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「夏の思い出の灯台」
青木　蒼空　さん

徳島県徳島市国府中学校　 2年

評： ゴッホ的にタッチを統一して描きあげています。突出
したアングルからも力を感じます。

「灯台絵
画コンテスト2023」入賞作品

●海上保安庁長官賞

●国土交通大臣賞
（表紙）「見守る灯台」
平　晴海　さん

兵庫県神戸市立東町小学校　 6年

評： 圧倒的な光と影の力強さが感じられます。潮の香りま
で漂ってくるようです。



評
：�

小
学
校
低
学
年
ら
し
か
ら
ぬ
描
写
タ

ッ
チ
と
色
使
い
で
幻
想
的
な
雰
囲
気

を
表
現
し
て
い
ま
す
。

●
燈
光
会
会
長
賞

●
金
　
賞
（
小
学
生
低
学
年
の
部
）

「
ざ
ん
ぱ
み
さ
き
と
う
だ
い
の
ゆ
う
ひ
を
み
た
よ
」

　
　
　
　
荻
原
　
純
永
　
さ
ん

　
　
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
立
駒
西
小
学
校 

１
年

「
夕
陽
に
か
が
や
く
灯
台
」

　
　
　
　
田
中
　
翔
　
さ
ん

　
　
和
歌
山
県
和
歌
山
市
立
吹
上
小
学
校 

3
年



●金　賞（小学生高学年の部）

●金　賞（中学生の部）

「なないろに光る灯台」
楠本　ひかり　さん

和歌山県御坊市立野口小学校 5 年

「夕暮れ前」
苅谷　杏奈　さん

福井県坂井市立丸岡中学校 3 年



●銅　賞

小学生低学年の部

「夜空のシンフォニー」
山本　彩登　さん

愛知県名古屋市立上野小学校 1 年

「とうだいを まもるひとのえ」
武田　英吾　さん

長崎県対馬市立東小学校 1 年

●銀　賞

「野間のとうだいでハッピーウエディング」
横田　鈴乃　さん

愛知県美浜町立布土小学校  1 年

●銀　賞



小学生低学年の部

「灯台さん ありがとう～さたみさき灯台～」
中友　稜　さん

鹿児島県鹿児島市立伊敷小学校 2 年

●銅　賞

「灯台と踊っている私」
 三浦　望　さん

千葉県銚子市立双葉小学校 1 年

●銅　賞

「「きれいやなぁ」お父さんと見た旧堺灯台」
田中　萌々果　さん

大阪府堺市立家原寺小学校 2 年

●銅　賞

「あかとうだいさん またあそびにくるね 」
瀧田　百莉　さん

愛媛県新居浜市立大生院小学校 1 年

●銅　賞



小学生高学年の部

「岩場の先に鼠ヶ関灯台」
梅津　ありさ　さん

山形県酒田市立亀ヶ崎小学校 6 年

●銅　賞

「灯台でさぼてんに出会った 」
青木　勇麻　さん

徳島県徳島市国府小学校 5 年

●銀　賞

「都井岬灯台」
栗原　夢希　さん

和歌山県日高川町立和佐小学校 5 年

●銀　賞



小学生高学年の部

「海を見守る佐多岬灯台」
中野　心百合　さん

鹿児島県鹿児島市立伊敷小学校  5 年

「友ヶ島灯台」
佐々木　新之助　さん

和歌山県日高川町立中津小学校  5 年

「私の宝物」
谷脇　翠　さん

和歌山県和歌山市立伏虎義務教育学校  6 年

●銅　賞

●銅　賞

●銅　賞

「夜の灯台」
宮内　響子　さん

千葉県銚子市立双葉小学校  5 年

●銅　賞



●銀　賞

中学生の部

「葛登支岬灯台の夕暮れ」
三原　菜結　さん

和歌山県立日高高等学校附属中学校  3 年

「朝日に輝く灯台」
前田　みぞれ　さん

沖縄県宮古島市立城東中学校  3 年

●銅　賞

「日の出前の室戸岬灯台」
兵頭　柚　さん

愛媛県宇和島市立三間中学校  3 年

●銀　賞



中学生の部

「不思議なソテツと灯台」
野崎　健太　さん

鹿児島県霧島市立舞鶴中学校  1 年

「星とともに」
蓮野　愛瑠　さん

富山県富山市立大泉中学校  1 年

「潮岬灯台」
中田　衣純　さん

和歌山県田辺市立東陽中学校  3 年

「本土最南端の灯台」
木屋尾　珠来　さん

鹿児島県薩摩川内市立川内中央中学校  2 年

●銅　賞

●銅　賞

●銅　賞

●銅　賞
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福
島
県
い
わ
き
市
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
地
域
に
親
し
ま
れ
る

「
塩
屋
埼
灯
台
」
で
は
、
年
間
を
通
し
て
細
く
長
く
を
モ
ッ
ト

ー
に
地
元
有
志
団
体
「
と
よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部
」
が
カ
ツ
オ
─

（
活
動
）
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
夏
休
み
企
画
第
一
弾
！
塩
屋
埼
灯
台
に
“
か
つ
お

の
ぼ
り
”
を
掲
揚
す
る
こ
と
今
年
で
３
年
目
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影

響
を
受
け
て
来
台
者
が
激
減
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
令
和
３
年

の
海
の
日
に
始
め
た
も
の
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
定
例
的
な
行
事

と
し
て
地
元
に
も
認
知
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
昨
年
ひ
っ
そ
り
追

加
し
た
“
う
な
ぎ
の
ぼ
り
”
も
風
景
と
な
り
、
今
年
も
天
候
に

恵
ま
れ
る
こ
と
を
祈
り
、
当
日
を
迎
え
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

実
は
「
と
よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部
」
代
表
は
、「
企
画
し
た
イ

ベ
ン
ト
開
催
率
５０
％
」（
言
い
方
変
え
れ
ば
中
止
率
５０
％
‼
）

と
い
う
天
気
に
恵
ま
れ
な
い
“
も
っ
て
い
る
人
”
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、“
か
つ
お
の
ぼ
り
”
掲
揚
初
日
の
７
月
１５
日
（
土
）“
雨
”

…
さ
す
が
で
す
。

　

そ
し
て
、
何
と
か
掲
揚
で
き
た
昼
前
の
状
況
を
写
真
で
ご
覧

く
だ
さ
い
！

　

か
つ
お
の
ぼ
り

を
掲
揚
し
て
い
る

後
ろ
姿
の
写
真
の

方
が
“
も
っ
て
い

る
人
”「
と
よ
ま

の
灯
台
倶
楽
部
」

代
表
で
す
。
ち
な

み
に
で
す
が
、
シ

「
夏
休
み
企
画
」

「
夏
休
み
企
画
」

		
“
か
つ
お
の
ぼ
り
掲
揚
”＆“
と
よ
ま
の
灯
台
星
空
観
望
会
”

“
か
つ
お
の
ぼ
り
掲
揚
”＆“
と
よ
ま
の
灯
台
星
空
観
望
会
”

��

福
島
海
上
保
安
部
・
と
よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部

福
島
海
上
保
安
部
・
と
よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部

写真 1　�どんより…“かつお
のぼり”

写真 2　�天気が悪いのは私の
せいです（泣）
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ャ
ツ
は
福
島
県
い
わ
き
市
役
所
公
認
の
「
い
わ
き
ア
ロ
ハ
シ
ャ

ツ
」
で
す
。
保
安
部
の
職
員
も
出
勤
す
る
際
に
愛
用
し
て
い
ま

す
。

　

塩
屋
埼
灯
台
の
参
観
時
間
は
、
午
前
９
時
～
午
後
４
時
３０
分

と
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
最
初
の
お
客
様
が
見
え
る
前
に
掲

揚
し
た
か
っ
た
も
の
の
、
強
風
と
大
雨
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
様

子
を
み
て
、
雲
が
去
っ
た
午
前
１０
時
過
ぎ
に
よ
う
や
く
掲
揚
で

き
ま
し
た
。

　

梅
雨
時
期
と
い
う
こ
と
で
初
日
こ
そ
諦

め
て
い
ま
し
た
が
、
１６
日
（
日
）、「
海
の

日
」
１７
日
（
月
）
は
天
候
に
恵
ま
れ
（
と

よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部
代
表
の
何
か
を
吹
き

飛
ば
し
）、
白
亜
の
灯
台
と
空
の
青
さ
と

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
素
晴
ら
し
い
も
の
と

な
り
、
来
台
さ
れ
る
方
は
特
別
感
の
あ
る

“
か
つ
お
の
ぼ
り
”
の
写
真
を
熱
心
に
撮

ら
れ
た
り
、
灯
台
に
登
る
途
中
の
窓
か
ら

見
え
る
“
か
つ
お
”
と
“
う
な
ぎ
”
の
迫

力
あ
る
写
真
を
撮
ら
れ
た
り
と
、「
風
に

乗
っ
て
、
灯
台
の
空
に
か
つ
お
た
ち
が
舞

い
上
が
る
！
」
良
か
っ
た
良
か
っ
た
。

　

今
年
は
例
年
の“
か
つ
お
の
ぼ
り
掲
揚
”

に
追
加
し
て
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
「
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ　

Ｓ
Ａ
Ｘ
Ｏ
Ｐ
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｅ　

Ｅ
Ｎ

Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
」
か
ら
の
灯
台
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
て
い
た

だ
け
る
と
い
う
あ
り
が
た
い
お
申
し
出
を
実
現
さ
せ
た
も
の
で

す
が
、
当
日
は
気
温
が
３３
度
を
超
え
る
猛
暑
と
な
り
、
体
力
的

に
も
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。

　

演
奏
は
、
午
後
１
時
、
３
時
の
2
回
。
灯
台
参
観
者
の
皆
様

も
足
を
止
め
て
、
そ
の
音
色
に
耳
を
傾
け
ら
れ
大
盛
況
の
う
ち

写真 3　ミニコンサート

写真 4　演奏
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旧
、
復
興
を
願
い
、
人
々
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
意
味
も
込
め
ら

れ
、
力
強
く
ま
っ
す
ぐ
泳
ぐ
姿
は
、
灯
台
が
鋭
く
放
つ
光
の
筋

（
光
芒
）
と
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
も
の

で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
“
か
つ
お
”
を
塩
屋
埼
灯
台
へ
掲
げ
る
願
い
は
、

ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
世
の
中
、
海
の
ま
ち
へ
出
か
け
て
潮
風
を

浴
び
、
波
と
戯
れ
、
灯
台
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
貰
い
、
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ
し
て
欲
し
い
。
浜
の
風
景
に
“
か
つ
お
の
ぼ
り
”
が
泳

ぐ
こ
と
で
、
夏
の
到
来
や
自
然
の
力
強
さ
を
感
じ
取
り
、
心
の

癒
し
に
繋
げ
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
す
。

　

最
後
に
“
う
な
ぎ
の
ぼ
り
”
の
出
生
地
、沼
ノ
内
弁
財
天
「
賢

沼
ウ
ナ
ギ
生
息
地
」
は
国
指
定
の
天
然
記
念
物
で
、
賢
沼
で
は

殺
生
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
大
ウ
ナ
ギ
と
な
っ
て
生
息
し
て
い

ま
す
。
身
近
な
社
会
情
勢
も
、
争
い
や
犠
牲
に
あ
ふ
れ
て
落
ち

着
か
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、“
殺
生
禁
止
”
の
ウ
ナ
ギ
が
、
日

常
生
活
の
平
和
・
平
穏
に
繋
が
っ
て
欲
し
い
と
願
い
、
掲
揚
し

て
い
ま
す
。
運
気
上
昇
の
「
う
な
ぎ
の
ぼ
り
」
で
あ
っ
て
欲
し

い
と
い
う
願
い
も
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
わ
ら
焼
き
に
し
た
“
か
つ
お
の
た
た
き
”
を
荒

塩
で
食
ら
う
こ
と
が
好
き
な
筆
者
で
す
。

　

ま
た
来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
‼

　

ち
な
み
に
、
私
は
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
の
で
訂
正
し
ま

に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　
「
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ　

Ｓ
Ａ
Ｘ
Ｏ
Ｐ
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｅ　

Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｍ
Ｂ
Ｌ

Ｅ
」
の
皆
様
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
な
ぜ
“
か
つ
お
の
ぼ
り
”
な
の
？
そ
し
て
、“
う

な
ぎ
の
ぼ
り
”??
ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
ご
説
明
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
少
し
真
面
目
な
お
話
し
で

す
。

　

江
戸
時
代
頃
か
ら
、
い
わ
き
沿
岸
は
カ
ツ
オ
漁
が
盛
ん
で
、

水
揚
げ
さ
れ
た
カ
ツ
オ
は
鰹
節
に
加
工
さ
れ
昭
和
５０
年
代
各
地

に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
地
元
の
四
倉
諏
訪
神
社
に
は
「
改

良
鰹
節
之
碑
」
が
建
立
、
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
初
ガ

ツ
オ
が
水
揚
げ
さ
れ
る
と
沼
ノ
内
弁
財
天
へ
と
奉
納
す
る
習
わ

し
が
あ
り
、
明
治
時
代
に
は
常
磐
の
金
毘
羅
神
社
に
も
大
漁
に

感
謝
す
る
漁
師
に
よ
っ
て
カ
ツ
オ
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

い
わ
き
の
海
の
玄
関
口
、
小
名
浜
港
に
い
ち
早
く
夏
の
訪
れ
を

告
げ
る
初
ガ
ツ
オ
の
水
揚
げ
は
、
市
民
の
人
気
の
的
で
あ
り
、

色
々
な
味
わ
い
方
で
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
い
わ
き
＝
か
つ
お
」
か
ら
、
四
倉
諏
訪
神
社
で
は
、

毎
年
４
月
１
日
か
ら
５
月
中
旬
の
間
“
か
つ
お
の
ぼ
り
”
を
掲

揚
し
て
お
り
、
カ
ツ
オ
に
支
え
ら
れ
先
人
が
活
躍
し
た
時
代
に

思
い
を
馳
せ
、ま
ち
の
多
幸
繁
栄
を
願
う
、海
と
共
生
す
る
“
い

わ
き
”
な
ら
で
は
の
光
景
で
あ
り
、
震
災
後
は
地
域
の
早
い
復
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す
が
、

　
「
い
わ
き
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
は
、
保
安
部
の
職
員

も
出
勤
で
着
用
し
て
い
ま
す
。」

　

→
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
部
は
部
長

だ
け
で
す
（
多
分
）。
い
わ
き
市
に
本
社
が
あ
る

衣
料
品
メ
ー
カ
ー
の
商
品
で
、
毎
年
デ
ザ
イ
ン
が

少
し
ず
つ
変
わ
り
ま
し
て
、
通
な
方
は
毎
年
購
入

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
部
長
は
、
サ

イ
ズ
感
を
確
か
め
る
た
め
、
ま
ず
は
お
試
し
の
２

０
２
２
年
セ
ー
ル
品
を
購
入
し
よ
う
と
探
さ
れ
た

よ
う
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
欲
し
い
サ
イ
ズ
が
無

く
、
渋
々
（
想
像
）
２
０
２
３
年
定
価
で
購
入
さ

れ
た
そ
う
で
す
。

　

さ
て
、
夏
休
み
企
画
第
二
弾
！
塩
屋
埼
灯
台
で

星
空
を
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

昨
年
度
も
実
施
を
試
み
た
も
の
の
、
コ
ロ
ナ
禍

と
い
う
状
況
か
ら
見
送
っ
た
経
緯
も
あ
り
ま
し
た

の
で
、
今
年
は
月
の
状
態
も
星
を
眺
め
る
に
は
良

さ
そ
う
な
８
月
１１
日
（
金
）
に
実
施
を
決
定
し
、

事
前
の
申
し
込
み
を
行
っ
た
と
こ
ろ
あ
っ
と
い
う

間
に
満
員
御
礼
と
な
り
ま
し
た
。

　

夜
間
の
公
開
と
な
り
ま
す
と
、
灯
台
に
登
る
登

写真 5“今年もイイ泳ぎだったでしょ”と片付け前に日干しされるカツオとウナギ

写真 6　結果的に“イイ風”のおかげで映えました
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囁
き
が
聞
か
れ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
結
果
的
に
台
風
第
７

号
の
直
撃
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
影
響
を
受
け
た
太
平

洋
沿
岸
は
曇
り
後
に
雨
（
雷
雨
）
と
な
り
、
星
を
見
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
天
候
不

順
で
催
行
が
難
し
い
場
合
も
想
定
済
み
。
私
た
ち
は
星
が
見
え

な
く
て
も
参
加
者
が
満
足
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
切
り
札
と

し
て
、
魅
力
的
な
講
話
と
資
料
を
準
備
し
て
い
た
の
で
す
。
そ

れ
が
、
こ
の
写
真
に
あ
る
「
ダ
ジ
ッ
ク
・
ア
ー
ス
（
デ
ジ
タ
ル

山
道
（
標
高
４０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
険
し
い
山
道
で
す
。）
に
灯

り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
参
加
者
を
よ
り
安
全
に
上
り
下
り
さ

せ
る
た
め
の
対
策
を
事
前
に
検
討
し
、
灯
台
敷
地
内
で
も
行
動

し
て
も
よ
い
範
囲
を
決
め
て
、
人
の
配
置
の
工
夫
や
照
明
を
追

加
し
て
誘
導
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

先
に
イ
ベ
ン
ト
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
触

れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
夜
間
と
い
う
状
況
下
、
こ
の
イ

ベ
ン
ト
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
主
催
者
側
と

し
て
当
日
の
安
全
管
理
を
行
っ
た
灯
台
倶
楽
部

会
員
の
協
力
と
、
公
益
社
団
法
人
燈
光
会
か
ら

ご
支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
必
要
な
措
置
を

行
え
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

さ
て
、
夏
休
み
企
画
第
一
弾
で
も
「
力
」
を

発
揮
し
て
い
た
、
例
の
あ
の
方
が
、
こ
こ
で
も
、

「
力
」
を
発
揮
い
た
し
ま
し
て
、
ま
さ
か
の
台

風
第
７
号
接
近
。。。（
え
っ
⁉
う
そ
で
し
ょ
??
）

（
こ
こ
ま
で
き
た
ら
奇
跡
と
い
う
し
か
あ
り
ま

せ
ん
）（
こ
の
時
期
に
台
風
が
接
近
す
る
こ
と

は
経
験
か
ら
少
な
い
（
地
元
の
方
々
））（
長
い

付
き
合
い
な
の
で
、
こ
う
な
る
こ
と
は
私
は
知

っ
て
ま
し
た
よ
）…
な
ど
な
ど
、
多
方
面
か
ら

写真 7　ダジック・アース（デジタル 4次元地球儀）

写真 8　�曇りで湿度が高く光芒が美しく見えました…�
� 星空の代わりに…
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と
思
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
。

　

さ
て
、
塩
屋
埼
灯
台
は
、
今
年
「
燈
の
守
り
人
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
の
擬
人
化
と
な
り
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
新
た
な
魅
力
発
信
の
一
つ
と
し
て
活
か
し
て
い
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

≪
と
よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部
≫

　

灯
台
を
愛
好
す
る
市
民
と
、
関
係
す
る
団
体
が
団
結
し
、
い

わ
き
の
シ
ン
ボ
ル
塩
屋
埼
灯
台
を
活
か
し
た
魅
力
発
信
と
美
化

活
動
な
ど
を
行
う
団
体
で
す
。

４
次
元
地
球
儀
）」
で
す
。

　

ダ
ジ
ッ
ク
・
ア
ー
ス
と
は
球
体
に
地
球
や
宇
宙
空
間
な
ど
を

投
影
し
、
そ
こ
に
小
さ
な
宇
宙
（
小
宇
宙
＝
“
コ
ス
モ
”
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
。）
若
し
く
は
宇
宙
か
ら
眺
め
て
い
る
景
色
を

立
体
的
に
再
現
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
、
京
都
大
学
を
中
心
に
開

発
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
ダ
ジ
ッ
ク
・
ア
ー
ス
は
、
科
学
目

的
や
教
育
目
的
で
あ
れ
ば
無
償
で
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
は
、
と
よ
ま
の
灯
台
倶
楽
部
会
員
の

「
国
際
天
文
学
連
合
の
広
報
・
Ｐ
Ｒ
部
門
に
所
属
す
る
「
先
生
」

か
ら
、「
星
空
と
月
と
海
」
を
題
材
に
、
ダ
ジ
ッ
ク
・
ア
ー
ス

を
用
い
て
、
星
座
や
三
大
流
星
群
の
一
つ
「
ペ
ル
セ
ウ
ス
座
流

星
群
」
が
８
月
１３
日
（
日
）
に
極
大
を
迎
え
る
際
の
見
つ
け
る

方
法
等
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
興
味
津
々
な
講
話
を
行
い
ま
し

