9 日　初島灯台

第96号（同着）

ひまわり 様（50代）千葉県四街道市在住
☆ スタンプラリー開始年月日　平成31年 4 月29日　犬吠埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月 9 日　初島灯台
☆ 16か所巡った感想　

日本各地を巡り、美味しいものを食べ楽しかった。

第96号（同着）

かーちん 様（52歳）東京都練馬区在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 3年11月 8 日　観音埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月 6 日　潮岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

観音埼灯台でスタンプラリーを知ったので。
☆ 16か所巡った感想　感無量です。
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なおき 様（40代）東京都中野区在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 3年 4月30日　残波岬灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月 9 日　尻屋埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

残波岬灯台でこのラリーを知り、各地を巡ってみたくなったため。
☆ 16か所巡った感想　

各地に点在しており、行くのは大変でしたが、灯台ごとに趣きがあり、
達成感があります。以前、灯台放送（気象通報）を聞いていた時、各
地の灯台名が耳に残っていましたが、今回その幾つかも巡ることもで
き、改めて灯台への興味が深まりました。

第98号

Ｕの旅人 様（40代）東京都渋谷区在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 2年 9月10日　犬吠埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月 9 日　観音埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

自転車旅をしていて、南房総を走った際、たまたま寄った野島埼灯台
のデザインと風景に未了されて。

☆ 16か所巡った感想　
自転車（折りたたみ（ブロンプトン））＋公共交通機関中心に周ったた
め、キツイ時もありましたが、16ヶ所全てを思い出せる位印象的なス
タンプラリーでした。また、ゆっくりうかがいます。

第99号

祝☆第10
0号

（同着）　たくちゃ様（60代・ご夫婦）神奈川県在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和元年 7月11日　犬吠埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月10日　平安名埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ　良い場所にあるので。

☆ 16か所巡った感想　楽しめました。

よこもず様　　　　　　　　　　　　
☆ スタンプラリー開始年月日　平成30年12月14日　出雲日御碕灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 4年10月10日　平安名埼灯台
☆ 16か所巡った感想　楽しかったです。
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増
加
に
努
め
る
。

　
　

ま
た
、
外
国
人
観
光
客
に
よ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
回

復
を
見
込
み
、
参
観
灯
台
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
燈
光
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
航
路
標
識
周
知
板
等
の
多
言
語
化
を

進
め
る
。

⑵　

各
支
所
詰
所
、
案
内
板
等
の
必
要
な
改
善
等
の
整
備

を
行
う
。

2　

展
示
室
業
務

⑴　

航
路
標
識
資
料
の
調
査
・
収
集
・
保
存
整
備
事
業
を

実
施
し
、
資
料
の
充
実
・
拡
大
を
図
る
。

⑵　

各
展
示
室
の
必
要
な
改
善
等
の
整
備
を
行
う
。特
に
、

都
井
岬
灯
台
資
料
展
示
室
に
お
け
る
展
示
資
料
更
新
等

の
改
修
整
備
の
ほ
か
、
建
物
・
施
設
等
の
計
画
的
な
予

防
保
全
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
大
王
埼
灯
台
資
料
展

示
室
等
の
水
銀
槽
式
回
転
灯
器
の
水
銀
解
消
を
行
う
。

⑶　

自
治
体
等
か
ら
委
託
を
受
け
、施
設
の
管
理
を
行
う
。

3　

そ
の
他
の
周
知
広
報
業
務

⑴　

小
中
学
生
を
対
象
と
し
て
灯
台
の
あ
る
風
景
を
テ
ー

マ
と
し
た
灯
台
絵
画
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
、
優
秀
者

の
表
彰
を
行
う
。

　

令
和
5
年
3
月
10
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
令
和
4
年
度
第
3

回
理
事
会
で
、
令
和
5
年
度
の
燈
光
会
の
事
業
計
画
及
び
収
支

予
算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
が
可
能
で
す
。

令
和
5
年
度
事
業
計
画

Ⅰ
公
益
目
的
事
業

1　

灯
台
参
観
業
務

⑴　

全
国
16
箇
所
の
参
観
灯
台
に
お
い
て
、
地
元
関
係
団

体
と
協
力
し
て
一
般
の
方
々
へ
の
航
路
標
識
事
業
の
周

知
啓
蒙
に
努
め
る
。
特
に
、
参
観
灯
台
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
・
配
布
・
掲
示
や
案
内
板
の
作