た
。

　

珍
し
い
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
の
講
話
や
塩
屋
埼
灯
台
の
点
灯
状

況
、
光
芒
の
美
し
さ
、
そ
し
て
灯
台
資
料
館
に
展
示
し
て
い
る

資
料
を
基
に
し
た
説
明
に
よ
り
、
塩
屋
埼
灯
台
を
活
か
し
た

様
々
な
魅
力
に
触
れ
て
い
た
だ
き
、
参
加
者
か
ら
は
満
足
で
あ

っ
た
と
の
感
想
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
曇
り
空
で
星
が
ほ

と
ん
ど
見
え
な
か
っ
た
こ
と
は
本
当
に
残
念
で
し
た
。

　

で
も
、
ま
た
い
つ
か
夜
空
を
見
上
げ
た
時
に
、
本
日
の
イ
ベ

ン
ト
で
知
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
参
加
し
て
良
か
っ
た
な

写真 9  今回、灯台倶楽部が作成したフライヤー
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本
誌
５
月
号
及
び
９
月
号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
、
白
洲
灯
台

フ
ェ
ス
in
博
物
館
で
す
が
、
今
回
は
７
月
３０
日
（
日
）
に
実
施

し
た
１
日
限
り
の
イ
ベ
ン
ト
と
白
洲
灯
台
１
５
０
周
年
記
念
切

手
の
販
売
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
】

　

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
大
き
く
出
ま
し
た
。

　
「
北
九
州
の
近
代
化
は
灯
台
か
ら
始
ま
っ
た
」
と
銘
打
っ
て
、

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
い
ま
す
。

　

幕
末
に
英
仏
両
国
と
江
戸
幕
府
が
結
ん
だ
大
阪
約
定
で
、
近

隣
の
六
連
島
灯
台
や
部
埼
灯
台
が
建
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
灯
台

と
略
同
時
期
に
明
治
政
府
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
白
洲
灯
台
も

海
上
交
通
の
要
所
で
あ
る
関
門
海
峡
入
口
の
安
全
を
守
る
こ
と

で
近
代
化
を
支
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

現
在
の
２
代
目
白
洲
灯
台
は
官
営
八
幡
製
鉄
所
の
最
初
の
高

炉
に
火
が
と
も
さ
れ
る
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
鉄
と
石
造
り
で
立

て
直
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
歴
史
は
ま
さ
し
く
日
本
の
近
代
化

と
同
様
に
後
世
へ
引
き
継
ぐ
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

【
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　

イ
ベ
ン
ト
当
日
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
次
の
と
お
り
で
し
た
が
、

夏
休
み
期
間
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

県
内
外
か
ら
多
く
の
方
々
が
来
場
さ

白
洲
灯
台
フ
ェ
ス

白
洲
灯
台
フ
ェ
ス
inin
博
物
館

博
物
館  

（
イ
ベ
ン
ト
部
門
、
切
手
販
売
）

（
イ
ベ
ン
ト
部
門
、
切
手
販
売
）

若
松
海
上
保
安
部

写真 1　リーフレット表

写真 2　リーフレット裏



—  ９  —

れ
て
お
り
、
や
っ
と
の
思
い
で
人
の
整
理
を
し
つ
つ
進
め
て
お

り
ま
し
た
。

１０
：
００
～
１１
：
００　

展
示
解
説
会
（
展
示
物
の
説
明
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

元
灯
台
守
の
お
話
（
日
本
最
後
の
有
人
灯

台
、
女
島
灯
台
滞
在
）

１２
：
２０
～　
　
　
　

ミ
ニ
灯
台
製
作

　
　
　
　
　
　
　
　

 （
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
を
使
っ

た
夏
休
み
宿
題
向
け
工
作
教
室
）

１３
：
００
～　
　
　
　

 

灯
台
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式

　
　
　
　
　
　
　
　

 （
小
中
高
生
へ
灯
台
に
関
す
る
俳
句
を
事

前
に
募
集
）

１３
：
３０
～　
　
　
　

ミ
ニ
灯
台
製
作
（
２
回
目
）

１４
：
３０
～
１５
：
３０　

展
示
解
説
会
（
２
回
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

元
灯
台
守
の
お
話
（
２
回
目
）

【
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
毎
の
イ
ベ
ン
ト
内
容
】

〇
展
示
解
説
会

　

博
物
館
側
学
芸
員
が
担
当
す
る
の
は
「
岩
松
助
左
衛
門
と
白

洲
灯
台
」
展
示
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
。
助
左
衛
門
の
崇
高
な

思
い
や
灯
台
建
設
ま
で
の
苦
労
な
ど
、
丁
寧
な
説
明
が
な
さ
れ

て
お
り
、
皆
さ
ん
、
大
き
く
頷
き
な
が
ら
説
明
に
耳
を
傾
け
て

い
ま
し
た
。
当
庁
側
は
交
通
担
当
次
長
が「
航
路
標
識
の
変
遷
」

に
つ
い
て
、
実
物
の
機
器
な
ど
を
指
し
示
し
な
が
ら
解
説
を
行

い
ま
し
た
。
大
変
わ
か
り
や
す
い
説
明
で
、
航
路
標
識
の
知
識

の
な
い
市
民
の
方
に
も
理
解
し
て
も
ら
え
た
よ
う
で
し
た
。

〇
元
灯
台
守
の
お
話

　

第
七
管
区
海
上
保
安
本
部
の
海
上
保
安
マ
イ
ス
タ
ー
で
元
灯

台
守
の
前
畑
正
信
さ
ん
と
、
博
物
館
歴
史
課
長
の
日
比
野
利
信

先
生
に
よ
る
問
答
式
の
お
話
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
前
畑
さ
ん

は
日
本
最
後
の
有
人
灯
台
で
あ
っ
た
「
女
島
灯
台
」
最
後
の
滞

在
を
経
験
さ
れ
た
海
保
Ｏ
Ｂ
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。入
庁
後
、

写真 3　学芸員による解説

写真 4　交通担当次長による解説
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過
酷
な
滞
在
で
あ
っ
た
草
垣
島
灯
台
を
皮
切
り
に
退
職
ま
で
、

主
に
航
路
標
識
保
守
業
務
を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
お
話

会
で
は
メ
イ
ン
と
し
て
草
垣
島
や
女
島
で
の
滞
在
に
つ
い
て
、

日
比
野
先
生
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
聴
講
に
訪
れ
た
方
々
に

わ
か
り
や
す
く
、
と
き
に
は
ジ
ョ
ー
ク
を
交
え
な
が
ら
話
を
さ

れ
て
お
り
、
大
き
な
笑
い
声
な
ど
も
聞
こ
え
て
く
る
な
ど
、
終

始
和
や
か
な
お
話
会
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

前
畑
さ
ん
が
最
後
に
強
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、

「
実
生
活
の
中
で
電
気
が
通
っ
て
い
る
こ
と
や
水
が
蛇
口
か
ら

出
て
く
る
こ
と
を
当
た
り
前
と
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
の

た
め
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
保
守
管
理
を
し
て
い
る
人
た
ち
が

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
私
た
ち
灯
台
守
も
同
じ
思
い
で
仕
事
を
し

て
い
ま
し
た
。火
を
と
も
す
こ
と
で
航
行
船
舶
に
安
心
を
与
え
、

安
全
な
航
海
を
支
え
る
仕
事
だ
と
い
う
責
任
感
で
、
無
人
島
で

も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
で
す
。
皆
さ
ん
、
そ
う
い
っ
た
方
々
に

感
謝
し
て
生
活
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。」

と
い
う
守
燈
精
神
に
つ
い
て
で
あ
り
、
現
代
で
も
様
々
な
イ
ン

フ
ラ
保
守
な
ど
で
通
用
す
る
心
構
え
で
す
。

〇
ミ
ニ
灯
台
製
作

　

小
学
生
以
下
を
対
象
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
活
用
し
た
ミ
ニ
灯

台
製
作
を
行
い
ま
し
た
。
子
供
た
ち
が
体
験
す
る
と
い
う
こ
と

写真 5　草垣島や女島灯台の写真をスライドで紹介しながらのお話会

写真 6　守燈精神を熱く語る前畑さん 写真 7　�話が白熱し長引いたため、終了時
間を表示
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で
、
３０
分
を
目
途
に
完
成
さ
せ
る
と
な
る
と
、
あ
る
程
度
の
下

準
備
が
必
要
で
し
た
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
や
電
池
ボ
ッ
ク
ス
も
入

手
し
、
事
前
準
備
万
端
で
臨
ん
だ
の
で
す
が
…
。
色
ん
な
ハ
プ

ニ
ン
グ
が
待
ち
構
え
て
い
ま
し
た
。

　

受
付
は
先
着
順
で
し
た
が
、開
始
前
か
ら
長
蛇
の
列
と
な
り
、

全
員
が
製
作
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
家
族
で
１
つ
製
作
し

て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
夏
休
み
の
工
作
の

宿
題
に
す
る
と
張
り
切
っ
て
い
ま
し
た
。

　

電
池
ボ
ッ
ク
ス
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
の
不
良
な
ど
も
あ
り
、
ま
た

完
成
直
前
に
電
池
ボ
ッ
ク
ス
を
圧
着
端
子
で
結
合
す
る
作
業
に

手
間
取
る
な
ど
、
バ
タ
バ
タ
し
た
状
況
で
し
た
が
、
元
灯
台
守

の
前
畑
さ
ん
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
、
併
せ
て
ジ
ョ
ー
ク
も
お
上

手
な
こ
と
か
ら
、
子
供
た
ち
は
出
来
上
が
り
を
楽
し
み
に
目
を

輝
か
せ
て
待
っ
て
い
ま
し
た
。Ｌ
Ｅ
Ｄ
が
無
事
に
点
灯
す
る
と
、

「
わ
あ
～
」
と
い
う
喜
び
の
声
も
聞
か
れ
、
楽
し
く
製
作
を
し

つ
つ
、
達
成
感
を
味
わ
っ
た
よ
う
で
し
た
。

〇
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式

　

当
部
で
は
本
イ
ベ
ン
ト
に
先
立
ち
、
４
月
１
日
～
６
月
３０
日

の
間
、
灯
台
に
関
す
る
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
を
募
集
し
ま
し
た
。

対
象
は
小
中
高
生
で
し
た
が
、
応
募
総
数
４
０
５
作
品
が
集
ま

り
、
そ
の
中
か
ら
小
中
高
各
１
名
に
若
松
海
上
保
安
部
長
賞
を

写真 8　ごった返す工作室の様子

写真10、11、12　できあがったミニ灯台を点灯し喜ぶ子供たち

写真 9　�圧着端子作業にてんてこ舞いの様子
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写真13　高校生の部　表彰の様子

写真17　市立洞北中学校校長先生

写真15　小中高各受賞者

写真19　学校賞盾など

写真14　�北九州市港湾空港局キャラクター
「スナＱ」もお祝いに…

写真18　市立向洋中学校教頭先生

写真16　海上保安友の会の方々と記念撮影
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る
助
左
衛
門
に
つ
い
て
の
勉
強
を
し
直
し
ま
し
た
と
の
話
を
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。

※
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
部
長
賞
受
賞
作
品

小
学
生
の
部

　
　
だ
い
す
き
な
　
と
う
だ
い
た
ち
と
　
ま
ん
げ
つ
は

中
学
生
の
部

　
　
夏
空
に
　
白
黒
映
え
る
　
灯
台
や

中
学
生
の
部

　
　
凍
て
る
海
　
照
ら
す
光
の
　
暖
か
さ

　

ま
た
応
募
者
全
員
に
は
海
難
防
止
の
ウ
エ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ

な
ど
と
白
洲
灯
台
１
５
０
周
年
記
念
シ
ー
ト
（
カ
ッ
ト
バ
ン
入

り
）
を
手
作
り
で
袋
詰
め
し
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。
こ
の

台
紙
は
、
イ
ベ
ン
ト
来
場
者
へ
も
付
箋
入
り
と
し
て
お
渡
し
し

ま
し
た
。
ち
な
み
に
付
箋
は
北
九
州
市
か
ら
の
カ
ン
パ
に
よ
り

準
備
し
ま
し
た
が
、
様
々
な
色
や
大
き
さ
を
組
み
合
わ
せ
て
付

箋
台
紙
に
セ
ッ
ト
す
る
作
業
が
と
て
も
大
変
な
作
業
で
し
た
。

【
白
洲
灯
台
お
菓
子
の
販
売
】

　

福
岡
県
立
折
尾
高
校
生
活
デ
ザ
イ
ン
科
の
食
物
コ
ー
ス
の
生

徒
の
皆
さ
ん
が
知
恵
を
絞
っ
て
企
画
・
製
作
し
、
イ
ベ
ン
ト
日

に
博
物
館
で
販
売
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
折
尾
高
校
と
の
関

贈
呈
し
ま
し
た
。

　

優
秀
作
品
の
選
出
に
当
た
っ
て
は
、
博
物
館
有
識
者
に
選
者

と
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

保
安
部
長
賞
以
外
に
、
入
選
５
作
品
及
び
多
く
の
作
品
を
投

稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
中
学
校
２
校
へ
は
学
校
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
後

日
、
部
長
が
直
接
各
校
へ
訪
問
し
、
各
賞
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
北
九
州
市
立
洞
北
中
学
校
の
校
長
先
生
は
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
で
、
校
長
日
記
と
し
て
学
校
賞
表
彰
を
投
稿
さ
れ
て

お
り
、
早
速
、
多
数
の
「
い
い
ね
！
」
が
付
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
ま
た
、
同
立
向
洋
中
学
校
で
は
表
彰
盾
や
副
賞
を
来
客

者
が
見
え
る
と
こ
ろ
へ
展
示
し
、
改
め
て
北
九
州
の
偉
人
で
あ

写真20　参加賞（応募者全員分）

写真21　カットバン＆付箋台紙

ふせん台紙（75×98mm）
表面

開いた時のイメージ
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係
は
、
昨
年
、
若
松
保
安
部
で
実
施
し
た
灯
台
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
で
同
校
生
徒
さ
ん
が
保
安
部
長
賞
を
受
賞
さ
れ
た
関
係

で
、
そ
の
後
も
地
域
連
携
と
し
て
関
係
が
継
続
し
て
お
り
ま
し

た
。
お
菓
子
販
売
に
つ
い
て
は
、
同
校
広
報
担
当
の
生
徒
さ
ん

た
ち
が
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
や
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
ア
ッ
プ
し
、
事

前
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

白
洲
灯
台
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
は
、
午
前
午

後
に
わ
た
り
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
早
々
に
目
標
の
１
０
０
個
が

完
売
、
せ
っ
か
く
買
い
に
来
場
し
た
方
々
全
員
に
行
き
届
か
な

い
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
で
し
た
。
生
徒
さ
ん
た
ち
は
企
画
～
製
作

～
販
促
活
動
～
販
売
ま
で
一
連
の
作
業
を
経
験
し
な
が
ら
、
試

行
錯
誤
し
て
考
え
、実
行
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
、先
生
方
も
「
た

い
へ
ん
よ
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
企
画
を
ご
提

案
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」
と
お
っ
し
ゃ

写真22　販売の様子

写真24　生徒の皆さんと担当の先生方

写真23　若松部長から感謝盾授与

写真25　若松部長ほかと記念撮影

写真26　�白洲灯台パウンドケ
ーキ（美味でした！）
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っ
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
は
内
容
が
多
岐
で
あ
っ
た
た
め
、

北
九
州
市
文
化
財
係
、
博
物
館
、
港
湾
空
港
局
、
高
中
小
学
校

の
他
、海
保
マ
イ
ス
タ
ー
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、多
く
の
方
々

と
の
事
前
調
整
に
長
い
期
間
を
要
し
ま
し
た
が
、
ど
の
会
場
も

予
想
し
た
以
上
に
大
盛
況
で
、
当
日
の
来
館
者
は
３
４
３
０
人

と
の
こ
と
で
あ
り
、
海
保
の
知
名
度
向
上
に
つ
な
が
る
好
イ
ベ

ン
ト
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
後
も
企
画
展
示
は
９
月
３
日
ま
で
続
き
ま
し

た
が
、
７
月
１
日
か
ら
の
企
画
展
示
期
間
中
、
博
物
館
へ
の
来

館
者
は
延
べ
１
０
４
，
５
３
９
人
と
多
く
の
方
々
に
灯
台
の
意

義
や
役
割
な
ど
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
だ
く
良
い
機
会
と
な

り
ま
し
た
。

【
白
洲
灯
台
１
５
０
周
年
記
念
切
手
の
発
売
】

　

９
月
１
日
に
は
白
洲
灯
台
１
５
０
周
年
記
念
切
手
の
販
売
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
8
月
２９
日
（
火
）
に
助

左
衛
門
ゆ
か
り
の
小
倉
城
松
の
丸
に
お
い
て
、
同
記
念
切
手
の

贈
呈
式
が
行
わ
れ
、
来
賓
の
北
九
州
市
職
員
や
岩
松
助
左
衛
門

翁
顕
彰
会
の
皆
様
が
見
守
る
中
、
日
本
郵
便
㈱
九
州
支
社
代
表

の
北
九
州
統
括
郵
便
局
長
か
ら
若
松
保
安
部
長
へ
で
き
た
て
の

記
念
切
手
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

写真27　記念切手デザイン

写真29　うみまる返礼

写真28　記念切手受領

写真30　岩松翁記念塔をバックに記念撮影
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れ
て
い
ま
す
。）

※ 

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館
歴
史
課
長
の
日
比
野
利
信

先
生
及
び
同
学
芸
員
の
守
友
隆
先
生
か
ら
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま

し
た
記
事
「
岩
松
助
左
衛
門
と
白
洲
灯
台
（
こ
の
資
料
は
企
画

展
示
期
間
中
、
来
場
者
へ
配
布
さ
れ
た
も
の
で
す
。）」
を
添
付

し
ま
す
。
灯
台
の
こ
と
も
深
く
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
こ
の
度

の
企
画
展
示
や
イ
ベ
ン
ト
に
最
も
貢
献
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
白
洲
灯
台
周
遊
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
】

　

今
後
の
予
定
と
し
ま
し
て
は
、
１０
月
１
日
に
港
湾
空
港
局
が

企
画
し
た
白
洲
灯
台
見
物
ツ
ア
ー
な
ど
も
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
は
市
内
小
中
学
生
か
ら
公
募
し
、
洞

海
湾
か
ら
響
灘
を
周
遊
し
な
が
ら
、
近
代
化
の
歴
史
や
白
洲
灯

台
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
解
説
を
交
え
て
実
施
す
る
も
の
で
、

若
松
海
上
保
安
部
交
通
課
と
し
て
は
白
洲
灯
台
に
つ

い
て
の
解
説
を
行
う
ガ
イ
ド
を
依
頼
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
船
内
で
ク
イ
ズ
大
会
な
ど
も
予
定
さ
れ
て

お
り
、
灯
台
に
ま
つ
わ
る
ク
イ
ズ
な
ど
も
準
備
し
て

い
ま
す
。

【
終
わ
り
に
】

　

こ
の
度
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
関
係

先
機
関
な
ど
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
精
い
っ
ぱ
い

の
こ
と
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
の

お
か
げ
だ
と
つ
く
づ
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度

の
小
倉
城
で
の
イ
ベ
ン
ト
以
上
に
大
き
く
盛
り
上
が

っ
た
白
洲
灯
台
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
つ
い
て
の
ご
紹

介
は
こ
こ
で
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
現
在
、

白
洲
灯
台
模
型
や
パ
ネ
ル
は
戸
畑
図
書
館
で
展
示
さ

写真31　�クルージング�
チラシ（表）

写真32　�クルージング
チラシ（裏）

写真33　展示室を紹介する日比野利信先生



—  17  —

１
　
企
画
展
の
概
要

名　

称　

 

白
洲
灯
台
１
５
０
周
年
岩
松
助
左
衛
門
と
白
洲
灯
台

主　

催　

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

　
　
　
　
　

若
松
海
上
保
安
部

会　

場　

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

　
　
　
　

ぽ
け
っ
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム　

No
９
・
10

会　

期　

令
和
五
年
七
月
一
日
（
土
）～
九
月
三
日
（
日
）

趣　

旨　

 

小
倉
北
区
藍
島
の
南
西
の
岩
礁
に
建
て
ら
れ
た
白
洲

灯
台
が
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
点
灯
を
開
始
し

て
一
五
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
白
洲
灯
台
は
長
浜
浦
庄

屋
の
岩
松
助
左
衛
門
が
建
設
を
発
意
し
、
小
倉
藩
・

長
州
藩
・
日
田
県
か
ら
三
度
に
わ
た
っ
て
許
可
を
得

て
、私
財
を
な
げ
う
ち
奔
走
し
ま
し
た
。
実
現
に
は

至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
志
は
明
治
政
府
に
引

き
継
が
れ
、
灯
台
は
完
成
し
ま
し
た
。
本
展
で
は
、

岩
松
助
左
衛
門
が
貫
い
た
志
と
活
動
、
さ
ら
に
そ
れ

を
継
承
し
、
事
績
を
顕
彰
し
て
き
た
人
び
と
の
活
動

に
つ
い
て
紹
介
し
て
、
同
灯
台
の
歴
史
的
意
義
を
明

ら
か
に
し
ま
す
。
合
わ
せ
て
、
白
洲
灯
台
と
同
時
期

に
建
設
さ
れ
た
関
門
海
峡
周
辺
の
灯
台
と
そ
の
役
割

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

２
　
企
画
展
の
内
容

構　

成　

①
航
路
と
し
て
の
小
倉
・
若
松
沖
と
関
門
海
峡

　
　
　
　

②
志
を
貫
く
─
岩
松
助
左
衛
門
の
活
動
─

　
　
　
　

③
助
左
衛
門
の
志
を
受
け
継
ぐ
・
伝
え
る

　
　
　
　

④
関
門
海
峡
周
辺
の
灯
台
と
役
割

展
示
品　

 

岩
松
家
資
料
（
北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

所
蔵
）
や
灯
台
関
連
の
器
具
（
海
上
保
安
庁
提
供
）

な
ど
六
五
点

備　

考　

 

展
示
解
説
シ
ー
ト
（
後
掲
、
た
だ
し
出
品
一
覧
は
省

略
）
を
展
示
会
場
で
配
布

３
　
関
連
イ
ベ
ン
ト

名　

称　

白
洲
灯
台
フ
ェ
ス
in
博
物
館

主　

催　

若
松
海
上
保
安
部
、
北
九
州
市

白
洲
灯
台
一
五
〇
年
記
念
展

白
洲
灯
台
一
五
〇
年
記
念
展  

記
録
記
録

  
岩
松
助
左
衛
門

岩
松
助
左
衛
門
とと
白
洲
灯
台

白
洲
灯
台

��
北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

��

若
松
海
上
保
安
部

若
松
海
上
保
安
部
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日　

時　

令
和
五
年
七
月
三
十
日
（
日
）
一
〇
時
～
一
五
時

場　

所　

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館
３
階

　
　
　
　

企
画
展
会
場
・
講
座
室
・
実
習
室

内　

容　

①
展
示
解
説
＋
最
後
の
灯
台
守
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　
　
　
　

担
当
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

　
　
　
　
　

前
畑
正
信
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　
　
　

②
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
ミ
ニ
灯
台
を
作
ろ
う
」

　
　
　
　

③
灯
台
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式

１
　
航
路
と
し
て
の
小
倉
・
若
松
沖
と
関
門
海
峡

　

現
在
の
響
灘
・
関
門
海
峡
は
、
古
代
か
ら
多
く
の
船
舶
が
往

来
し
ま
し
た
。
ま
た
、
瀬
や
暗
礁
が
多
い
こ
と
か
ら
海
難
事
故

も
多
く
発
生
し
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
七
月

二
十
二
日
、
肥
前
名
護
屋
城
（
現
佐
賀
県
唐
津
市
）
に
い
た
豊

臣
秀
吉
は
、
母
の
大
政
所
が
重
病
と
の
知
ら
せ
を
受
け
、
名
護

屋
を
発
っ
て
大
坂
に
向
か
い
ま
し
た
。
そ
の
途
中
、内
裏
沖（
現

門
司
区
大
里
）
で
秀
吉
の
御
座
船
が
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
、
秀
吉

は
毛
利
秀
元
の
橋
船
に
救
助
さ
れ
ま
し
た
が
、
御
座
船
の
船
頭

石
井
（
明
石
）
与
次
兵
衛
は
責
任
を
取
っ
て
切
腹
し
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
江
戸
時
代
、
秀
吉
が
遭
難
し
た
浅
瀬
は
「
与
次
兵
衛

が
瀬
」
と
呼
ば
れ
、
瀬
の
上
に
石
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
響
灘
・
関
門
海
峡
は
、
長
崎
な
ど
の
九
州
の
港

「
岩
松
助
左
衛
門
と
白
洲
灯
台
」展

「
岩
松
助
左
衛
門
と
白
洲
灯
台
」展  

展
示
解
説
①

展
示
解
説
①

  

岩
松
助
左
衛
門

岩
松
助
左
衛
門
とと
白
洲
灯
台

白
洲
灯
台

��

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館
　
守
友
　
隆

　
守
友
　
隆
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藩
に
白
洲
灯
台
建
設
の
願
書
を
差
し
出
す
際
、
岩
松
と
改
名
し

て
お
り
、
以
下
、
岩
松
で
表
記
を
統
一
し
ま
す
。

　

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）、
助
左
衛
門
は
長
浜
浦
の
庄
屋
と

な
り
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
十
二
月
ま
で
務
め
ま
し
た
。

同
月
、
海
上
御
用
掛
・
難
破
船
支
配
役
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
久
二
年
四
月
五
日
、
助
左
衛
門
は
大
庄
屋
を
介
し
て
小
倉

藩
庁
に
白
洲
灯
籠
台
築
立
願
書
を
提
出
し
、
同
二
十
五
日
に
許

可
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
藩
は
建
設
を
認
め
た

だ
け
で
、
周
辺
住
民
の
賛
同
を
得
る
こ
と
、
資
金
の
確
保
、
施

工
な
ど
は
全
て
助
左
衛
門
が
独
力
で
行
う
必
要
が
あ
っ
た
点
で

す
。

　

そ
の
た
め
助
左
衛
門
は
、
建
設
資
金
確
保
の
た
め
私
財
を
な

げ
う
つ
と
と
も
に
、
賛
同
者
か
ら
の
寄
付
を
募
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
三
年
五
月
、
長
州
藩
が
馬
関
（
関
門
）
海

峡
で
外
国
船
を
砲
撃
す
る
な
ど
世
情
が
不
安
定
と
な
り
、
助
左

衛
門
の
活
動
は
容
易
に
進
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
慶
応

元
年
（
一
八
六
五
）
十
月
十
四
日
、
妻
の
と
み
が
亡
く
な
っ
た

こ
と
は
助
左
衛
門
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
し
た
。
同
二
年
六

月
に
は
小
倉
藩
兵
を
中
心
と
す
る
幕
府
軍
と
長
州
軍
の
戦
い
が

始
ま
り
、
企
救
郡
（
現
門
司
区
、
小
倉
北
・
南
区
）
は
戦
場
と

な
り
、
灯
台
建
設
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
大
坂
な
ど
の
瀬
戸
内
海
の
港
を
結
ぶ
航
路
、
北
国
・
日
本
海

地
方
と
大
坂
な
ど
を
結
ぶ
西
廻
り
航
路
な
ど
が
あ
り
、
筑
前
五

ヶ
浦
（
能
古
島
・
浜
崎
・
今
津
・
宮
浦
・
唐
泊
）
廻
船
・
東
海

船
（
渡
海
船
）・
北
前
船
な
ど
が
往
来
し
ま
し
た
。
小
倉
藩
や

福
岡
藩
な
ど
諸
藩
の
年
貢
米
、
諸
国
の
産
物
な
ど
が
運
ば
れ
、

九
州
と
中
国
地
方
・
上
方
を
往
来
す
る
人
々
も
こ
の
航
路
を
通

る
船
を
利
用
し
ま
し
た
。

　

岩
松
助
左
衛
門
の
記
録
に
よ
る
と
、
企
救
郡
藍
島
（
現
小
倉

北
区
）
沖
白
洲
近
辺
は
水
深
が
浅
く
、
筑
前
国
若
松
（
現
若
松

区
）
沿
海
に
は
四
か
所
の
浅
瀬
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
白

洲
は
「
西
国
第
一
之
難
所
」
で
、
か
つ
目
印
の
灯
明
台
が
な
い

た
め
、
遭
難
す
る
船
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

２
　
岩
松
助
左
衛
門
の
灯
台
建
設
の
志
①

　

岩
松
助
左
衛
門
（
一
八
〇
四
～
七
二
）
は
、
小
倉
藩
小
笠
原

家
領
で
あ
る
豊
前
国
企
救
郡
長
浜
浦
（
現
小
倉
北
区
長
浜
）
で

生
ま
れ
ま
し
た
。
諱
（
実
名
）
は
冨
保
。
岩
松
（
井
和
松
）
氏

は
百
済
王
族
の
末
裔
と
の
説
が
あ
り
、
助
左
衛
門
も
本
姓
を
百

済
と
名
乗
っ
て
い
ま
す
。
先
祖
は
肥
前
国
伊
島
（
現
長
崎
県
佐

世
保
市
）
の
漁
人
で
、
企
救
郡
高
浜
（
現
小
倉
北
区
）
に
移
住

し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
元
々
の
名
字
は
井
和
松
で

し
た
が
、明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、助
左
衛
門
が
山
口
（
長
州
）
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３
　
岩
松
助
左
衛
門
の
灯
台
建
設
の
志
②

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
一
月
、
小
倉
藩
と
長
州
藩
の
講
和

が
成
立
し
、
企
救
郡
は
長
州
藩
の
「
預
り
」
と
な
り
、
同
藩
が

実
効
的
支
配
を
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
明
治
元
年（
一
八
六
八
）

十
一
月
、
助
左
衛
門
は
山
口
（
長
州
）
藩
の
大
庄
屋
に
灯
台
建

設
願
を
提
出
し
、
翌
二
年
一
月
、
山
口
藩
庁
は
建
設
を
認
め
、

米
一
五
〇
石
を
建
設
資
金
と
し
て
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
米
の
売
却
代
金
は
助
左
衛
門
の
手
に
は
渡
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
加
え
て
、
藍
島
・
長
浜
浦
・
平
松
浦
（
現
小
倉
北

区
）、
彦
島
の
福
浦
（
現
下
関
市
）
の
人
々
が
灯
台
建
設
に
反

対
を
始
め
ま
し
た
。
白
洲
近
辺
で
海
難
事
故
が
起
こ
る
と
、
各

浦
々
は
救
助
船
を
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
日
当
が
貰
え
、

か
つ
難
破
船
の
積
荷
・
船
具
な
ど
の
漂
流
物
を
各
浦
が
拾
得
す

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
福
浦
は
灯
台
が
完
成
す
る
と
滞

船
が
減
る
た
め
反
対
し
ま
し
た
。

　

明
治
二
年
十
一
月
十
七
日
、
企
救
郡
新
道
寺
村
（
現
小
倉
南

区
）
か
ら
起
こ
っ
た
百
姓
一
揆
は
企
救
郡
一
帯
に
広
が
り
ま
し

た
。
こ
の
一
揆
の
影
響
も
あ
り
、
助
左
衛
門
の
活
動
も
小
休
止

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
明
治
三
年
二
月
、企
救
郡
は
山
口
（
旧
長
州
）
藩
「
預

り
」
を
離
れ
、明
治
政
府
直
轄
の
日
田
県
管
轄
と
な
り
ま
し
た
。

三
月
、
助
左
衛
門
は
日
田
県
に
灯
台
建
設
許
可
を
願
い
出
、
同

四
日
建
設
が
許
可
さ
れ
、
助
左
衛
門
は
灯
台
の
基
礎
工
事
を
開

始
し
ま
し
た
。
こ
の
工
事
は
七
月
に
完
成
し
、
費
用
三
五
五
両

は
寄
付
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
他
の
費
用

工
面
の
た
め
助
左
衛
門
は
借
金
を
し
て
お
り
、
助
左
衛
門
の
私

財
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

４
　
岩
松
助
左
衛
門
の
灯
台
建
設
の
志
③

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
二
十
四
日
、
白
洲
灯
台
建
設

に
つ
い
て
助
左
衛
門
に
尋
ね
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
企
救
郡

会
所
に
出
頭
す
る
よ
う
に
と
の
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

東
京
の
政
府
に
、
助
左
衛
門
が
灯
台
建
設
の
た
め
奔
走
し
て
い

る
こ
と
が
伝
わ
っ
た
た
め
で
し
た
。

　

翌
月
五
日
、
助
左
衛
門
は
日
田
県
小
倉
出
張
所
に
、
灯
台
建

設
を
思
い
立
っ
て
か
ら
現
在
ま
で
の
経
緯
と
今
後
の
見
込
み
を

書
面
に
し
て
提
出
し
、
そ
れ
は
県
を
通
し
て
東
京
に
送
ら
れ
ま

し
た
。
同
二
十
四
日
、
日
田
県
小
倉
出
張
大
参
事
白
浜
勘
兵
衛

（
貫
礼
）
が
白
洲
を
視
察
し
ま
し
た
。
助
左
衛
門
は
作
成
し
た

白
洲
の
図
面
を
見
せ
な
が
ら
説
明
し
、「
永
く
辛
苦
致
候
も
の
」

と
労
い
の
言
葉
を
か
け
ら
れ
、
建
設
関
係
の
絵
図
面
・
書
類
を

提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
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中
沢
は
、
助
左
衛
門
の
身
元
・
人
柄
を
小
倉
県
に
照
会
し
、
問

題
が
な
い
と
の
回
答
を
得
た
上
で
、
当
時
二
十
九
歳
の
栄
吉
が

「
壮
堅
」・「
正
路
之
者
」・「
随
分
御
用
ニ
相
立
候
者
」
と
い
う

評
価
か
ら
任
用
し
た
の
で
し
た
。
助
左
衛
門
は
栄
吉
が
採
用
さ

れ
た
こ
と
を
大
変
喜
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

三
月
二
十
九
日
、
助
左
衛
門
が
白
洲
に
建
設
し
た
会
所
の
建

物
と
外
回
り
の
石
垣
を
、
政
府
は
六
一
円
（
両
）
で
買
い
上
げ

ま
し
た
。
助
左
衛
門
は
白
洲
灯
台
建
設
を
進
め
る
た
め
巨
額
の

借
金
を
し
て
お
り
、
そ
の
窮
状
を
少
し
で
も
救
う
た
め
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　

明
治
五
年
四
月
二
十
五
日
、
助
左
衛
門
は
白
洲
灯
台
の
完
成

を
見
届
け
る
こ
と
な
く
亡
く
な
り
ま
し
た
。
菩
提
寺
の
西
顕
寺

（
現
小
倉
北
区
）に
葬
ら
れ
、現
在
墓
碑
は
本
堂
前
に
あ
り
ま
す
。

翌
明
治
六
年
九
月
六
日
、
白
洲
灯
台
は
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
初
代
灯
台
で
、
同
三
十
三
年
に
二
代
目
の
現
灯
台
が
完
成
し

ま
し
た
。

６
　
伝
え
ら
れ
る
助
左
衛
門
の
志

　

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
五
月
、
岩
松
助
左
衛
門
の
孫

で
あ
る
岩
松
徳
太
郎
に
よ
っ
て
「
白
洲
灯
台
創
立
者
故
岩
松
助

左
衛
門
事
蹟
」
が
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
編
纂
さ
れ

た
理
由
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
・
福
岡
県
・
小
倉
市

　

同
年
六
月
、
政
府
は
灯
台
の
私
設
と
そ
の
た
め
の
募
金
を
禁

止
し
ま
し
た
。
助
左
衛
門
が
始
め
た
灯
台
建
設
の
事
業
は
政
府

の
事
業
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
方
向
性
が
定
ま
っ
た
の
で
す
。

八
月
二
十
四
日
、
助
左
衛
門
は
「
疝
気
」（
腰
腹
部
の
疼
痛
）

の
た
め
歩
行
困
難
と
な
り
、病
床
に
臥
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

同
年
九
月
九
日
、
工
部
省
灯
台
寮
の
役
人
が
白
洲
を
見
分
す

る
こ
と
に
な
り
、
病
身
を
押
し
て
助
左
衛
門
は
白
洲
に
同
行
・

案
内
し
、
灯
台
寮
重
役
は
「
神
妙
奇
特
之
至
」
と
称
賛
し
た
そ

う
で
す
。
十
月
七
日
、
政
府
に
提
出
す
る
文
書
を
六
連
島
（
現

下
関
市
）
の
灯
台
寮
出
張
所
に
提
出
し
、
同
月
、
白
洲
灯
台
は

灯
台
寮
の
予
算
で
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

５
　
受
け
継
が
れ
る
助
左
衛
門
の
志

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
一
月
十
四
日
、
豊
津
県
・
千
束

県
・
中
津
県
が
合
併
し
て
小
倉
県
と
な
り
、
企
救
郡
は
小
倉
県

に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。
同
二
十
一
日
、
六
連
島
（
現
下
関
市
）

の
灯
台
が
点
灯
を
開
始
し
ま
し
た
。
翌
五
年
一
月
二
十
二
日
、

門
司
の
部
埼
灯
台
（
現
門
司
区
）
が
点
灯
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

同
年
三
月
一
日
、
白
洲
灯
台
建
設
の
た
め
、
灯
台
寮
藍
島
出

張
所
が
設
け
ら
れ
、
翌
二
日
に
岩
松
助
左
衛
門
の
子
栄
吉
が
灯

台
建
築
御
用
掛
に
任
命
さ
れ
勤
務
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
灯

台
寮
権
大
属
の
中
沢
孝
政
の
は
か
ら
い
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
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「
あ
ゝ
白
洲
灯
台　

岩
松
助
左
衛
門
翁
顕
彰
碑
」
が
建
立
さ
れ
、

毎
年
四
月
に
顕
彰
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。同
二
十
五
年（
二

〇
一
三
）
十
一
月
、
劇
団
青
春
座
が
「
白
洲
灯
台
」
を
上
演
す

る
な
ど
、
今
日
ま
で
助
左
衛
門
の
志
は
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

※ 

本
稿
は
企
画
展
解
説
パ
ネ
ル
・
解
説
シ
ー
ト
の
文
章
を
一
部

修
正
し
た
も
の
で
す
。

か
ら
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
六
月
、
福
岡
県
教
育
会
小
倉
支
会

か
ら
『
岩
松
助
左
衛
門
翁
伝
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
は

助
左
衛
門
五
十
回
忌
に
あ
た
り
、
五
十
年
祭
典
が
挙
行
さ
れ
、

犬
養
毅
（
の
ち
首
相
）
が
「
光
照
千
里　

名
留
百
年
」
と
揮
毫

し
、
助
左
衛
門
の
功
績
を
称
え
ま
し
た
。

　

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
七
月
発
行
の
文
部
省
国
定
教
科
書

『
尋
常
小
学
読
本
』
巻
十
二
に
「
白
洲
の
灯
台
」
が
、
同
十
三

年
八
月
発
行
『
小
学
国
語
読
本
』
巻
十
二
に
「
白
洲
灯
台
」
が

掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
助
左
衛
門
の
志
は
全
国
に
知
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
同
五
年
六
月
、
福
岡
県
教
育
会
小
倉
支

会
は
「
岩
松
助
左
衛
門
翁
銅
像
建
設
趣
意
書
」
を
作
成
し
ま
し

た
。

　

昭
和
三
十
六
年（
一
九
六
一
）

三
月
、
助
左
衛
門
は
従
五
位
を

追
贈
さ
れ
ま
し
た
。
同
三
十
八

年
、
小
倉
城
松
の
丸
跡
に
、
助

左
衛
門
が
建
設
計
画
し
た
和
風

の
灯
台
を
再
現
し
た
白
洲
灯
台

岩
松
翁
記
念
塔
が
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇

〇
）
四
月
、
記
念
塔
の
側
に

【画像】「豊前企救郡藍嶋沖白洲燈籠堂圖」
（北九州市立自然史・歴史博物館蔵）

展示風景

慶応 3年（1867）～明治 2年（1869）頃に作成された、
白洲に常夜燈を建設する計画を伝え、寄付を募る引札
（チラシ）です。
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１
　
明
治
前
期
に
お
け
る
洋
式
灯
台
の
建
設

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
長
州
藩
は
英
仏
蘭
米
の
四
国
連

合
艦
隊
に
敗
れ
て
多
額
の
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
全
国
政
権
と
し
て
肩
代
わ
り
し
た
幕
府
は
、慶
応
二
年（
一