成
・
設
置
を
行
う
と
と
も
に
、
支
所
イ
ー
ゼ
ル
板
や
燈

光
会
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
（
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
、
イ
ベ
ン
ト

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
等
）
の
更
新
に
努

め
る
等
、
参
観
灯
台
の
Ｐ
Ｒ
の
強
化
に
よ
り
参
観
者
の

令
和
5
年
度
燈
光
会
事
業
計
画 

　
　
及
び
収
支
予
算
に
つ
い
て

�

燈
光
会
事
務
局
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図
る
。

⑻　

歴
史
的
航
路
標
識
資
料
の
適
正
な
整
理
・
保
存
の
た

め
「
航
路
標
識
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
充
実
・
拡
大

を
図
る
と
と
も
に
、
燈
光
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開

す
る
。

⑼　

灯
台
カ
レ
ン
ダ
ー
や
灯
台
グ
ッ
ズ
を
作
製
、
頒
布
す

る
こ
と
に
よ
り
航
路
標
識
事
業
に
対
す
る
周
知
広
報
を

行
う
。

⑽　

航
路
標
識
周
知
板
の
老
朽
更
新
を
進
め
る
と
と
も

に
、
不
用
と
な
っ
た
周
知
板
の
撤
去
を
行
う
。

⑾　

冊
子
「
の
ぼ
れ
る
灯
台
16
基
」
の
改
訂
版
を
作
製
・

配
布
す
る
。

⑿　

賛
助
会
員
制
度
の
周
知
を
徹
底
し
、
賛
助
会
員
の
拡

大
を
図
る
。

⒀　

支
所
に
お
け
る
参
観
寄
付
金
の
受
領
、
記
念
品
の
販

売
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
、引
き
続
き
、進
め
る
。

Ⅱ　

互
助
事
業

⑴　

会
誌
「
燈
光
」
を
定
期
的
に
発
行
、
配
付
す
る
。

⑵　

灯
台
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
製
、
配
付
す
る
。

⑶　

海
上
保
安
学
校
本
科
情
報
シ
ス
テ
ム
課
程
及
び
管
制
課

程
へ
の
教
材
等
の
助
成
を
行
う
。

⑵　

燈
光
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
等
を
活

用
し
、
よ
り
多
く
の
市
民
が
航
路
標
識
に
対
す
る
関
心

を
一
層
高
め
て
貰
え
る
よ
う
周
知
広
報
に
努
め
る
。
特

に
、
当
会
が
運
営
す
る
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
フ
ォ
ロ
ワ

ー
拡
大
を
図
る
。

⑶　

灯
台
記
念
日
行
事
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
航
路
標

識
事
業
の
発
展
並
び
に
航
路
標
識
事
業
に
貢
献
し
た
者

の
表
彰
を
行
う
。

⑷　

灯
台
を
核
と
す
る
地
域
振
興
計
画
に
協
力
し
、
灯
台

の
多
目
的
活
用
と
航
路
標
識
事
業
の
発
展
に
努
め
る
。

特
に
、
出
雲
市
で
実
施
さ
れ
る
灯
台
ワ
ー
ル
ド
サ
ミ
ッ

ト
に
参
画
・
支
援
す
る
な
ど
、
地
元
関
係
者
と
の
連
携

事
業
の
強
化
を
図
る
。

⑸　

全
国
各
地
に
あ
る
灯
台
資
料
館
等
の
航
路
標
識
資
料

の
充
実
や
、
地
方
自
治
体
の
資
料
館
設
置
や
資
料
展
示

の
要
望
等
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
各
地
で
行
わ
れ
る

灯
台
写
真
展
や
航
路
標
識
関
係
の
催
し
に
対
し
て
積
極

的
に
助
成
・
助
言
を
行
う
。

⑹　

会
誌
「
燈
光
」
を
定
期
的
に
発
行
、
配
付
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
航
路
標
識
事
業
に
対
す
る
周
知
広
報
を
行
う
。