八
六
六
）
に
賠
償
金
の
減
免
と
引
き
換
え
に
江
戸
条
約
（
改
税

約
書
）
を
締
結
し
、観
音
埼
・
剱
埼
（
神
奈
川
県
）、野
島
埼
（
千

葉
県
）、神
子
元
島
（
静
岡
県
）、樫
野
埼
・
潮
岬
（
和
歌
山
県
）、

佐
多
岬
（
鹿
児
島
県
）、
伊
王
島
（
長
崎
県
）
八
灯
台
と
、
横

浜
本
牧
、函
館
の
二
灯
船
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

翌
三
年
に
は
英
仏
両
国
が
兵
庫
港
の
早
期
開
港
を
迫
っ
て
幕
府

と
結
ん
だ
大
阪
約
定
（
大
阪
条
約
）
に
基
づ
い
て
、
航
海
の
安

全
確
保
の
た
め
、
江
埼
（
兵
庫
県
）、
六
連
島
（
山
口
県
）、
部

埼
（
福
岡
県
）、
友
ヶ
島
（
和
歌
山
県
）、
和
田
岬
（
兵
庫
県
）

５
灯
台
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

灯
台
の
建
設
は
明
治
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な

り
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
九
月
十
七
日
（
現
在
の
暦
で
十

一
月
一
日
＝
灯
台
記
念
日
）
に
着
工
、明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

一
月
一
日
（
二
月
十
一
日
）
に
日
本
初
の
西
洋
式
灯
台
・
観
音

埼
灯
台
が
点
灯
開
始
し
ま
し
た
。
関
門
海
峡
周
辺
で
は
大
阪
条

約
に
よ
り
、
六
連
島
灯
台
（
下
関
市
、
明
治
四
年
点
灯
開
始
）

と
部
埼
灯
台
（
門
司
区
、
明
治
五
年
点
灯
開
始
）、
さ
ら
に
角

島
灯
台
（
下
関
市
、
明
治
九
年
点
灯
開
始
）
な
ど
が
建
設
さ
れ

ま
し
た
。
三
基
は
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
技
術
者
で
「
日
本
灯
台

の
父
」
と
呼
ば
れ
た
Ｒ
・
Ｈ
・
ブ
ラ
ン
ト
ン
が
指
導
し
た
も
の

で
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
十
二
月
に
揃
っ
て
、
国
の
重
要

文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
木
造
だ
っ

た
白
洲
灯
台
の
建
設
に
も
ブ
ラ
ン
ト
ン
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

２
　
航
路
標
識
業
務

　

航
路
標
識
と
は
目
に
見
え
る
光
や
形
を
利
用
し
た
光
波
標
識

や
、
電
波
を
利
用
し
た
電
波
標
識
の
よ
う
に
、
海
を
航
行
す
る

船
舶
の
道
標
と
な
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
航
路
標
識
は
航
路
に

設
置
さ
れ
て
航
路
の
幅
を
示
し
、
浅
瀬
や
暗
礁
な
ど
危
険
な
場

所
に
目
印
と
し
て
設
置
さ
れ
、
航
海
の
安
全
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

光
波
標
識
に
は
灯
台
・
灯
標
・
灯
浮
標
な
ど
が
あ
り
、
中
で

「
岩
松
助
左
衛
門
と
白
洲
灯
台
」展

「
岩
松
助
左
衛
門
と
白
洲
灯
台
」展  

展
示
解
説
②

展
示
解
説
②

  
関
門
海
峡
周
辺

関
門
海
峡
周
辺
のの
灯
台
灯
台
とと
役
割
役
割

��

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館

北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館
　
日
比
野

　
日
比
野  

利
信
利
信

��

若
松
海
上
保
安
部
交
通
課

若
松
海
上
保
安
部
交
通
課
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も
灯
台
は
歴
史
が
深
く
、江
戸
時
代
に
は
「
か
が
り
屋
」
や
「
灯

明
台
」
と
呼
ば
れ
る
、
石
積
み
の
台
の
上
に
小
屋
を
建
て
、
中

で
木
を
燃
や
す
仕
組
み
の
日
本
式
灯
台
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
か
ら
建
設
技
術
を
持
っ

た
外
国
人
技
師
が
来
日
し
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
神
奈

川
県
観
音
崎
に
西
洋
式
灯
台
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
日
本
は
諸
外
国
か
ら
「
ダ
ー
ク
・
シ
ー
」（
暗

い
海
）
と
呼
ば
れ
、
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
に
灯
台
の
少
な
い

国
で
し
た
。
灯
台
建
設
技
術
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
灯
台
建
設

の
流
れ
が
加
速
化
さ
れ
、
全
国
的
に
灯
台
が
建
設
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
明
治
の
初
め
に
は
外
国
へ
行
く
船
舶
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
日
本
も
、
大
正
・
昭
和
の
時
代
に
な
る
と
世
界
で
も
指

折
り
の
海
運
・
水
産
国
へ
と
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

３
　
灯
台
の
光
源
と
レ
ン
ズ

　

灯
台
の
光
を
発
射
す
る
た
め
の
機
器
は
時
代
と
と
も
に
進
歩

し
て
き
ま
し
た
。
明
治
初
期
に
は
落
花
生
油
を
燃
焼
さ
せ
て
そ

の
火
炎
を
光
源
と
す
る
も
の
が
使
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
改
良
が

加
え
ら
れ
、
石
油
・
灯
油
を
用
い
る
灯
器
に
変
更
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
明
治
末
に
な
る
と
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
を
燃
料
と
し
た

ガ
ス
灯
器
が
輸
入
さ
れ
、
陸
上
・
海
上
を
問
わ
ず
、
電
源
が
得

ら
れ
な
い
場
所
で
は
、
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
ご
ろ
ま

で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

光
源
の
み
で
は
灯
台
の
光
を
遠
方
に
届
か
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、光
を
絞
っ
て
遠
く
へ
届
く
よ
う
に
す
る
た
め
、

レ
ン
ズ
が
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
灯
台
用
レ
ン
ズ
は
一
八
二
二
年

に
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
フ
レ
ネ
ル
が
考
案
し
た
こ
と
か
ら
「
フ

レ
ネ
ル
レ
ン
ズ
」
と
呼
ば
れ
、
レ
ン
ズ
の
焦
点
距
離
に
よ
っ
て

一
等
か
ら
順
に
六
等
ま
で
等
級
が
あ
り
ま
す
。
フ
レ
ネ
ル
レ
ン

ズ
は
凸
レ
ン
ズ
の
表
面
部
分
を
細
か
く
分
解
し
、
段
差
を
付
け

て
並
べ
て
プ
リ
ズ
ム
を
配
置
し
、
大
き
さ
や
厚
み
を
抑
え
て
重

量
を
軽
く
し
た
も
の
で
し
た
。

　

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
白
熱
電
球
が
導
入
さ
れ
、

そ
の
後
、
大
正
・
昭
和
時
代
に
電
力
線
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も

に
、
電
気
式
灯
器
が
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
は
発
光
ダ

イ
オ
ー
ド
を
光
源
と
し
て
使
用
す
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
器
が
灯
台
用
機

器
の
主
流
と
な
り
、
電
源
も
太
陽
電
池
な
ど
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

４
　
気
象
観
測
業
務

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
日
本
初
の
西
洋
式
灯
台
・
観
音

埼
灯
台
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
後
次
々
と
全
国
に
灯
台
が
建
設
さ

れ
る
と
同
時
に
、
気
象
観
測
も
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
は
三
ヶ
所
の
気
象
庁
測
候
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台
建
設
の
事
業
が
始
め
ら
れ
る
と
、
灯
台
の
位
置
測
量
、
建
築

資
材
の
運
搬
や
業
務
状
況
視
察
の
た
め
の
船
舶
と
し
て
、
明
治

二
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ス
ピ
ネ
ル
コ
ロ
ン
社
所
有
汽
船
「
ソ
ン

ラ
イ
ス
」
を
購
入
し
、
灯
台
視
察
船
「
燈
明
丸
」
と
改
め
、
業

務
に
当
た
ら
せ
ま
し
た
。
そ
の
後「
テ
ー
ボ
ル
ト
号
」「
明
治
丸
」

「
新
発
田
丸
」「
羅
州
丸
」「
第
18
日
正
丸
」
へ
続
き
、
昭
和
二

十
三
年
（
一
九
四
八
）
の
海
上
保
安
庁
発
足
に
合
わ
せ
、
灯
台

視
察
船
の
名
称
も
灯
台
補
給
船
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
二

十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
は
最
初
の
専
属
補
給
船
と
し
て
、
旧

海
軍
か
ら
返
還
さ
れ
た
「
宗
谷
」
が
任
務
に
つ
き
、「
宗
谷
」

が
日
本
の
南
極
観
測
船
と
な
る
と
「
若
草
」
へ
と
引
き
継
が
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
組
織
の
変
遷
や
灯
台
事
業
の
発
展
に
伴
っ

て
航
路
標
識
や
電
波
標
識
の
性
能
試
験
業
務
が
主
流
と
な
り
、

昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
に
航
路
標
識
測
定
船
「
つ
し
ま
」

が
建
造
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
昭
和
戦
後
に
は
浮
標
設
置
が
必
要

と
な
り
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
浮
標
設
置
用
船
が

建
造
さ
れ
ま
し
た
。

　

灯
台
の
見
回
り
や
交
通
用
と
し
て
小
型
の
端
舟
が
利
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
標
識
数
の
増
加
の
た
め
、
専
用
の
船
が
求
め

ら
れ
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
最
初
の
航
路
標
識
管

理
所
所
属
艇
（
灯
台
見
回
り
船
）
と
な
る
「
光
丸
」
が
建
造
さ

れ
ま
し
た
。
灯
台
見
回
り
船
は
全
国
各
地
で
建
造
さ
れ
、
代
替

所
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
六
ヶ
所
の
灯
台
で
気
象
観

測
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）

時
点
で
も
気
象
庁
測
候
所
八
ヶ
所
に
対
し
て
灯
台
は
三
五
ヶ
所

あ
り
、
観
測
密
度
は
灯
台
で
の
気
象
観
測
が
多
く
、
デ
ー
タ
は

重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

観
測
記
録
に
は
風
向
・
風
速
、
気
圧
、
気
温
（
屋
内
外
）、

降
水
量
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

ま
で
は
一
日
二
回
、
そ
の
後
は
一
日
四
回
の
観
測
が
記
録
さ
れ

ま
し
た
。
灯
台
の
敷
地
内
に
は
気
象
舎
と
呼
ば
れ
る
定
点
観
測

所
が
設
け
ら
れ
、
定
め
ら
れ
た
箇
所
で
定
め
ら
れ
た
時
間
に
観

測
し
て
、
結
果
は
電
鍵
（
モ
ー
ル
ス
信
号
を
発
信
す
る
無
線
通

信
機
）
な
ど
を
使
用
し
て
気
象
庁
測
候
所
へ
連
絡
し
ま
し
た
。

気
象
庁
が
設
置
す
る
観
測
所
が
充
足
さ
れ
る
ま
で
、
灯
台
の
観

測
デ
ー
タ
が
当
時
の
日
本
に
お
け
る
気
象
業
務
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
す
。
気
象
観
測
業
務
は
気
象
観

測
所
の
充
足
に
よ
り
、
女
島
灯
台
を
最
後
に
、
平
成
九
年
（
一

九
九
七
）
五
月
一
日
に
業
務
終
了
と
な
り
ま
し
た
。

５
　
灯
台
業
務
用
船

　

灯
台
業
務
用
船
に
は
視
察
船
、
補
給
船
、
測
定
船
、
設
標
船
、

点
検
な
ど
に
使
用
す
る
灯
台
見
回
り
船
な
ど
様
々
な
役
割
を
担

う
船
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
西
洋
式
灯
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の
設
置
以
降
本
格
化
す
る
瀬
戸
内
海
航
路
の
航
路
標
識
整
備
の

礎
と
し
て
、
ま
た
、
関
門
海
峡
の
近
代
航
路
標
識
史
上
で
価
値

が
高
い
も
の
と
し
て
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
十
二
月
に
国

の
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ブ

ラ
ン
ト
ン
の
指
導
監
督
に
よ
り
関
門
海
峡
の
岩
礁
に
建
て
ら

れ
、
改
造
と
下
関
市
彦
島
の
最
南
端
へ
の
移
築
を
経
て
残
る
旧

俎
礁
標
も
歴
史
的
価
値
が
高
い
も
の
と
し
て
、
重
要
文
化
財
の

附
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑵
　
部
埼
灯
台

　

部
埼
灯
台
は
関
門
海
峡
の
東
、
門
司
区
白
野
江
の
尾
根
上
に

建
つ
現
役
の
灯
台
で
す
。
明
治
政
府
の
「
お
雇
い
外
国
人
」
で

あ
る
英
国
人
技
術
者
Ｒ
・
Ｈ
・
ブ
ラ
ン
ト
ン
の
指
導
に
よ
っ

て
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
末
に
建
造
が
開
始
さ
れ
、
明
治

五
年
（
一
八
七
二
）
一
月
二
十
二
日
に
初
点
灯
し
ま
し
た
。
構

造
は
方
形
の
切
り
石
を
円
筒
形
に
積
み
上
げ
た
組
積
造
で
、
建

築
当
初
の
外
観
を
残
す
も
の
と
し
て
は
九
州
最
古
の
灯
台
で

す
。
敷
地
内
に
は
、
灯
台
と
同
時
に
建
て
ら
れ
た
、
か
つ
て
は

灯
台
守
の
宿
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
た
旧
官
舎
（
昭
和
五
十
四
年

に
潮
流
信
号
所
に
改
築
）
や
、
刻
々
と
変
化
す
る
関
門
海
峡
の

潮
流
方
向
を
標
識
の
形
と
腕
木
の
角
度
で
船
舶
に
知
ら
せ
た
旧

昼
間
潮
流
信
号
機
（
明
治
四
十
二
年
設
置
）
も
保
存
さ
れ
て
い

わ
り
を
行
い
な
が
ら
、
今
も
業
務
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

６
　
灯
台
守
に
つ
い
て

　

灯
台
に
併
設
あ
る
い
は
近
接
す
る
家
に
滞
在
し
て
、
航
路
標

識
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
維
持
・
管
理
を
お
こ
な
う

職
員
を
灯
台
守
と
い
い
ま
す
。
灯
台
守
が
常
駐
す
る
有
人
灯
台

は
次
第
に
無
人
化
さ
れ
て
い
き
、
最
後
の
有
人
灯
台
で
あ
っ
た

長
崎
県
五
島
市
の
女
島
灯
台
も
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
十

二
月
五
日
に
無
人
化
さ
れ
て
、
国
内
の
灯
台
守
は
姿
を
消
し
ま

し
た
。
本
展
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
前
畑
正
信
氏
は
最
後
の
灯

台
守
の
一
人
で
す
。

７
　�

国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
た�

　
　
　
　
　
　
関
門
海
峡
の
３
灯
台

⑴
　
六
連
島
灯
台

　

関
門
海
峡
の
西
口
に
位
置
す
る
六
連
島
灯
台
は
、
兵
庫
開
港

に
伴
い
瀬
戸
内
海
に
整
備
さ
れ
た
灯
台
五
基
の
一
つ
で
、
英
国

人
技
術
者
Ｒ
・
Ｈ
・
ブ
ラ
ン
ト
ン
の
指
導
監
督
の
も
と
、
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
十
月
に
起
工
し
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

十
一
月
二
十
一
日
に
初
点
灯
し
た
石
造
の
灯
台
で
す
。
同
時
期

に
関
門
海
峡
の
東
口
に
整
備
さ
れ
た
部
埼
灯
台
（
北
九
州
市
）

と
併
せ
て
「
双
子
灯
台
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
六
連
島
灯
台
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※ 

国
指
定
重
要
文
化
財
の
三
灯
台
の
説
明
は
関
門
海
峡
日
本
遺

産
協
議
会
が
作
成
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

ま
す
。
こ
れ
ら
は
わ
が
国
に
お
け
る
初
期
の
西
洋
式
灯
台
と
し

て
貴
重
で
、
歴
史
的
価
値
が
高
い
も
の
と
し
て
、
令
和
二
年
十

二
月
に
国
の
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑶
　
角
島
灯
台

　

角
島
灯
台
は
下
関
市
の
北
西
、
響
灘
か
ら
日
本
海
へ
廻
る
交

通
の
要
衝
に
、
日
本
海
側
に
最
初
に
設
置
さ
れ
た
西
洋
式
灯
台

で
、
現
役
の
灯
台
で
す
。
英
国
人
技
術
者
Ｒ
・
Ｈ
・
ブ
ラ
ン
ト

ン
の
指
導
監
督
に
よ
り
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
八
月
に
建

設
工
事
を
開
始
し
、
当
時
の
費
用
で
四
三
、
一
六
四
円
三
一
銭

を
か
け
て
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
十
二
月
に
落
成
し
、
翌

九
年
（
一
八
七
六
）
三
月
一
日
に
初
点
灯
し
ま
し
た
。
総
高
は

二
九
・
六
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
建
設
当
時
の
石
造
灯
台
の
中
で
は

日
本
一
の
高
さ
を
誇
り
ま
し
た
。徳
山
産
の
御
影
石
を
使
用
し
、

石
材
の
精
緻
な
加
工
に
は
、
当
時
の
石
造
灯
台
の
建
設
技
術
水

準
の
高
さ
が
表
れ
て
い
ま
す
。
列
強
諸
国
の
求
め
に
応
じ
て
進

め
ら
れ
た
航
路
標
識
整
備
に
続
い
て
、
わ
が
国
の
近
代
航
路
標

識
整
備
の
展
開
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
り
、
技
術
的
に
優
秀

な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
灯
台
と
同
時
期
に
建
て
ら
れ
た
外

国
人
灯
明
番
の
た
め
の
旧
官
舎
や
旧
倉
庫
と
と
も
に
、
令
和
二

年
（
二
〇
二
〇
）
十
二
月
に
国
の
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

展示風景
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７8
年
前
の
昭
和
2０
年
７
月
１５
日
、
霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所

通
信
機
室
で
標
識
技
手
西
澤
武
氏
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
艦
載
機
に

よ
る
銃
撃
で
殉
死
、年
齢
は
2０
歳
で
し
た
。
燈
光
読
者
の
皆
様
、

航
路
標
識
関
係
の
皆
様
、
こ
の
事
実
を
ご
存
じ
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
の
後
の
調
査
（
燈
台
局
報
第
2
号
掲
載
内
容
な
ど
）
か
ら

燈
台
官
吏
養
成
所
第
６
回
生
で
昭
和
１９
年
2
月
2９
日
卒
業
、
最

初
の
任
命
先
は
竜
飛
岬
無
線
方
位
信
号
所
と
な
っ
て
お
り
ま
し

た
が
職
員
録
（
燈
光
会
保
管
資
料
、昭
和
１９
年
8
月
１
日
現
在
）

で
は
霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所
の
標
識
技
手
と
し
て
記
載
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
時
に
お
い
て
、北
海
道
の
昭
和
2０
年
７
月
１４
日
、

１５
日
は
ア
メ
リ
カ
軍
艦
載
機
に
よ
る
銃
撃
爆
弾
で
宗
谷
、
桧
山

支
庁
を
除
く
す
べ
て
の
支
庁
で
死
亡
者
が
で
て
お
り
、
航
路
標

識
事
務
所
で
は
現
職
一
人
が
殉
職
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

2０
歳
の
若
き
命
が
散
っ
て
い
き
ま
し
た
。（
合
掌
）

　

私
は
、
昭
和
４５
年
か
ら
５
年
間
釧
路
航
路
標
識
事
務
所
に
勤

務
し
た
際
に
、
釧
路
市
の
職
員
が
海
上
保
安
庁
の
職
員
で
亡
く

な
っ
た
人
が
い
な
い
か
調
査
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
事
務
所
資
料
を
調
査
し
た
際
、
霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所

職
員
が
空
襲
で
死
亡
し
た
空
襲
被
害
記
録
メ
モ
が
残
っ
て
お

り
、
死
亡
職
員
が
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は

今
日
ま
で
思
い
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所
（
方
向
探
知
及
び
標
識
）
は
昭
和

１９
年
４
月
５
日
全
国
で
初
め
て
電
波
だ
け
の
標
識
と
し
て
業
務

開
始
し
ま
し
た
。
北
洋
漁
業
航
路
と
し
て
戦
時
輸
送
の
動
向
に

応
じ
て
計
画
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
戦
前
で
は
霧
多
布
だ
け
で
し

た
。

　

北
海
道
で
初
め
て
開
始
し
た
の
は

恵
山
岬　
　

昭
和
７
年
2
月
１１
日
方
向
探
知
標
識
、
北
海
道
初

松　

前　
　

昭
和
8
年
９
月
１５
日
標
識
開
始

　
　
　
　
　

昭
和
９
年
３
月
１５
日
方
向
探
知
追
加

え
り
も
岬　

昭
和
９
年
１2
月
１５
日
方
向
探
知
標
識
開
始

標
識
技
手（
西
澤

標
識
技
手（
西
澤  

武
）霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所
ニ
テ
殉
死
ス

武
）霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所
ニ
テ
殉
死
ス

��

国
内
最
初
の
無
線
局
だ
け
の
霧
多
布
で
　

国
内
最
初
の
無
線
局
だ
け
の
霧
多
布
で
　

��

北
の
北
の
燈燈と
う
と
う

霧霧ぎ
り
ぎ
り

研
修
生

研
修
生
　
山
　
本
　
雅
　
晴

　
山
　
本
　
雅
　
晴
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宗
谷
岬　
　

昭
和
１０
年
７
月
１５
日
方
向
探
知
標
識
開
始

以
上
皆
燈
台
等
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
の
業
務
開
始
で
し
た
。

　

北
海
道
空
襲
と
い
う
の
は
、
昭
和
２０
年
７
月
１４
日
、
１５
日
の

２
日
間
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
艦
載
機
が
北
海
道
を
空
襲
し
た
で
き

ご
と
で
す
。道
内
で
空
襲
を
受
け
た
市
町
村
は
７９
を
数
え
ま
す
。

お
も
に
太
平
洋
沿
岸
で
し
た
が
、
日
本
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
、

ま
た
、
内
陸
部
で
も
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
桧
山
、
宗
谷
管
内

だ
け
が
空
襲
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

北
海
道
空
襲
の
被
害
は
、
７
月
１４
日
、
１５
日
の
２
日
間
の
被

害
を
集
計
す
る
と
、
死
者
１
９
５
８
人
、
根
室
港
、
釧
路
港
、

室
蘭
港
、
函
館
港
、
小
樽
港
、
津
軽
海
峡
、
各
市
町
村
７９
で
命

を
お
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
（「
語
り
つ
ぐ
北
海
道
空
襲
」
菊
地
慶
一
⑊
著
、
北
海
道
新
聞

社
、
２
０
０
７
．８
．１５
発
行
の
は
じ
め
に
よ
り
）

　

第
6
︱
２
表
　
月
別
空
襲
回
数
（
１９
年
１２
月
か
ら
２０
年
８
月

ま
で
）

　

地
区
，
１９
年
１２
月
，
２０
年
１
月
，
２
月
，
３
月
，
４
月
，
５
月
，

6
月
，
７
月
，
８
月
，
計
，
で
北
海
道
地
区
は
７
月
の
２１
回
で
し

た
。

（
日
本
燈
台
史
　
戦
争
末
期
の
事
業
ペ
ー
ジ
７５
よ
り
）

　

北
海
道
地
区
の
2１
回
の
内
訳
は
７
月
１４
日
、
根
室
弁
天
島
灯

台
、
厚
岸
灯
台
、
襟
裳
岬
灯
台
、
恵
山
岬
灯
台
の
４
回
、
１５
日
、

根
室
弁
天
島
灯
台
、、霧
多
布
無
線
、厚
岸
灯
台
、襟
裳
岬
灯
台
、

恵
山
岬
灯
台
、
石
狩
灯
台
の
６
回
で
す
。
ほ
か
に
空
襲
が
想
定

さ
れ
る
箇
所
は
戦
後
復
旧
事
業
実
施
個
所
で
あ
る
能
取
岬
灯

台
、
室
蘭
灯
台
、
汐
首
岬
灯
台
、
松
前
無
線
、
日
和
山
灯
台
で

す
。
合
計
５
ヵ
所
×
2
回
で
１０
回
と
な
り
、
合
計
2０
回
と
な
り

ま
す
。
釧
路
埼
無
線
と
し
て
空
襲
被
害
が
あ
り
ま
し
た
が
釧
路

埼
灯
台
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
2０
年
７
月
で
は
燈
台

局
施
設
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
含
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

天
明
安
枝
さ
ん
（
弁
天
島
灯
台
長
鈴
木
重
茂
の
長
女
）
は
、

本
誌
昭
和
５8
年
９
月
号
か
ら
６
回
に
わ
た
り
「
根
室
弁
天
島
灯

台
の
日
々
」
と
題
し
て
、
島
で
の
６
年
間
の
生
活
を
連
載
投
稿

し
て
お
り
、
平
成
2
年
根
室
空
襲
研
究
会
に
よ
る
根
室
空
襲
証

言
依
頼
募
集
に
応
じ
て
、「
弁
天
島
灯
台
が
倒
れ
る
日
ま
で
」

と
題
し
て
、
当
時
、
根
室
高
女
１
年
生
が
み
た
弁
天
島
灯
台
で

の
出
来
事
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
根
室
空
襲
保
存
会
で
は

こ
の
証
言
か
ら
紙
芝
化
し
、
そ
の
後
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ま
で
発
刊
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
根
室
市
で
は
根
室
空
襲
に
お
け
る
忘
れ
な
い
た
め

の
行
事
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
が
私
は
参
加
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
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て
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
日
本
燈
台
史
　
戦
時
下
事
業
　
ペ
ー
ジ
6３
よ
り
）

　

霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所
の
戦
災
被
害
調
査
記
録
メ
モ
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。

霧
多
布　

戦
災
被
害
調
査
記
録
メ
モ

霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所

昭
和
2０
年
７
月
１５
日　

戦
災
被
害
調
査
記
録

１　

標
識
名
及
び
所
在
地

　

霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所

　

北
海
道
厚
岸
郡
浜
中
村
大
字
霧
多
布
字
湯
沸

2　

被
襲
回
数
及
び
区
別

　

昭
和
2７
年
７
月
１５
日　

空
襲
１
回
十
数
度

３　

被
害
の
大
別

　

事
務
所
建
、
住
宅
建
、
倉
庫
建
、
雑
居
建
の
各
建
物
小

破
及
び
無
線
方
位
信
号
所
各
機
器
小
破
、空
中
線
大
破（
各

詳
細
記
事
あ
り
、
省
略
）

４　

被
害
物
件
及
び
区
別
並
び
に
対
策
措
置

　
（
害
物
件
及
び
区
別
の
詳
細
省
略
）

　

前
記
被
宅
に
対
す
る
措
置
に
関
し
て
は
資
材
及
び
労
力

極
度
に
払
底
の
た
め
正
式
修
理
不
能
な
る
を
以
て
現
在
庫

　

母
幸
枝
さ
ん
か
ら
根
室
空
襲
体
験
談
を
聞
い
て
、
ア
メ
リ
カ

人
関
係
者
と
の
会
話
の
中
か
ら
絵
本
の
制
作
計
画
が
持
ち
上
が

り
、
絵
本
の
コ
メ
ン
ト
、
絵
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
２
０

２
０
年
現
地
根
室
市
訪
問
、
弁
天
島
に
も
上
陸
調
査
し
て
い
ま

し
た
。

　

７8
年
前
の
出
来
事
は
根
室
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

忘
れ
て
は
い
け
な
い
事
で
し
た
。
根
室
弁
天
島
灯
台
、
霧
多
布

無
線
、
厚
岸
灯
台
、
襟
裳
岬
灯
台
、
室
蘭
灯
台
、
恵
山
岬
灯
台
、

（
合
掌
）

　

昭
和
１７
年
３
月
海
軍
省
、
逓
信
省
間
の
協
定
に
基
づ
き
、
航

路
標
識
は
防
空
監
視
網
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
各
灯
台
で
防
空
お

よ
び
海
上
監
視
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
、
各
灯
台
等
で

報
告
様
式
「
戦
災
被
害
調
査
記
録
」
が
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
各
地
の
灯
台
は
い
ち
早
く
敵
機
を
発
見
す
る
好
適
の
位
置
で

あ
る
の
で
、
１７
年
３
月
海
軍
省
、
逓
信
省
間
の
協
定
に
基
づ
き
、

航
路
標
識
は
防
空
監
視
網
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
各
灯
台
で
防
空

お
よ
び
海
上
監
視
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
１７
年
度
予
算
で
通

信
連
絡
設
備
の
な
い
灯
台
の
整
備
が
は
か
ら
れ
、
は
か
ら
ず
も

全
国
ほ
と
ん
ど
の
灯
台
に
電
話
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
通
信
施

設
が
設
け
ら
れ
、
僻
地
灯
台
の
永
年
の
希
望
が
戦
時
下
に
あ
っ



—  ３１  —

　

私
は
空
襲
警
報
が
発
令
さ
れ
な
が
ら
何
故
防
空
壕
な
ど
安
全

な
場
所
に
避
難
し
な
い
の
か
？
不
思
議
だ
っ
た
の
で
す
が
防
空

お
よ
び
海
上
監
視
の
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
、
警
報
発
令
時
に
防
空
壕
に
避
難
す
る
こ
と
は
な

い
の
だ
と
判
断
し
ま
し
た
。

ま
た
、
有
線
、
無
線
の
監
視
連
絡
体
制
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、

霧
多
布
で
も
根
室
か
釧
路
局
へ
の
連
絡
体
制
が
で
き
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。（
当
日
両
局
と
も
空
襲
を
受
け
て
い
ま
し
た
の

で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。）

　

上
記
項
目
５
か
ら
１０
の
記
載
内
容
か
ら
当
時
の
様
子
が
伝
わ

っ
て
き
ま
す
。

７
被
襲
の
状
況
、
５
殉
職
殉
難
等
の
事
項
、
９
地
元
の
協
力
援

助
、
１０
其
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
、
に
つ
い
て

７
　
被
襲
の
状
況

　

７
月
１５
日
午
前
中
４
時
５０
分
当
地
区
警
戒
警
報
発
令
、

仝
５
時
４０
分
空
襲
警
報
発
令
、
各
警
報
当
時
有
線
不
通
の

た
め
無
線
受
信
に
て
受
領
。

　

橋
場
標
識
技
手
は
防
空
監
視
当
直
に
、
西
澤
標
識
技
手

は
無
線
当
直
に
各
々
其
の
部
署
に
就
き
待
機
中
、
仝
６
時

資
材
を
活
用
し
、
労
力
は
所
員
提
供
の
こ
と
と
し
応
急
措

置
を
施
し
７
月
中
に
業
務
執
行
支
障
な
き
に
至
る
残
余
は

遂
次
労
力
を
考
慮
復
旧
の
こ
と
と
せ
り

５　

殉
職
殉
難
等
の
事
項

　
（
別
に
記
載
）

６　

当
時
の
在
勤
者
及
び
居
住
家
族
一
覧

　

在
勤
者
灯
台
長
標
識
技
手　
　
　

橋
場　

文
則（
３９
歳
）

　

在
勤
者　
　
　
　

〃　
　
　
　
　

西
澤　
　

武（
2０
歳
）

　

傭　

人　
　
　

操
機
夫　
　
　
　

平
野
取
太
郎（
４2
歳
）

　

居
住
家
族　

橋
場
標
識
技
手
妻　

橋
場　

淑
子（
３６
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

二
女　
　
　
　

准
子（
8
歳
）

７　

被
襲
の
状
況

　
（
別
に
記
載
）

8　

関
係
警
報
の
受
領
状
況

　

 

開
戦
よ
り
終
戦
ま
で
の
期
間
に
於
い
て
受
領
し
た
る
情

報
又
は
注
意
報　

2１
回

　

警
戒
警
報　

１３
回　

空
襲
警
報　

8
回

　

空
襲
回
数　

１
回　

数
拾
度

９　

地
元
の
協
力
援
助

　
（
別
に
記
載
）

１０　

其
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

　
（
別
に
記
載
）
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た
物
置
の
一
部
に
火
災
を
生
じ
た
る
際
は
霧
多
布
消
防
団

員
拾
数
名
来
援
消
火
に
協
力
し
た
る
結
果
大
事
に
至
ら
ず

し
て
鎮
火
す
、
其
の
労
に
負
う
処
大
な
り
き
。

　

な
お
西
澤
標
識
技
手
殉
難
に
当
た
り
は
霧
多
布
女
子
警

防
団
員
及
び
霧
多
布
郵
便
局
員
、
湯
沸
部
落
第
一
班
員
の

献
身
的
協
力
に
負
う
処
大
な
り
き
。

１０
　
其
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

　

当
所
付
近
に
は
特
記
す
べ
き
被
災
箇
所
な
か
り
し
も
湯

沸
部
落
中
田
栄
作
所
存
溶
度
工
場
（
当
所
よ
り
約
十
町
）

近
傍
道
路
に
落
下
せ
る
小
型
爆
弾
に
よ
り
附
近
居
住
村
井

某
の
才
息
女
（
当
2１
歳
）
被
弾
即
死
せ
り
。

　

今
年
8
月
中
旬
、
浜
中
町
の
町
長
、
教
育
長
あ
て
に
当
時
の

町
の
関
係
者
照
会
、
無
線
局
写
真
の
有
無
な
ど
町
民
の
皆
さ
ま

へ
浜
中
広
報
誌
を
通
じ
て
情
報
提
供
の
お
願
い
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
で
す
。
燈
光
読
者
の
皆
様
に
お
願
い
で
す
。
燈
台
官
吏
養

成
所
第
６
期
生
の
関
係
者
、
霧
多
布
無
線
方
位
信
号
所
勤
務
経

験
者
、
霧
多
布
無
線
局
の
写
真
及
び
西
澤
武
様
の
情
報
な
ど
、

ご
連
絡
い
た
だ
き
た
く
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
西
澤
武
氏
の
消
息
調
査
に
当
た
り
燈
光
会
事
務
局

に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
い
た

し
ま
す
。

５
分
頃
に
至
り
西
方
に
爆
音
ら
し
き
も
の
あ
り
■
あ
り
て

敵
艦
上
機
を
認
め
注
視
中
の
処
当
所
北
方
2０
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
高
度
２
０
０
メ
ー
ト
ル
を
接
し
、
鉄
道
線
路
に
沿
っ

て
東
方
に
向
ひ
あ
り
既
に
当
地
を
通
過
根
室
方
面
に
向
い

た
る
に
急
遽
機
首
を
当
所
に
向
け
た
る
と
見
る
や
数
拾
秒

に
し
て
当
所
上
空
に
至
り
各
機
入
り
乱
れ
交
互
に
拾
数
回

反
復
爆
撃
等
を
敢
行
せ
り
、
橋
場
西
澤
標
識
技
手
は
直
ち

に
通
信
室
内
最
安
全
個
所
に
待
機
し
た
る
も
時
既
に
遅
く

西
澤
標
識
技
手
は
腹
部
に
貫
通
銃
創
を
受
け
殉
死
せ
り
、

思
う
に
敵
機
は
近
傍
に
何
等
の
攻
撃
設
備
な
き
た
め
跳
梁

を
恣
に
し
た
る
結
果
建
物
内
部
に
被
弾
を
蒙
り
た
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。

　

小
型
爆
弾
５
個
は
孰
れ
も
構
外
に
落
下
爆
弾
に
よ
る
被

害
皆
無
な
り
き
。

５
　
殉
職
殉
難
等
の
事
項

　

当
時
通
信
室
に
在
り
て
勤
務
中
の
西
澤
武
標
識
技
手
は

敵
機
頭
上
に
飛
来
す
る
も
其
の
職
場
を
死
守
し
、
敢
斗
中

敵
機
銃
弾
を
腹
部
に
受
け
不
幸
殉
死
せ
り

９
　
地
元
の
協
力
援
助

　

霧
多
布
警
防
団
よ
り
は
当
地
区
警
報
発
令
の
際
は
其
の

都
度
団
員
2
名
乃
至
３
名
を
当
所
に
派
遣
業
務
其
の
他
の

雑
務
を
協
力
業
務
執
行
に
幾
多
の
便
宜
を
賜
り
た
り
。
ま
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１
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
戦
前
の
大
日
本
帝
国
下
の
各
地
で
実
施
さ
れ
た
イ
ン

フ
ラ
建
設
の
技
術
的
特
徴
や
歴
史
的
意
義
を
解
明
す
る
研
究
の

一
環
と
し
て
、
南
洋
群
島
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
建
設
に
尽
力
し

た
人
物
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
同
技
師
が
当
該
地
域
に
お
い
て

果
た
し
た
役
割
や
功
績
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
分
析
を
行
う
の
は
丹
野
久
助
氏
で
、
戦
前
の
南
洋
群

島
に
お
け
る
灯
台
建
設
を
は
じ
め
港
湾
建
設
等
の
各
種
イ
ン
フ

ラ
建
設
に
主
導
的
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
で
、
海
軍
さ
ら
に
は

南
洋
庁
か
ら
表
彰
を
受
け
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
当
該
分
野
の
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
も
の
と

し
て
１
９
１
４
～
１
９
２
２
年
ま
で
の
軍
政
下
に
お
け
る
南
洋

群
島
で
の
海
軍
に
よ
る
建
築
活
動
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
辻
原
万
規
彦
・
安
浪
夕
佳
「
臨
時
軍
事
費
営
繕
工
事
訓
令

か
ら
み
た
軍
政
期
南
洋
群
島
に
お
け
る
建
築
活
動
」（
１
）
が

あ
る
。
し
か
し
、
同
研
究
で
は
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
灯
台

建
設
に
関
す
る
記
述
は
概
要
の
域
を
出
な
い
。
ま
た
、
戦
前
の

南
洋
群
島
に
お
け
る
丹
野
技
師
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

に
着
目
し
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
は
、
倉
田
洋
二
・
上

杉
誠
・
諸
川
由
実
代
・
笹
倉
江
身
子
・
安
斎
晃
『
パ
ラ
オ
歴
史

探
訪　

倉
田
洋
二
と
歩
く
南
洋
群
島
』（
２
）
の
み
で
あ
る
。

同
書
で
は
南
洋
群
島
に
お
け
る
灯
台
建
設
等
に
丹
野
氏
が
携
わ

っ
て
い
た
点
、
さ
ら
に
は
そ
の
活
躍
の
一
端
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
丹
野
氏
の
経
緯
や
同
氏
が
建
設
に
携
わ
っ

た
灯
台
が
建
設
に
至
っ
た
背
景
や
同
地
の
地
理
的
状
況
等
に
つ

い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も
少
な
く
な
い
。

　

加
え
て
、
そ
も
そ
も
日
本
統
治
下
に
あ
っ
た
南
洋
群
島
に
お

け
る
イ
ン
フ
ラ
建
設
の
詳
細
や
技
術
的
特
徴
、
か
か
わ
っ
た
技

術
者
等
に
関
す
る
研
究
自
体
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
研
究
で
は
先
行
研
究
の
成
果

と
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
著
者
が
新
た
に
発
掘
し
た
史
資
料
分

析
等
を
組
み
合
わ
せ
た
研
究
手
法
を
採
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か

戦
前
の
南
洋
群
島
に
お
け
る
丹
野
久
助
氏
の
活
躍

戦
前
の
南
洋
群
島
に
お
け
る
丹
野
久
助
氏
の
活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　  

─
パ
ラ
オ
諸
島
に
お
け
る
灯
台
建
設
史
─

─
パ
ラ
オ
諸
島
に
お
け
る
灯
台
建
設
史
─

��

常
磐
会
学
園
大
学

常
磐
会
学
園
大
学
　
井
　
上
　
敏
　
孝

　
井
　
上
　
敏
　
孝



—  34  —

に
な
っ
た
成
果
が
イ
ン
フ
ラ
建
設
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る

研
究
の
一
端
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

２
　
南
洋
群
島
の
沿
革

　

日
本
が
委
任
統
治
す
る
こ
と
と
な
っ
た
南
洋
群
島
は
赤
道
以

北
に
位
置
す
る
マ
リ
ア
ナ
・
カ
ロ
リ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
3
つ

の
群
島
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
北
東
に
は
ハ
ワ
イ
、
南
東

に
は
南
太
平
洋
諸
島
、
西
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
及
び
セ
レ
ベ

ス
島
、
北
に
は
、
小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
島
を
望
み
日
本
本
土

か
ら
は
約
3
，４
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
南
方
に
位
置
し
て
い