⑺　

航
路
標
識
周
知
資
料
や
技
術
資
料
、
記
念
史
誌
等
の

資
料
の
収
集
を
行
い
、
学
術
的
資
料
の
整
備
・
充
実
を
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Ⅱ　

前
提
方
針

1　

経
常
増
減
の
部
は
、
黒
字
予
算
を
確
保
す
る
。

2　

公
益
目
的
事
業
会
計
は
、
収
支
相
償
を
満
足
さ
せ
る
た

め
、
収
支
は
0
又
は
赤
字
と
す
る
。

3　

会
員
互
助
事
業
は
黒
字
予
算
を
確
保
す
る
。

Ⅲ　

令
和
5
年
度
収
支
予
算
書
の
説
明

1　

経
常
収
益

⑴　

受
取
参
観
寄
付
金
は
、
参
観
者
数
を
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
の
な
か
っ
た
直
近
の
平
年

値
で
あ
る
平
成
29
年
度
参
観
者
数
（
７
３
２
，２
２
６

人
）
の
85
％
と
し
、
一
人
当
た
り
寄
付
金
額
を
３
０
０

円
と
し
て
計
上
し
た
。

⑵　

受
取
会
費
は
、
近
年
の
会
員
数
の
動
向
か
ら
令
和
5

年
度
に
見
込
ま
れ
る
会
員
数
を
基
に
計
上
し
た
。

⑶　

事
業
収
益
は
、
直
近
の
実
績
を
基
に
計
上
し
た
。
た

だ
し
、物
品
販
売
事
業
は
、見
込
ま
れ
る
参
観
者
数
（
上

記
⑴
）
踏
ま
え
た
収
益
と
し
た
。

2　

経
常
費
用

　

令
和
5
年
度
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
実
施
に
必
要
な
費

用
を
計
上
し
た
。

⑷　

航
路
標
識
事
業
に
対
す
る
功
績
で
表
彰
さ
れ
た
会
員

に
、
功
労
賞
を
授
与
す
る
。

⑸　

航
路
標
識
業
務
に
有
用
な
資
格
を
取
得
し
た
会
員
に
、

奨
励
金
を
支
給
す
る
。

⑹　

所
要
の
要
件
の
会
員
の
子
弟
に
対
し
、
奨
学
金
を
貸
与

す
る
。

⑺　

会
員
又
は
そ
の
遺
族
に
対
し
、
見
舞
金
、
弔
慰
金
等
を

支
給
す
る
。

⑻　

会
員
の
慶
事
に
祝
電
等
を
お
く
る
。

⑼　

米
寿
を
迎
え
た
会
員
に
記
念
品
を
贈
呈
す
る
。

令
和
5
年
度
収
支
予
算
に
つ
い
て

　

令
和
5
年
度
の
収
支
予
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
主
旨
、
前
提

方
針
等
に
よ
り
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

Ⅰ　

主
旨

　

令
和
5
年
度
収
支
予
算
に
つ
い
て
は
、
本
会
の
資
金
的
立

場
か
ら
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
資
金
の
受
入
、
払
出

が
確
実
に
実
行
で
き
る
よ
う
、
事
業
計
画
を
基
本
に
、
資
金

の
収
支
の
均
衡
を
考
慮
し
て
編
成
し
た
。
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令和 ５ 年度収支予算書（正味財産増減計算書）
  （単位：円）

科　　　　　目 令和 ５ 年度予算 令和 4 年度予算 増　　減
一般正味財産増減の部
経常増減の部
⑴　経常収益
特定資産運用益 2,442,000 2,463,000 -21,000
特定資産受取利息 2,442,000 2,463,000 -21,000
受取会費 6,110,000 6,313,000 -203,000
普通会員会費 4,760,000 4,948,000 -188,000
一般・団体会員会費 890,000 905,000 -15,000
式典会費 460,000 460,000 0
事業収益 9,469,000 8,482,000 987,000
受託業務収益 3,809,000 3,809,000 0
物品販売事業収益 5,660,000 4,673,000 987,000
受取補助金等 3,627,000 4,292,000 -665,000
受取民間補助金 0 0 0
受取補助金等振替額 3,627,000 4,292,000 -665,000
受取寄付金 186,807,000 169,650,000 17,157,000
受取参観寄付金 186,717,000 169,602,000 17,115,000
受取賛助寄付金 90,000 48,000 42,000
雑収益 401,000 396,000 5,000
受取利息 1,000 2,000 -1,000
雑収益 400,000 394,000 6,000