る
。
そ
の
範
囲
は
東
経
１
３
０
度
か
ら
１
７
５
度
、
北
緯
０
度

か
ら
２２
度
に
及
び
、
包
容
す
る
海
面
は
東
西
約
５
，０
０
０
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
２
，４
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る

広
大
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
大
小
１
，４
０
０
あ
ま
り
の
島

嶼
が
散
在
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
島
嶼
を
構
成
す
る
の
は
小
さ

な
島
々
で
あ
り
陸
地
の
総
面
積
は
２
，１
４
９
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
過
ぎ
な
い
規
模
で
あ
っ
た
（
3
）。
こ
れ
は
２
，１
８
８

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
東
京
都
と
ほ
ぼ
同
じ
面
積
で
あ
り
、
総

面
積
が
３
７
７
，９
１
４
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
日
本
や
、３
５
，

９
８
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
台
湾
と
比
べ
る
と
同
群
島

が
如
何
に
小
規
模
な
島
々
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

　

以
上
の
南
洋
群
島
に
お
け
る
日
本
の
進
出
は
第
一
次
世
界
大

戦
時
ド
イ
ツ
領
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
島
を
海
軍
が
占
領
し
た
こ

と
に
始
ま
る
。
こ
の
際
、
日
本
は
臨
時
南
洋
防
備
隊
を
置
き
、

実
際
の
施
政
は
同
防
備
隊
が
行
う
こ
と
と
な
っ
た
（
4
）。
そ

し
て
１
９
１
９
年
国
際
連
盟
規
約
第
２２
条
に
よ
り
旧
ド
イ
ツ
領

の
南
洋
群
島
の
統
治
を
日
本
に
委
任
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
こ

と
で
、
同
年
国
際
連
盟
の
最
高
会
議
に
よ
っ
て
同
群
島
は
大
日

本
帝
国
の
領
土
の
構
成
部
分
と
し
て
日
本
の
法
の
下
に
統
治
さ

れ
る
こ
と
に
確
定
し
た
（
５
）。　
　

　

こ
れ
に
よ
り
日
本
は
１
９
２
４
年
、
南
洋
群
島
全
般
の
行
政

を
司
る
た
め
南
洋
庁
を
パ
ラ
オ
に
開
庁
、
そ
の
支
庁
を
サ
イ
パ

ン
・
ヤ
ッ
プ
・
パ
ラ
オ
・
ト
ラ
ッ
ク
・
ポ
ナ
ペ
・
及
び
ヤ
ル
ー

ト
の
６
か
所
に
設
置
し
、
南
洋
開
発
の
指
導
に
当
た
る
こ
と
と

な
っ
た
（
６
）。

３
　
パ
ラ
オ
諸
島
に
お
け
る
灯
台
建
設
の
背
景

　

本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
灯
台
建
設
が
な
さ
れ
た
の
は
同
南

洋
群
島
内
の
パ
ラ
オ
諸
島
で
あ
っ
た
。
パ
ラ
オ
諸
島
は
、
北
か

ら
カ
ヤ
ン
ガ
ル
島
・
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島
（
パ
ラ
オ
本
島
）・
ア

ラ
カ
ベ
サ
ン
島
・
コ
ロ
ー
ル
島
・
マ
ラ
カ
ル
島
・
ウ
ル
ク
タ
ー

プ
ル
島
・
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
・
ア
ン
ガ
ウ
ル
島
を
は
じ
め
南
北
に

連
鎖
状
に
並
ん
だ
多
数
の
島
嶼
で
構
成
さ
れ
て
い
た
（
７
）。

各
島
の
位
置
に
つ
い
て
は
図
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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同
時
に
訓
令
田
１
４
８
号
を
以
て
南
洋
庁
航
路
標
識
取
締
規
則

及
び
同
航
路
標
識
形
式
標
準
、
な
ら
び
に
灯
台
看
守
心
得
が
定

め
ら
れ
て
い
る
（
１１
）。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
日
本
統
治
が
開
始
さ
れ
て
以
後
に

は
、
大
型
船
が
可
能
な
水
路
上
の
近
く
に
ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
灯

台
・
マ
ラ
カ
ル
港
に
お
け
る
２
基
の
灯
標
・
中
ノ
礁
灯
浮
標
・

ア
ル
コ
ロ
ン
灯
台
・
ア
ン
ガ
ウ
ル
灯
台
の
3
基
の
灯
台
と
２
基

の
浮
標
と
１
基
の
灯
浮
標
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
１２
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
灯
台
等
の
建
設
に
関
わ
っ
た
人
物

が
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
丹
野
久
助
氏
で
あ
っ
た
。

３
　
丹
野
久
助
技
師

　

こ
こ
で
は
本
稿
で
着
目
す
る
丹
野
技
師
の
略
歴
等
に
つ
い
て

概
括
し
た
い
（
１3
）。

　

１
８
９
１
年
に
宮
城
県
仙
台
市
で
生
ま
れ
た
丹
野
久
助
氏

は
、
そ
の
後
、
１
９
１
０
年
に
志
願
兵
と
し
て
横
須
賀
海
兵
団

に
入
団
し
た
。

　

同
氏
が
南
洋
群
島
と
の
か
か
わ
り
を
持
つ
契
機
と
な
っ
た
の

が
、
１
９
１
４
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
時
で
あ
っ
た
。
具
体
的

に
は
同
年
８
月
に
軍
艦
鞍
馬
乗
組
１
等
水
兵
と
し
て
日
独
戦
役

に
従
事
し
、
南
洋
ヤ
ル
ー
ト
・
ク
サ
イ
・
ポ
ナ
ペ
・
ト
ラ
ッ
ク

諸
島
を
占
領
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

パ
ラ
オ
諸
島
間
に
お
け
る
交
通
は
、
全
て
水
路
に
よ
る
外
は

な
か
っ
た
も
の
の
、
各
島
の
周
辺
は
サ
ン
ゴ
礁
の
浅
瀬
で
囲
ま

れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
水
路
も
そ
の
多
く
が
サ
ン
ゴ
礁
等
に
よ

り
曲
折
し
、
船
舶
の
航
行
に
は
困
難
を
要
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
パ
ラ
オ
に
出
入
港
す
る
船
舶
の
航
路
は
限
定
さ
れ
、
そ
の

中
で
も
大
型
船
が
通
行
可
能
な
水
路
は
、
２
な
い
し
3
つ
で
あ

っ
た
（
８
）。

　

ド
イ
ツ
統
治
時
代
以
前
は
、
喫
水
が
浅
い
小
型
の
木
造
船
で

島
内
交
通
さ
ら
に
は
大
洋
を
航
行
し
て
い
た
た
め
、
大
型
船
の

寄
港
等
は
皆
無
と
言
っ
て
い
い
状
態
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
統
治
が
始
ま
っ
て
以
降
、
汽
船
の

寄
港
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
同
時
代
に
は
、
す
ぐ

に
航
路
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
９
）。
さ
ら
に
は
日
本
統

治
が
開
始
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
内
地
─
南
洋
群
島
間
を
結
ぶ
交

通
連
絡
の
観
点
か
ら
、
大
型
船
の
渡
航
の
必
要
性
が
飛
躍
的
に

高
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
以
上
の
航
路
標
識
の
設

置
に
つ
い
て
も
「
常
に
意
を
用
ひ
」
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
１０
）。
さ
ら
に
は
南
洋
庁
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
業
務

は
海
軍
か
ら
南
洋
庁
に
引
き
継
が
れ
、
な
お
か
つ
事
務
は
同
庁

内
務
部
地
方
課
が
主
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
１
９
２

４
年
１２
月
に
は
、
同
業
務
は
通
信
課
に
移
管
。
翌
年
９
月
に
は

庁
令
第
１3
号
を
以
て
南
洋
群
島
航
路
標
識
規
則
が
制
定
さ
れ
、
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を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の

業
務
量
の
多
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
氏

は
、
時
に
は
自
ら
率
先
し
て
海
中
に
入
り
測
量
等
の
作
業
を
こ

な
す
な
ど
、
灯
台
建
設
に
身
を
挺
し
て
着
実
に
業
務
を
遂
行
し

て
い
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
（
１６
）。

　

具
体
的
に
は
航
路
標
識
の
改
善
、
各
地
で
の
灯
台
建
設
を
計

画
し
、
そ
の
実
行
は
全
て
丹
野
氏
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

し
て
次
か
ら
次
へ
と
立
派
な
灯
台
を
建
設
し
て
、
南
洋
方
面
に

お
け
る
燈
台
建
設
の
第
一
の
権
威
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
１
９
３
４
年
に
は
嘱
託
と
し
て
交
通
課
技
手
、
さ

ら
に
は
航
路
標
識
係
の
主
任
と
な
っ
た
（
１７
）。

そ
の
経
歴
は
南
洋
庁
官
吏
中
最
も
異
色
の
存
在
と
し
て
知
ら
れ

る
と
と
も
に
、
南
洋
群
島
開
発
に
お
け
る
同
氏
の
足
跡
は
極
め

て
大
き
い
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
（
１８
）。

　

こ
れ
ら
の
功
績
か
ら
１
９
３
５
年
に
は
海
軍
か
ら
表
彰
を
受

け
、
木
杯
１
組
が
贈
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
功
労
者
と
し

て
丹
野
氏
が
海
軍
か
ら
表
彰
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
と
し
て
軍

の
資
料
に
よ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
（
１９
）。

　

大
正
三
年
以
来
二
十
年
一
日
ノ
如
ク
海
軍
及
南
洋
群
島
の
爲

ニ
盡
瘁
シ
來
レ
ル
者
ニ
シ
テ
大
正
十
一
年
臨
時
南
洋
群
島
防
備

隊
ヨ
リ
南
洋
廳
ニ
引
継
ギ
タ
ル
際
ハ
特
ニ
南
洋
廳
ノ
切
望
ニ
依

　

そ
の
際
、
海
軍
南
遣
技
隊
軍
艦
朝
日
の
乗
組
員
と
し
て
同
地

に
派
遣
さ
れ
、
ヤ
ル
ー
ト
島
占
領
後
は
、
ト
ラ
ッ
ク
守
備
隊
に

編
入
さ
れ
、
隊
内
係
を
務
め
て
い
た
。
そ
し
て
軍
政
時
代
は
パ

ラ
オ
に
留
ま
り
、現
地
で
は
「
鬼
兵
曹
」
と
言
わ
れ
た
も
の
の
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
対
し
て
率
先
し
て
事
に
当
た
る
を
流
儀
と
し

て
い
た
丹
野
氏
は
、
島
民
か
ら
畏
敬
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
１4
）。
１
９
２
２
年
に
南
洋
庁
が
開
設
さ
れ
、
防
備
隊
が
引
き

上
げ
る
こ
と
に
な
る
際
、同
庁
当
局
か
ら
の
強
い
要
望
に
よ
り
、

同
地
に
留
ま
る
こ
と
に
な
り
、予
備
役
と
し
て
南
洋
庁
に
残
り
、

パ
ラ
オ
支
庁
の
ラ
ン
チ
の
艇
長
を
務
め
、
丹
野
艇
長
と
し
て
も

親
し
ま
れ
て
い
た
（
１５
）。

　

パ
ラ
オ
諸
島
に
お
い
て
灯
台
に
関
す
る
業
務
を
直
接
担
当
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
同
年
で
あ
り
、
１１
月
か
ら
航
路
標
識
の

事
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
、
南
洋
群
島
に
お
け
る
航

路
標
識
は
極
め
て
簡
単
な
も
の
で
、灯
台
を
名
の
付
く
も
の
は
、

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
丸
太
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
簡
単
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
丹
生
氏
は
パ
ラ
オ
諸

島
を
初
め
南
洋
群
島
全
域
に
お
け
る
灯
台
建
設
及
び
そ
の
事
務

作
業
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。

　

南
洋
群
島
と
い
う
も
の
の
、
上
述
し
た
通
り
、
そ
の
区
域
は

千
島
の
北
端
の
占
守
島
か
ら
台
湾
の
南
端
の
鵝
鑾
鼻
に
至
る
ほ

ど
広
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
大
小
２
，０
０
０
余
り
の
島
々
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と
が
分
か
る
。

　

特
に
南
洋
群
島
に
お
け
る
航
路
標
識
の
「
新
設
改
修
」
の
ほ

と
ん
ど
が
丹
野
氏
の
手
に
依
っ
て
い
た
こ
と
等
に
つ
い
て
明
確

に
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

加
え
て
１
９
４
３
年
に
は
挙
行
さ
れ
た
南
洋
群
島
始
政
２５
周

記
念
式
典
で
は
２５
年
以
上
の
精
勤
者
の
一
人
と
し
て
同
氏
が
表

彰
さ
れ
て
い
る
（
２０
）。

　

ち
な
み
に
丹
野
氏
は
南
洋
群
島
に
お
け
る
港
湾
工
事
の
際

に
、
自
ら
が
工
事
に
従
事
し
た
際
に
収
集
し
た
多
数
の
造
礁
珊

瑚
そ
の
他
の
標
本
を
学
会
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て

い
た
（
２１
）。

　

さ
ら
に
は
、
以
上
の
業
務
に
限
ら
ず
、「
萬
事
率
先
し
て
事

に
當
る
」
と
い
う
姿
勢
で
（
南
洋
群
島
の
思
い
出
、
ｐ
．９５
）、

島
民
と
も
協
働
を
重
ね
て
い
っ
た
こ
と
で
、
時
に
畏
怖
さ
れ
な

が
ら
、
現
地
の
人
々
の
信
頼
を
得
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
「
南

洋
群
島
に
於
て
長
官
の
名
を
知
ら
ぬ
者
は
あ
つ
て
も
、
丹
野
さ

ん
と
い
へ
ば
カ
ナ
カ
迄
知
ら
ぬ
者
は
な
い
と
い
わ
れ
る
」
ほ
ど

で
あ
っ
た
（
２２
）。
そ
し
て
、
そ
の
人
柄
か
ら
丹
野
氏
は
「
南

洋
群
島
の
親
分
の
よ
う
な
人
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
（
２3
）。

　

同
氏
は
、
パ
ラ
オ
本
島
の
ガ
ス
パ
ン
村
の
防
空
壕
で
病
気
に

よ
り
終
戦
を
待
た
ず
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
２4
）。

リ
テ
滿
期
ト
同
時
ニ
同
廳
ニ
就
職
シ
爾
來
渝
ル
コ
ト
ナ
キ
同
人

ノ
誠
意
努
力
ニ
對
シ
テ
ハ
南
洋
廳
官
民
ノ
齊
シ
ク
感
嘆
ス
ル
處

ナ
リ
殊
ニ
海
軍
ニ
對
シ
テ
ハ
滿
腔
ノ
熱
誠
ヲ
以
テ
事
ニ
當
リ
歴

代
在
勤
武
官
ヲ
援
助
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
克
ク
海
軍
出
身
者
ヲ
統

制
シ
稀
ニ
見
ル
熱
誠
ナ
ル
在
郷
軍
人
團
ト
シ
テ
水
友
會
ヲ
組
織

シ
海
軍
艦
船
寄
港
ノ
際
ニ
ハ
盡
力
至
ラ
ザ
ル
處
ナ
ク
乗
員
一
同

常
ニ
感
謝
シ
テ
港
ヲ
辭
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
昨
年
膠
州
坐
礁
ノ
際
ノ

如
キ
ハ
數
日
ニ
亘
リ
不
眠
不
休
之
ガ
救
助
及
善
後
作
業
ニ
盡
力

シ
又
練
習
艦
隊
清
水
補
給
作
業
ニ
於
テ
請
負
業
者
ガ
不
可
能
ト

シ
タ
ル
ヲ
率
先
引
受
ケ
萬
難
ヲ
排
シ
テ
之
ヲ
完
了
シ
或
ハ
國
防

獻
金
ノ
議
起
ル
ヤ
眞
先
ニ
水
友
會
員
ヲ
勵
マ
シ
テ
相
當
巨
額
ノ

獻
納
ヲ
ナ
シ
又
パ
ラ
オ
海
軍
墓
地
ノ
保
存
改
修
ノ
如
キ
ハ
之
迄

主
ト
シ
テ
同
人
ノ
手
ニ
依
リ
テ
ナ
サ
レ
其
ノ
主
務
ト
セ
ル
南
洋

群
島
航
路
標
識
ノ
新
設
改
修
ハ
殆
ン
ド
同
人
ノ
努
力
ニ
ヨ
リ
テ

成
レ
ル
等
功
績
著
シ
キ
モ
ノ
ア
リ
同
人
ノ
如
キ
ハ
洵
ニ
在
郷
軍

人
ノ
亀
鑑
ト
シ
テ
推
奨
ス
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ヲ
以

テ
海
軍
記
念
日
又
ハ
南
洋
群
島
占
領
記
念
（
十
月
三
日
）
等
適

當
ノ
機
会
ニ
於
テ
表
彰
（
銀
杯
一
個
授
與
）
方
御
詮
議
相
成
度

昭
和
九
年
官
房
５
，０
０
０
號
ニ
依
リ
具
申
ス

　

以
上
の
よ
う
に
海
軍
に
お
い
て
も
南
洋
群
島
に
お
い
て
長
き

に
わ
た
る
丹
野
氏
の
功
績
が
認
識
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
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れ
る
（
２９
）。
同
灯
台
の
詳
細
に
つ
い
て
は
図
２
を
参
照
さ
れ

た
い
。

　

ち
な
み
に
同
工
事
は
建
設
地
の
地
質
や
材
料
運
搬
の
問
題
等

か
ら
難
工
事
と
な
っ
た
た
め
に
工
事
費
が
２
倍
に
増
額
さ
れ
た

（
3０
）。

　

ま
た
、
そ
の
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
横
須
賀
海
軍
経
理
部
付

の
藤
田
專
治
海
軍
技
手
が
「
横
須
賀
海
軍
経
理
部
建
築
科
ニ
於

テ
澄
田
技
師
及
鈴
木
技
師
ノ
下
」
で
「
工
事
ノ
設
計
」
を
担
当

し
た
と
さ
れ
る
（
3１
）。

　

同
灯
台
に
関
し
て
上
述
の
丹
野
氏
は
、
海
軍
の
一
等
兵
曹
と

し
て
現
地
に
お
い
て
実
際
の
建
設
工
事
に
携
わ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

た
だ
し
同
灯
台
は
、
大
東
亜
戦
争
末
期
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
爆

撃
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
そ
の
後
も
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
現
存
す
る
の
は
、
灯
台
の
基
盤
等
の
み
で
あ
り
、
灯
台

が
あ
っ
た
場
所
は
、う
っ
そ
う
と
し
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
囲
ま
れ
、

ツ
タ
や
ガ
ジ
ュ
マ
ル
が
絡
み
つ
い
て
お
り
、
往
時
の
様
子
を
偲

ぶ
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
る
（
3２
）。

⑵
　�
マ
ラ
カ
ル
港
灯
標（
第
２３
番
・
第
１
番
）・
中
ノ
礁
灯
浮
標

　

マ
ラ
カ
ル
港
に
お
け
る
第
２3
番
・
第
１
番
灯
標
は
、
共
に
港

へ
と
続
く
マ
ラ
カ
ル
港
周
辺
の
海
上
に
建
設
さ
れ
て
い
た
。
ま

　

以
上
の
よ
う
な
功
績
か
ら
、
丹
野
氏
は
「
終
生
を
南
洋
群
島

の
た
め
に
さ
さ
げ
た
典
型
的
な
人
」
と
の
評
さ
れ
て
も
い
た

（
２５
）。

４
　
灯
台
及
び
灯
標
建
設
の
詳
細

　

本
章
で
は
先
述
し
た
通
り
日
本
統
治
期
に
パ
ラ
オ
諸
島
で
建

設
さ
れ
た
６
基
の
灯
台
及
び
灯
標
・
灯
浮
標
を
概
括
す
る
と
と

も
に
、
丹
野
技
師
と
の
つ
な
が
り
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た

い
。
各
灯
台
等
の
位
置
と
諸
元
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
図
１
と

表
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑴
　
ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
（
パ
ラ
オ
）
灯
台

　

パ
ラ
オ
諸
島
に
お
け
る
灯
台
建
設
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
、

ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
島
に
建
設
さ
れ
た
ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
灯
台
で

あ
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
同
灯
台
は
海
軍
に
よ
っ
て
同
島
の
山
頂
に
建

設
さ
れ
、
１
９
２
３
年
、
１２
月
に
完
成
し
た
（
２６
）。
高
さ
１

８
９
メ
ー
ト
ル
の
位
置
か
ら
光
達
１６
．５
浬
の
白
色
肉
光
を
発

す
る
第
５
等
灯
台
で
（
２７
）、
１
９
２
４
年
3
月
１
日
に
点
灯

が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
２８
）。

　

ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
島
東
北
端
の
切
り
立
っ
た
山
の
上
に
あ
っ

た
同
灯
台
は
東
方
を
航
行
す
る
船
舶
か
ら
も
よ
く
見
え
た
と
さ
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し
て
ア
ル
コ
ロ
ン
灯
台
が
見
え
る
と
、
航
路
は
東
西
２
航
路
に

分
か
れ
、
一
方
は
諸
島
西
部
の
西
水
道
を
通
り
穏
や
か
な
サ
ン

ゴ
礁
内
を
南
下
し
て
、
マ
ラ
カ
ル
港
を
目
指
す
と
い
う
流
れ
で

あ
っ
た
。
も
う
一
方
の
諸
島
東
部
で
は
、
パ
ラ
オ
本
島
の
東
側

を
南
下
し
、
ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
島
の
山
頂
に
建
設
さ
れ
た
上
述

の
ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
灯
台
を
目
指
し
て
進
む
。
そ
し
て
そ
の
最

後
に
目
に
入
っ
て
く
る
の
が
、
上
述
の
マ
ラ
カ
ル
港
の
入
り
口

の
海
上
に
建
設
さ
れ
た
灯
標
で
あ
っ
た
。

　

ア
ル
コ
ロ
ン
灯
台
も
ア
メ
リ
カ
軍
と
の
戦
い
の
中
で
破
壊
さ

れ
た
も
の
の
、
同
灯
台
跡
地
は
「
Ｔ
Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｉ
」
と
し
て
、
そ

の
呼
び
名
が
現
地
の
地
名
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（
3８
）。

⑷
　
ア
ン
ガ
ウ
ル
灯
台

　

ア
ン
ガ
ウ
ル
島
西
港
の
北
部
に
あ
っ
た
海
抜
７０
メ
ー
ト
ル
の

石
灰
岩
の
小
高
い
丘
の
上
に
建
設
さ
れ
た
の
が
ア
ン
ガ
ウ
ル
灯

台
で
（
3９
）、
１
９
４
１
年
に
点
灯
が
開
始
さ
れ
た
（
4０
）。
日

本
統
治
時
代
に
建
設
さ
れ
た
同
灯
台
は
、
上
述
の
灯
台
と
灯
標

等
と
同
様
に
建
設
者
の
名
前
に
ち
な
み
「
丹
野
灯
台
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
た
（
4１
）。
同
灯
台
の
諸
元
は
、
表
２
を
参
照
さ
れ

た
い
。

　

ち
な
み
に
上
述
し
た
ア
ル
コ
ロ
ン
灯
台
と
ア
ン
ガ
ウ
ル
灯
台

ず
前
者
は
マ
ラ
カ
ル
島
南
東
岸
か
ら
突
出
し
た
礁
脈
の
外
端

に
、
後
者
は
マ
ラ
カ
ル
水
道
入
口
の
西
側
入
口
に
建
設
さ
れ
て

い
た
（
33
）。
両
灯
標
は
マ
ラ
カ
ル
港
を
出
入
港
す
る
船
舶
に

と
っ
て
、
港
の
位
置
と
航
路
を
示
す
非
常
に
重
要
な
灯
台
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

　

な
か
で
も
マ
ラ
カ
ル
水
道
の
入
り
口
に
あ
っ
た
第
１
番
灯
標

は
、
入
港
す
る
船
舶
が
、
同
標
を
目
印
の
一
つ
と
し
て
マ
ラ
カ

ル
水
道
を
通
っ
て
港
に
出
入
り
し
て
い
た
（
34
）。
さ
ら
に
東

方
か
ら
マ
ラ
カ
ル
灯
台
に
入
る
た
め
に
は
中
ノ
礁
灯
浮
標
の
北

東
部
を
通
過
し
、
マ
ラ
カ
ル
水
道
を
開
視
後
、
同
水
道
に
向
か

う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
3５
）。

　

こ
れ
ら
の
灯
標
の
う
ち
、
第
１
番
灯
標
に
つ
い
て
は
、
戦
火

を
免
れ
た
も
の
の
、
２
０
１
２
年
に
あ
っ
た
大
型
台
風
の
直
撃

を
受
け
た
こ
と
で
、
同
標
は
被
害
を
受
け
、
当
時
の
姿
を
み
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

⑶
　
ア
ル
コ
ロ
ン
（
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島
）
灯
台

　

ア
ル
コ
ロ
ン
灯
台
は
、
パ
ラ
オ
諸
島
の
北
部
に
位
置
す
る
バ

ベ
ル
ダ
オ
ブ
島
に
建
設
さ
れ
た
灯
台
で
あ
っ
た
（
3６
）。
そ
の

た
め
日
本
内
地
等
か
ら
パ
ラ
オ
を
目
指
し
て
航
海
し
て
き
た
船

舶
に
と
っ
て
、
パ
ラ
オ
の
北
の
玄
関
口
に
建
設
さ
れ
た
同
灯
台

は
、「
パ
ラ
オ
へ
の
到
着
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」（
3７
）。
そ
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で
き
た
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
パ
ラ
オ
諸
島
を
始
め
南
洋

群
島
下
で
丹
野
氏
が
携
わ
っ
た
灯
台
以
外
の
イ
ン
フ
ラ
建
設
の

詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

注
⑴　

 

辻
原
万
規
彦
・
安
浪
夕
佳
「
臨
時
軍
事
費
営
繕
工
事
訓
令

か
ら
み
た
軍
政
期
南
洋
群
島
に
お
け
る
建
築
活
動
」『
日
本

建
築
学
会
学
術
講
演
梗
概
集
（
中
国
）』、
２
０
０
８
年
、

ｐ
ｐ
．９
１
０
６

－

９
１
０
７

⑵　

 

倉
田
洋
二
・
上
杉
誠
・
諸
川
由
実
代
・
笹
倉
江
身
子
・
安

斎
晃
『
パ
ラ
オ
歴
史
探
訪　

倉
田
洋
二
と
歩
く
南
洋
群
島
』、

２
０
２
３
年

⑶　

 

南
洋
庁
長
官
官
房
『
南
洋
庁
施
政
十
年
史
』
南
洋
庁
、
１

９
３
２
年
、
ｐ
ｐ
．１

－

２
及
び
井
上
敏
孝
「
大
日
本
航
空

株
式
会
社
に
よ
る
南
洋
定
期
航
空
路
に
関
す
る
一
考
察
」

『
常
磐
会
学
園
大
学
研
究
紀
要
』（
２０
）、
２
０
２
０
年
。
ｐ
．

3

⑷　
 「

燐
鉱
関
係
⑷
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ

ー
）
Ｒ
ｅ
ｆ
．Ｃ
１
０
１
２
８
１
８
８
７
０
０
、
大
正

3
年
～
９
年　

大
正
戦
役　

戦
時
書
類　

巻
５０　

南
洋
群

島
関
係
3５
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）

の
２
灯
台
は
有
人
で
、
ウ
ル
ク
タ
ー
プ
ル
灯
台
と
マ
ラ
カ
ル
港

周
辺
に
お
け
る
灯
標
等
は
無
人
で
あ
っ
た
（
4２
）。

　

ア
ン
ガ
ウ
ル
島
に
お
け
る
ア
ン
ガ
ウ
ル
灯
台
は
、
１
９
４
４

年
１２
月
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
艦
砲
射
撃
に
よ
り
倒
壊
し
て
し
ま

い
、
同
灯
台
は
横
倒
し
に
な
っ
た
ま
ま
で
あ
る
も
の
の
、
今
も

そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
43
）。

４
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
戦
前
の
南
洋
群
島
に
お
け
る
灯
台
建
設
を
巡
る
知

ら
れ
ざ
る
歴
史
と
、
同
建
設
に
携
わ
っ
た
人
物
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
、
そ
の
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
き
た
。こ
こ
で
明
ら
か
に
で
き
た
点
は
大
き
く
２
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
１
点
目
は
日
本
統
治
下
に
あ
っ
た
パ
ラ
オ
諸
島
に
お

け
る
灯
台
や
灯
標
が
建
設
さ
れ
た
背
景
と
経
緯
に
つ
い
て
系
統

的
に
明
ら
か
に
で
き
た
点
で
あ
る
。
ま
た
先
行
研
究
の
成
果
と

課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
建
設
さ
れ
た
各
灯
台
の
諸
元
等
に
つ
い
て

概
括
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

２
点
目
は
、
同
地
域
の
灯
台
建
設
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を

発
揮
し
た
人
物
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
た
点
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
パ
ラ
オ
諸
島
に
お
け
る
灯
台
等
の
建
設
に
主
導
的
な
役

割
を
果
た
し
た
丹
野
久
助
氏
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
灯
台
建
設

を
巡
る
同
氏
の
功
績
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
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員
録　

昭
和
１６
年
１０
月
１
日
現
在
』、
１
９
４
１
年
、
ｐ
．

１
１
２

⒅　

大
南
洋
興
信
録
編
纂
会
『
大
南
洋
興
信
録
』
第
１
輯
、
１

９
３
８
年
、
ｐ
．７９

⒆　
「
第
３
７
４
８
号　

１０
．９
．９　

功
労
者
表
彰
の
件　

元
海

軍
１
等
兵
曹　

丹
野　

久
助
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴

史
資
料
セ
ン
タ
ー
）
Ｒ
ｅ
ｆ
．Ｃ
０
５
０
３
４
０
４
５
５
０

０
、
公
文
備
考　

昭
和
１０
年　

Ｂ　

人
事　

巻
3１
（
防
衛

省
防
衛
研
究
所
）

⒇　

南
洋
群
島
協
会
『
思
い
出
の
南
洋
群
島
』、１
９
６
５
年
、ｐ
．

９５

�　

太
平
洋
協
会
『
南
洋
群
島
─
自
然
と
資
源
─
』、
１
９
４
０

年
、
ｐ
．１
３
７

�　

前
掲
書
⒁
、
ｐ
．２９

�　

前
掲
書
⒂
、
ｐ
．１９

�　

前
掲
書
⒇
、
ｐ
．１
０
３

�　

同
上
書
、
ｐ
．１
１
２

�　

日
本
港
湾
協
会
『
港
湾
』
２
巻
3
号
、
１
９
２
４
年
、
ｐ
．

９８

�　

外
務
省
『
日
本
帝
国
委
任
統
治
行
政
年
報
１
９
２
６
年
度
』、

１
９
２
７
年
、
ｐ
．１
１
３

�
前
掲
書
⑶
、
ｐ
．４
３
９

�　

前
掲
書
⑵
、
ｐ
．4

�　
「
臨
時
軍
事
費
営
繕
費
工
事
訓
令
⑵
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ

⑸　

前
掲
書
⑶
、
ｐ
ｐ
．3５

－

3６

⑹　

日
本
航
空
協
会
『
日
本
航
空
史　

昭
和
前
期
編
』、
１
９
７

５
年
、
ｐ
．７
４
２

⑺　

江
口
元
起
「
南
洋
パ
ラ
オ
群
島
の
珊
瑚
及
珊
瑚
礁　
（
豫

報
）」『
東
北
帝
國
大
學
理
學
部
地
質
學
古
生
物
學
教
室
研

究
邦
文
報
告
』
１６
巻
、
１
９
３
５
年
、
ｐ
ｐ
．１

－

4

⑻　

前
掲
書
⑶
、
ｐ
．４
３
８

⑼　

同
上

⑽　

同
上

⑾　

同
上
書
、
ｐ
ｐ
．４
３
８

－

４
３
９

⑿　

南
洋
庁
『
委
任
統
治
地
域
南
洋
群
島
調
査
資
料　

第
１
輯
』、

１
９
２
７
年
、
ｐ
ｐ
．４
８
９

－

４
９
０
及
び
パ
ラ
オ
歴
史

探
訪
、
ｐ
．4

⒀　
「
第
３
７
４
８
号　

１０
．９
．９　

功
労
者
表
彰
の
件　

元
海

軍
１
等
兵
曹　

丹
野　

久
助
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴

史
資
料
セ
ン
タ
ー
）
Ｒ
ｅ
ｆ
．Ｃ
０
５
０
３
４
０
４
５
５
０

０
、
公
文
備
考　

昭
和
１０
年　

Ｂ　

人
事　

巻
3１
（
防
衛

省
防
衛
研
究
所
）

⒁　

南
洋
経
済
研
究
所
『
南
洋
経
済
研
究
』６
⑵
、１
９
４
３
年
、

ｐ
．２９

⒂　

海
洋
気
象
学
会
『
海
と
空
』
１８
⑽
、
１
９
３
８
年
、
ｐ
．１９

⒃　

同
上

⒄　

部
鶴
之
助
『
群
制
廃
止
記
念
名
誉
職
員
写
真
帖
』、
１
９
２

８
年
、
ｐ
．７９
及
び
南
洋
庁
長
官
官
房
秘
書
課
『
南
洋
庁
職
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表 １　丹野久助氏の略歴
年月日
１９０５年 3 月 仙台市木町通高等小学校卒業
１９０７年 3 月 宮城県立仙台第 １中学校第 ２学年修業

１９１０年 ６ 月 １ 日 海軍志願兵として横須賀海兵団入団
５等水兵

横須賀海兵団１９１3年１２月3１日 砲術練習生として海軍砲術学校に入校を命じられ
る。

１９１4年 ７ 月3１日 同校卒業退校復帰

１９１4年 ８ 月２3日 軍艦鞍馬乗組 １等水兵として日独戦役に従事　南
洋ヤルート・クサイ・ポナペ・トラック諸島占領

１９１５年１１月 ７ 日 １９１4・１９１５年戦役の功により叙勲 ８等白色桐葉賞
賜金１５０円並びに従軍記章授与される 賞勲局

１９１６年 ５ 月 １ 日 任海軍 3等兵曹 横須賀鎮守府
１９１７年１１月２3日 臨時南洋群島防備隊パラオ守備隊に転勤
１９１８年 ５ 月 １ 日 任海軍 ２等兵曹 横須賀鎮守府
１９１８年１１月 ７ 日 横須賀海兵団に転勤
１９２０年 4 月 3 日 臨時南洋群島防備隊トラック守備隊に転勤 横須賀鎮守府
１９２０年 ９ 月 １ 日 同防備隊パラオ守備隊に転勤

ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）
Ｒ
ｅ
ｆ
．Ｃ
０
８
０
５
０
９
３
７

０
０
０
、
大
正
１２
年　

公
文
備
考　

巻
１
３
５　

土
木
（
防

衛
省
防
衛
研
究
所
）

�　

前
掲
論
文
⑴
、
ｐ
．4

�　

水
路
局
『
灯
台
表　

第
２
巻
』
書
誌
第
４
１
１
号
、
１
９

４
９
年
、
ｐ
ｐ
．６

－

７

�　

伊
藤
豊
次
・
佐
藤
碩
成
『
南
方
開
発
資
料　

内
南
洋
篇
・

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
篇
』、
１
９
４
２
年
、
ｐ
．１８

�　

水
路
部
・
日
本
郵
船
『
水
要
報　

第
８
年
』
第
１１
号
第
８4

号
及
び
海
上
保
安
庁
水
路
部『
大
洋
航
路
誌
』第
４
０
１
号
、

１
９
５
９
年
、
ｐ
．６２

�　

海
上
保
安
庁
水
路
部『
灯
台
表
』第
２
巻
、１
９
５
８
年
、ｐ
．

１８

�　

前
掲
書
⑵
、
ｐ
．９６

�　

同
上

�　

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
中
部
太
平
洋
陸
軍
作
戦　

第
２
（
ペ
リ
リ
ュ
ー
・
ア
ン
ガ
ウ
ル
・
硫
黄
島
）（
戦
史
叢

書
）』、
１
９
６
８
年
、
ｐ
．５５

�　

大
蔵
省
印
刷
局
『
官
報
』
１
９
４
０
年
3
月
２７
日
、
１
９

４
０
年
、
ｐ
．１
０
１
８

�　

前
掲
書
⑵
、
ｐ
．２
５
０

�　

前
掲
書
�
、
ｐ
ｐ
．６

－

７

�　

前
掲
書
⑵
、
ｐ
．２
５
０
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年月日

１９２０年１１月 １ 日
任海軍 １等兵曹 横須賀鎮守府
１９１５年乃至１９２０年戦役の功により賜金１７０円及従
軍記章授与 賞勲局

１９２０年１２月 １ 日 叙勲 ７等授瑞宝章
１９２２年 4 月 現役満期予備役編入 横須賀海兵団１９２２年 4 月3０日 艦長を命ず
１９２２年 4 月3０日 月給６０円を給す

パラオ支庁

１９２２年 ９ 月3０日 月給６２円を給す
１９２２年１１月２０日 航路標識事務担当
１９２3年 3 月3１日 給月給６4円５０銭
１９２4年 ９ 月3０日 給月給６８円
１９２4年 ９ 月3０日 月給７１円を給す
１９２７年 3 月3１日 月給７５円を給す

１９２８年 ７ 月２０日 兼圖南丸艦長を命ず
財務課勤務を命ず 南洋庁

１９２９年 3 月3１日 月給７７円を給す

パラオ支庁１９3０年 3 月 4 日 南洋庁へ出向を命ず

１９3０年 3 月 ９ 日
雇を命ず
月給６０円を給す
通信課勤務を命ず

南洋庁１９3１年 ９ 月3０日 月給６２円を給す

１９3２年 ５ 月 ９ 日 パラオ支庁兼務を命ず
警務係兼庶務係勤務を命ず パラオ支庁

１９3２年１２月２７日 コロール消防組々頭を命ず 南洋庁
１９33年 3 月3１日 月給６５円を給す

南洋庁

１９34年 3 月3１日 月給６８円を給す
１９34年 ８ 月 １ 日 事務の都合により雇を免ず

１９34年 ８ 月 １ 日

事務を嘱託す
月手当１５０円を給与
通信課勤務を命ず
警務係兼庶務係勤務を命ず パラオ支庁

出所�）「第３7４8号�１0．9 ．9 �功労者表彰の件�元海軍 １等兵曹�丹野�久助」JACAR（アジア歴史資
料センター）Ref.C050３４0４5500、公文備考�昭和１0年�B�人事�巻３１（防衛省防衛研究所）か
ら著者が作成したもの。

表 ２　パラオ諸島における灯台・灯標等の諸元一覧
名称・灯類 位置 初点年 塗色・構造 等級・燈質 明孤 燈高 光達距離

① ウルクタープル
（パラオ）灯台

ウルクタープル
島東端山頂

１９２4年 白色円形コンク
リート造

第 ５等
明暗白色
毎 ６秒に １光、
明 3秒、暗 3秒

１１4～６７度 基礎７.６m、
平均水面上 
  １８９m

１６.５浬

② マラカル港第２3
番灯標

マラカル島南東
岩から突出する
礁脈の外端

１９3７年 白色円形コンク
リート造

不動白色 平均水面上
７m

６浬
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名称・灯類 位置 初点年 塗色・構造 等級・燈質 明孤 燈高 光達距離

③ マラカル港第１
番灯標

マラカル港水道
入口西側

１９3８年 白色円形コンク
リート造

明暗白色
毎 ６秒に １光、
明 3秒、暗 3

平均水面上
１０m

１０.５浬

④ 中ノ礁灯浮標 ウルクタープル
灯台の東南東方
約２.3㎞

１９3８年 紅黒横線円筒形
上部やぐら型鉄
造

閃白光
毎 3秒に １閃光

平均水面上
3.７m

８浬

⑤ アルコロン（バ
ベルダオブ島）
灯台

バベルダオブ島
北端

不明 白色円形コンク
リート造

毎１２秒に １閃光 平均水面上
１34m

２８浬

⑥ アンガウル灯台 パラオ諸島アン
ガウル島西北端

１９4１年 白色円形コンク
リート造

第 3等石油白熱
燈連閃白光毎１８
秒を隔て ６秒間
に ２閃光

全度 基礎２７m、
平均水面上

６4m

晴天の夜
で２２浬
光力

２０万燭光

出所�）大蔵省印刷局『官報』１9４0年 ３ 月２7日、１9４0年、p.１0１8、水路局『灯台表�第 ２ 巻』書誌
第４１１号、１9４9年、pp.6- 7 、海上保安庁『南洋群島水路誌―マリアナ諸島・カロリン諸島・
マーシャル諸島�改版―』、第２１0号、１955年、p.59、海上保安庁水路部『灯台表』第 ２巻、
１958年、p.１8から著者が作成したもの。