 　経常収益計 208,8５6,000 191,５96,000 17,260,000
⑵　経常費用

事業費 192,768,000 176,811,000 1５,9５7,000
役員報酬 11,382,000 11,325,000 57,000
給料手当 71,314,000 68,307,000 3,007,000
臨時雇賃金 16,382,000 17,576,000 -1,194,000
退職給付費用 5,251,000 4,703,000 548,000
法定福利費 12,918,000 12,441,000 477,000
福利厚生費 554,000 520,000 34,000
会議費 326,000 304,000 22,000
記念式典費 2,000,000 1,768,000 232,000
旅費交通費 3,499,000 2,942,000 557,000
通信運搬費 3,185,000 2,613,000 572,000
減価償却費 8,131,000 9,308,000 -1,177,000
消耗什器備品費 200,000 486,000 -286,000
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科　　　　　目 令和 ５ 年度予算 令和 4 年度予算 増　　減
消耗品費 2,871,000 1,941,000 930,000
記念品作製費 5,690,000 3,409,000 2,281,000
修繕費 4,002,000 2,929,000 1,073,000
印刷製本費 10,656,000 6,343,000 4,313,000
光熱水料費 3,957,000 3,072,000 885,000
賃借料 15,050,000 14,052,000 998,000
保険料 528,000 426,000 102,000
諸謝金 740,000 740,000 0
租税公課 266,000 352,000 -86,000
周知広報活動費 2,593,000 2,174,000 419,000
共済互助金 1,845,000 2,027,000 -182,000
委託費 7,738,000 5,956,000 1,782,000
表彰費 840,000 517,000 323,000
雑費 850,000 580,000 270,000

管理費 1５,064,000 14,640,000 424,000
役員報酬 3,794,000 3,775,000 19,000
給料手当 2,175,000 2,226,000 -51,000
臨時雇賃金 0 0 0
退職給付費用 719,000 815,000 -96,000
法定福利費 875,000 892,000 -17,000
福利厚生費 20,000 19,000 1,000
会議費 1,256,000 1,086,000 170,000
旅費交通費 391,000 334,000 57,000
通信運搬費 573,000 574,000 -1,000
減価償却費 90,000 122,000 -32,000
消耗什器備品費 100,000 0 100,000
消耗品費 547,000 504,000 43,000
修繕費 0 0 0
印刷製本費 416,000 751,000 -335,000
光熱水料費 94,000 81,000 13,000
賃借料 1,607,000 1,275,000 332,000
租税公課 104,000 9,000 95,000
交際費 113,000 78,000 35,000
諸会費 496,000 583,000 -87,000
委託費 1,267,000 1,132,000 135,000
雑費 427,000 384,000 43,000

 　経常費用計 207,832,000 191,4５1,000 16,381,000
 当期経常増減額 1,024,000 14５,000 879,000
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令和 ５ 年度予算書（正味財産増減計算書内訳表）
  （単位：円）

科　　　目

公益目的 
事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引
消去 合　計

航路標識
周知広報事業 会員互助事業

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1 ．経常増減の部

⑴　経常収益

特定資産運用益 384,000 811,000 1,247,000 0 2,442,000

特定資産受取利息 384,000 811,000 1,247,000 0 2,442,000

受取会費 1,350,000 4,760,000 0 0 6,110,000

普通会員会費 0 4,760,000 0 0 4,760,000

一般・団体会員会費 890,000 0 0 0 890,000

式典会費 460,000 0 0 0 460,000

事業収益 9,469,000 0 0 0 9,469,000

受託業務収益 3,809,000 0 0 0 3,809,000

物品販売事業収益 5,660,000 0 0 0 5,660,000

受取補助金等 3,627,000 0 0 0 3,627,000

受取民間助成金 0 0 0 0 0

受取補助金等振替額 3,627,000 0 0 0 3,627,000

受取寄付金 171,863,000 0 14,944,000 0 186,807,000

受取参観寄付金 171,780,000 14,937,000 186,717,000

受取賛助寄付金 83,000 7,000 90,000

雑収益 92,000 308,000 1,000 0 401,000

受取利息 0 0 1,000 0 1,000

雑収益 92,000 308,000 0 0 400,000

経常収益計 186,78５,000 ５,879,000 16,192,000 0 208,8５6,000

⑵　経常費用

事業費 186,92５,000 ５,843,000 0 192,768,000

役員報酬 11,078,000 304,000 0 11,382,000

給料手当 70,879,000 435,000 0 71,314,000

臨時雇賃金 16,382,000 0 0 16,382,000

退職給付費用 5,174,000 77,000 0 5,251,000

法定福利費 12,808,000 110,000 0 12,918,000

福利厚生費 550,000 4,000 0 554,000

会議費 326,000 0 0 326,000

記念式典費 2,000,000 0 0 2,000,000

旅費交通費 3,499,000 0 0 3,499,000

通信運搬費 2,628,000 557,000 0 3,185,000

減価償却費 8,131,000 0 0 8,131,000

消耗什器備品費 200,000 0 0 200,000

消耗品費 2,871,000 0 0 2,871,000
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科　　　目

公益目的 
事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引
消去 合　計

航路標識
周知広報事業 会員互助事業

記念品作製費 5,195,000 495,000 0 5,690,000

修繕費 4,002,000 0 0 4,002,000

印刷製本費 9,001,000 1,655,000 0 10,656,000

光熱水料費 3,941,000 16,000 0 3,957,000

賃借料 14,805,000 245,000 0 15,050,000

保険料 528,000 0 0 528,000

諸謝金 740,000 0 0 740,000

租税公課 266,000 0 0 266,000

周知広報活動費 2,593,000 0 0 2,593,000

共済互助金 0 1,845,000 0 1,845,000

委託費 7,738,000 0 0 7,738,000

表彰費 840,000 0 0 840,000

雑費 750,000 100,000 0 850,000

管理費 1５,064,000 0 1５,064,000

役員報酬 3,794,000 0 3,794,000

給料手当 2,175,000 0 2,175,000

臨時雇賃金 0 0 0

退職給付費用 719,000 0 719,000

法定福利費 875,000 0 875,000

福利厚生費 20,000 0 20,000

会議費 1,256,000 0 1,256,000

旅費交通費 391,000 0 391,000

通信運搬費 573,000 0 573,000

減価償却費 90,000 0 90,000

消耗什器備品費 100,000 0 100,000

消耗品費 547,000 0 547,000

修繕費 0 0 0

印刷製本費 416,000 0 416,000

光熱水料費 94,000 0 94,000

賃借料 1,607,000 0 1,607,000

租税公課 104,000 0 104,000

交際費 113,000 0 113,000

諸会費 496,000 0 496,000

委託費 1,267,000 0 1,267,000

雑費 427,000 0 427,000

経常費用計 186,92５,000 ５,843,000 1５,064,000 0 207,832,000

評価損益等調整前当期
経常増減額 △140,000 36,000 1,128,000 0 1,024,000

評価損益等計 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △140,000 36,000 1,128,000 0 1,024,000
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科　　　目

公益目的 
事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引
消去 合　計

航路標識
周知広報事業 会員互助事業

2 ．経常外増減の部

⑴　経常外収益 0 0 0 0 0

中科目別記載 0 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0

⑵　経常外費用 0 0 0 0 0

中科目別記載 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0

他会計振替額 0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △140,000 36,000 1,128,000 0 1,024,000

一般正味財産期首残高 0 0

一般正味財産期末残高 △140,000 36,000 1,128,000 0 1,024,000

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取補助金等 0 0 0 0 0

一般正味財産への振替額 0 0 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 △140,000 36,000 1,128,000 0 1,024,000
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