図 １　パラオ諸島地図
出所�）防衛庁防衛研修所戦史室『中部太
平洋陸軍作戦�第 ２ （ペリリュー・
アンガウル・硫黄島）（戦史叢書）』、
１968年から転載したもの。

　注）�図中①～⑥は表 ２中の①～⑥の灯
台及び灯標・灯浮標の位置を指
す。

カヤンガル島

バベルダオブ島（パラオ本島）

アラカベサン島

マラカル島

コロール島

マラカル水道

ペリリュー島

アンガウル島

ウルクタープル島

１

３
４

5

6
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図 ２　ウルクタープル灯台
出所�）南洋協會南洋群島支部『南洋群嶋寫眞帖�
再版』、１9２5年から転載したもの。

　 原稿募集 ～灯台記念日イベント関連～
　本年、１５５周年灯台記念日を迎えました。全国各地で灯台の一般公
開等イベントが開催されたことと思います。誌面を通して各地のイベ
ントの模様を、会員の皆様へお伝えできればと思いますので、ぜひ、
本誌へのご投稿お待ちしております。

原稿送付先：jigyo ２ @tokokai.org

          
155
Years
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伊
豆
の
下
田
か
ら
南
に
海
路
１１
キ
ロ
、
方
向
に
よ
っ
て
は
巨

大
な
鯨
が
浮
上
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
岩
礁
だ
け
の
島
が

あ
る
。
こ
の
一
木
も
な
い
岩
だ
け
の
島
の
最
高
所
に
、
唯
一
の

近
代
的
建
物
と
し
て
立
つ
の
が
神
子
元
島
灯
台
で
あ
る
。

　

私
の
父
は
、
１
９
３
５
（
昭
和
１０
）
年
か
ら
３
年
間
、
こ
の

灯
台
に
勤
務
し
た
。
私
が
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
１
年
ま
で
の
間

で
あ
る
。

　

神
子
元
島
灯
台
で
は
、
家
族
同
居
の
勤
務
で
石
造
り
の
退
息

所
が
あ
っ
た
が
、
便
船
は
お
ろ
か
漁
船
も
立
ち
寄
ら
な
い
こ
の

島
で
の
生
活
は
厳
し
く
、
下
田
な
ど
へ
別
居
す
る
家
族
が
多
か

っ
た
。
こ
の
た
め
か
、
燈
台
局
は
昭
和
７
年
に
下
田
町
内
に
借

家
を
求
め
て
家
族
用
の
宿
舎
と
し
た
の
で
、
母
と
私
に
妹
の
３

人
の
家
族
は
こ
の
宿
舎
に
入
居
で
き
た
。
も
っ
と
も
当
時
は
、

下
田
近
傍
の
無
人
灯
台
を
神
子
元
島
灯
台
が
管
理
し
て
い
た
の

で
、
灯
台
員
の
う
ち
一
人
が
交
代
勤
務
で
下
田
に
駐
在
し
た
。

こ
の
職
員
の
宿
舎
に
あ
て
る
の
が
本
来
の
設
置
目
的
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。幼
い
私
の
記
憶
で
は
、灯
台
員
は
島
に
２０
日（
３０
日
？
）

と
下
田
に
１０
日
の
勤
務
体
制
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
父
の
下

田
駐
在
時
は
一
家
と
と
も
に
暮
ら
せ
る
嬉
し
い
時
だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
比
較
的
に
海
が
穏
や
か
だ
っ
た
夏
は
、
学
校
が

休
み
に
入
る
と
家
族
も
島
に
渡
っ
て
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
が
通

例
と
な
っ
て
い
た
。
下
田
に
来
て
２
年
目
の
こ
の
年
の
夏
、
母

は
小
学
校
入
学
前
の
私
と
２
歳
の
妹
を
連
れ
て
島
に
渡
っ
た
。

前
年
は
妹
が
小
さ
か
っ
た
た
め
に
行
け
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ

が
私
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
渡
島
だ
っ
た
。

　

島
で
は
、
同
じ
灯
台
員
の
子
ら
と
、
西
側
に
あ
る
島
唯
一
の

入
り
江
で
泳
い
だ
り
魚
釣
り
を
し
た
り
し
て
遊
ん
だ
。
父
に
連

れ
ら
れ
て
灯
塔
に
も
上
っ
た
。
螺
旋
階
段
を
上
り
詰
め
、
石
油

の
匂
い
が
立
ち
込
め
て
い
る
灯
室
で
巨
大
な
レ
ン
ズ
を
見
て
か

ら
展
望
台
に
出
た
。
そ
こ
は
目
も
く
ら
む
よ
う
な
高
さ
で
、
た

ち
ま
ち
足
が
竦
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
父
に
縋
り
つ
い
て
こ
わ
ご

わ
見
回
す
と
、
南
に
遠
く
新
島
や
神
津
島
な
ど
の
島
々
が
浮
か

ん
で
お
り
、
眼
下
に
は
太
平
洋
の
長
濤
が
断
崖
に
打
ち
寄
せ
て

牙
を
む
い
て
い
た
。
こ
の
雄
大
な
光
景
は
今
も
目
に
焼
き
付
い

て
い
る
。

　

あ
る
日
、母
と
入
り
江
で
海
草
や
貝
採
り
を
し
て
帰
る
途
中
、

先
を
歩
い
て
い
た
私
は
道
の
傍
ら
に
高
さ
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

石
柱
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
島
の
岩
と
は
違
っ
た
色

合
い
を
し
て
お
り
、
表
面
に
は
微
か
に
文
字
ら
し
き
も
の
も
見

　　

孤
島
の
碑

孤
島
の
碑

�

普
通
会
員

普
通
会
員
　
山
　
下
　
悦
　
夫

　
山
　
下
　
悦
　
夫
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ら
れ
る
。
粗
末
な
作
り
な
が
ら
紛
れ
も
な
く
碑
と
呼
ば
れ
る
も

の
だ
っ
た
。
私
に
そ
れ
と
分
か
る
は
ず
も
な
か
っ
た
が
、
何
か

惹
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
後
か
ら
上
が
っ
て
き

た
母
に
聞
い
て
み
た
。

　
「
こ
れ
は
何
な
の
？
」

　
「
昔
、
こ
こ
で
女
の
人
が
死
ん
だ
の
よ
」

　

母
は
、
少
し
言
い
よ
ど
む
よ
う
に
し
て
い
た
あ
と
、
答
え
た
。

　
「
お
墓
？
」

　

私
が
尋
ね
返
す
と
母
は
も
う
先
を
歩
い
て
い
た
。
私
は
し
ば

ら
く
眺
め
て
い
た
が
、
無
人
の
島
に
昔
の
女
の
人
の
墓
が
あ
る

の
が
奇
異
な
感
じ
が
し
て
、
ぽ
つ
ん
と
た
だ
一
つ
立
っ
て
い
た

石
柱
の
こ
と
は
、
い
つ
ま
で
も
私
の
記
憶
に
残
っ
た
。

　

私
が
そ
の
石
柱
…
…
碑
の
い
わ
れ
を
知
っ
た
の
は
、
そ
れ
か

ら
２０
年
が
過
ぎ
た
昭
和
３０
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
第
三
管

区
の
設
標
船
「
ほ
く
と
」
の
乗
組
員
だ
っ
た
私
は
、
神
子
元
島

灯
台
に
勤
務
し
て
い
た
経
験
を
も
つ
本
部
灯
台
部
（
当
時
）
の

職
員
か
ら
、
島
の
灯
台
員
た
ち
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
碑
に
ま

つ
わ
る
悲
話
を
聞
か
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
勢
桑
名
の
船
乗
り
与
市
が
お

澄
と
い
う
娘
と
恋
仲
に
な
っ
た
が
、
お
澄
の
親
の
反
対
で
結
婚

で
き
な
い
。そ
こ
で
江
戸
へ
出
て
２
人
で
暮
ら
す
こ
と
に
決
め
、

与
市
が
乗
っ
て
い
る
江
戸
廻
船
に
お
澄
を
乗
せ
て
連
れ
出
す
こ

と
に
し
た
。
だ
が
、
廻
船
は
伊
豆
下
田
湊
で
幕
府
船
番
所
の
船

改
め
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
形
の
な
い
女
を
乗
せ
て

い
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
。
お
澄
を
神
子
元
島
に
降
ろ
し
、
下
田
で

の
船
改
め
後
に
島
へ
戻
っ
て
江
戸
へ
向
か
う
こ
と
に
し
た
。

　

し
か
し
、
下
田
に
入
港
す
る
と
天
気
が
悪
化
し
、
船
改
め
が

済
ん
で
も
出
港
で
き
な
い
日
が
続
い
た
。
神
子
元
島
で
の
時
化

の
恐
ろ
し
さ
は
、
昭
和
の
初
め
に
灯
台
長
を
勤
め
た
人
が
「
暴

風
の
時
に
は
波
は
岸
壁
を
上
が
っ
て
灯
台
と
向
か
い
合
っ
て
立

っ
て
い
る
信
号
柱
の
天
辺
を
超
す
4０
メ
ー
ト
ル
以
上
の
飛
沫
で

あ
る
。（
略
）
そ
れ
は
波
が
襲
う
の
で
は
な
く
海
が
の
し
か
か

っ
て
く
る
の
で
あ
る
」と
臨
場
感
豊
か
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
凄
ま
じ
い
自
然
の
中
で
、
食
料
や
水
も
十
分
で
な
い
、

か
弱
い
娘
が
い
か
に
過
ご
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

よ
う
や
く
５
日
後
に
島
を
訪
れ
た
与
市
が
見
た
の
は
、
下
田

を
望
み
な
が
ら
息
絶
え
て
い
る
お
澄
の
姿
だ
っ
た
。
涙
な
が
ら

に
お
澄
の
な
き
が
ら
を
抱
い
た
与
市
は
、
黒
潮
の
海
に
身
を
投

げ
て
行
方
を
絶
っ
た
。
後
に
な
っ
て
、
神
子
元
島
付
近
で
下
田

の
船
の
難
破
船
が
続
い
た
の
で
、
お
澄
が
呼
ん
で
い
る
の
だ
と

考
え
た
下
田
の
人
た
ち
が
、
島
に
小
さ
な
石
碑
を
立
て
て
お
澄

の
霊
を
弔
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
が
島
で
み
た
石
柱
こ
そ
、
そ
の
石
碑
だ
っ
た
の
だ
。
神
子

元
島
の
灯
台
員
た
ち
が
、
与
市
と
お
澄
の
話
を
ど
の
よ
う
に
し
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て
知
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
族
を
下

田
に
置
い
て
孤
独
と
窮
乏
に
耐
え
な
が
ら
沖
行
く
船
に
灯
を
点

し
続
け
た
男
た
ち
が
、
愛
と
悲
し
み
に
満
ち
た
こ
の
話
を
語
り

継
い
で
き
た
の
は
、
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。（
こ
の
悲
話

の
項
で
は
、
私
の
記
憶
が
不
確
か
な
部
分
を
『
燈
台
風
土
記
』

燈
光
会
刊
に
よ
り
補
筆
し
た
）

　

私
が
乗
船
中
の
設
標
船
「
ほ
く
と
」
は
、
灯
浮
標
の
多
い
伊

勢
湾
を
持
つ
第
四
管
区
へ
年
に
３
回
は
回
航
し
た
。
そ
の
往
復

に
は
必
ず
神
子
元
島
の
北
側
の
水
道
を
航
行
す
る
。そ
の
都
度
、

懐
か
し
さ
と
物
悲
し
さ
と
が
入
り
混
ざ
っ
た
思
い
で
島
と
灯
台

に
見
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
私
の
船
乗
り
と
し
て
最
後
の
航
海
当
直
が
、
神
子

元
島
沖
を
航
過
す
る
も
の
だ
っ
た
。
昭
和
３２
年
度
の
第
二
次
補

給
航
海
を
終
え
て
、
門
司
か
ら
東
京
へ
帰
港
中
の
灯
台
補
給
船

「
若
草
」
で
の
こ
と
で
あ
る
。「
こ
れ
が
見
納
め
だ
」、
こ
み
上

げ
て
く
る
思
い
で
見
た
白
黒
横
縞
の
灯
塔
の
姿
は
、
今
も
心
の

中
に
住
み
付
い
て
い
る
。

 

（
終
）

――――――――――×―――――――――――×――――――――――

＝訂正とお詫び＝
　２０２4（令和 6年）灯台カレンダー、 ２月尻屋埼灯台位置図に誤り
がありました。 
　お詫びして訂正いたします。

（誤） （正）
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８
月
の
あ
る
日
、
事
務
局
に
一
通
の
封
書
が
届
き
ま
し
た
。

開
け
て
み
る
と
、
中
に
は
チ
ラ
シ
と
短
い
コ
メ
ン
ト
が
添
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　
チ
ラ
シ
の
内
容
は
、「
灯
台
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
展
覧
会
、

9
月
２
日
（
土
）、
３
日
（
日
）、
品
川
区
で
開
催
」
と
あ
り
ま

す
。【
写
真
─
１
】

　
記
憶
を
遡
る
と
、
３
か
月
前
の
今
年
５
月
、「
燈
光
会
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
灯
台
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
を

作
っ
て
展
覧
会
を
や
っ
て
も
い
い
で
す
か
？
」
と
い
っ
た
メ
ー

ル
で
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、二
つ
返
事
で
承
諾
し
た
と
こ
ろ
、

チ
ラ
シ
が
で
き
た
ら
送
り
ま
す
と
回
答
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

　
こ
の
チ
ラ
シ
は
そ
の
時
の
約
束
だ
っ
た
の
で
す
。

　
送
っ
て
く
れ
た
の
は
、
展
覧
会
の
主
催
者
で
も
あ
る
東
京
都

品
川
区
在
住
の
小
学
4
年
生
の
小こ

ば
や
し林

慧け
い

大た

く
ん
で
す
。【
写
真

─
２
】

　
こ
れ
は
見
に
行
く
し
か
な
い
で
し
ょ
！
と
カ
レ
ン
ダ
ー
に
印

を
つ
け
、
展
覧
会
の
初
日
、
会
場
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

　
会
場
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
施
設

は
、
ガ
ラ
ス
張
に

な
っ
て
い
て
、
外

か
ら
も
中
の
様
子

が
伺
え
ま
す
。
最

初
、
外
か
ら
見
た

時
は
、
床
に
無
造

　　

小小
４４
の
灯
台
博
士
に
よ
る
灯
台
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
展
覧
会

の
灯
台
博
士
に
よ
る
灯
台
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
展
覧
会

��

燈
光
会
事
務
局

燈
光
会
事
務
局

【写真－ 1 】
灯台ペーパークラフト展覧会
のチラシ（チラシ自体がペー
パークラフトになっている）

【写真－ 2 】
灯台ペーパークラフト展覧会
を主催した「灯台博士」小林
慧大くん（小 4）
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作
に
灯
台
の
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
、
ま
だ
準
備
中
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
ド
ア
を
開
け
る
と
、

そ
こ
に
広
が
る
想
定
外
の
光
景
に
絶
句
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
作
品
は
、
床
に
無
造
作
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
部

屋
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
ら
れ
た
日
本
地
図
の
上
に
実
際
に
灯
台
の

あ
る
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
地
図
も
慧
大
く
ん

が
部
屋
の
大
き
さ
を
考
え
な
が
ら
、
紙
を
貼
り
合
わ
せ
、
実
際

の
地
図
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
頭
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
わ
せ

て
切
り
抜
い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　
日
本
の
ど
こ
に
、
ど
ん
な
灯
台
が
あ
る
の
か
、
俯
瞰
し

て
見
え
る
よ
う
に
配
置
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。【
写

真
─
３
】

　
慧
大
く
ん
が
灯
台
に
目

覚
め
た
の
は
、
以
前
福
岡

県
に
住
ん
で
い
た
時
に
、

角
島
灯
台
に
行
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
、
以
来
、

灯
台
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

の
製
作
に
挑
戦
し
、
こ
れ

ま
で
に
約
１
５
０
基
の
灯

台
を
作
っ
た
と
の
こ
と
で

す
。

　
慧
大
く
ん
と
し
ば
ら
く
灯
台
談
義
を
し
ま
し
た
が
、
生
半
可

な
知
識
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
が
教
え
て
も
ら
う
場
面
も
あ
り
、

学
校
で
は
「
灯
台
博
士
」
と
呼
ば
れ
、
お
友
達
だ
け
で
な
く
、

先
生
か
ら
も
一
目
置
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
話
を
進
め
る
う
ち
に
、
慧
大
く
ん
と
会
う
の
は
、
今
回
が
初

め
て
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
実
は
慧
大
く
ん
、
昨

年
の
１１
月
に
御
前
崎
市
で
開
催
さ
れ
た
灯
台
ワ
ー
ル
ド
サ
ミ
ッ

ト
に
来
て
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

し
出
さ
れ
た
灯
台
の
名
前
を
す
べ
て
言
い
当
て
て
会
場
を
沸
か

せ
た
「
ス
ー
パ
ー
灯
台
少
年
」
だ
っ
た
の
で
す
。
確
か
燈
光
会

の
ブ
ー
ス
に
も
来
て
く
れ
ま
し
た
ね
。

　
な
か
な
か
お
話
が
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
将
来
の
夢

を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
将
来
の
夢
は
、
灯
台
に
泊
ま
れ
る
よ
う
に
ホ
テ
ル
に
し
て
、

そ
こ
に
レ
ス
ト
ラ
ン
を
併
設
し
、
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
オ
ー
ナ

シ
ェ
フ
に
な
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
鉄
道
も
引
き
込
み

た
い
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
と
て
も
具
体
的
で
素
敵
な
夢
で
す
ね
。
き
っ
と
実
現
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

　
い
つ
か
慧
大
く
ん
の
経
営
す
る
灯
台
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
こ
と

を
夢
見
つ
つ
、
今
後
の
活
躍
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【写真－ 3】
部屋いっぱいの日本地図の上に配置された作品
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笠
利
埼
灯
台
特
別
ツ
ア
ー 

～
夏
休
み
小
学
生
自
由
研
究
応
援
企
画
～

　
８
月
２０
日
（
日
）、
奄
美
海
上
保
安
部
は

奄
美
大
島
最
北
端
の
笠
利
埼
灯
台
で
一
般
公

開
・
特
別
ツ
ア
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
暑
中
で
の
開
催
に
参
加
者
が
集
ま
る
か
不

安
で
し
た
が
、
夏
休
み
の
想
い
出
に
是
非
灯

台
に
入
っ
て
み
た
い
と
い
う
親
子
や
児
童
ク

ラ
ブ
が
続
々
と
訪
れ
、
職
員
が
同
行
し
て
灯

台
案
内
、
役
割
、
仕
組
み
、
歴
史
を
説
明
す

る
特
別
ツ
ア
ー
も
、
予
定
の
1０
人
を
大
き
く

上
回
る
２７
人
、
保
護
者
や
一
般
客
を
合
わ
せ

る
と
６４
名
が
来
場
し
ま
し
た
。

　
公
開
終
盤
に
は
、
鹿
児
島
航
空
基
地
航
空

機
の
し
ょ
う
戒
に
併
せ
た
ロ
ー
パ
ス
も
あ

り
、
大
き
な
歓
声
も
あ
が
り
大
盛
況
に
終
わ

り
ま
し
た
。
ご
協
力
頂
い
た
皆
様
に
対
し
、

こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 

（
奄
美
海
上
保
安
部
）

撮影：鹿児島航空基地

灯台について説明 ツアー客御一行様

灯台かっこいい！

この光が遠く
まで届くって
すごい

灯台って色々な役割
があるんだね。

歩くだけでも大変！
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航空機ローパス 制服試着

飛行機も羽を振ってる!!

未来の
海上保

安官



—  53  —

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17弾

班目　哲司 様（65歳）東京都世田谷区在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 3年 3月20日 出雲日御碕灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 5年 1月 2日 犬吠埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ　灯台への関心／感謝

☆ 16か所巡った感想　コロナに負けるな。

　　古籏　帆乃佳（豆柴） 様（1.5歳） 
　　（ご主人：克彦 様）愛知県春日井市在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 令和 3年12月18日　初島灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 4年12月24日　残波岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

1 回完了し、愛犬と旅行しながら改めて巡ろうと
思ったため。（前回45号達成）

☆ 16か所巡った感想　
感無量です。ワンちゃんと一緒の目的地到達は大変だったが、きれい
な景観に巡り合えて各地に来てよかったと思った。

さっと 様（45歳）千葉県野田市在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 3年10月 3 日　犬吠埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 5年 1月 3日　都井岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ　全国の灯台を回りたかったため。

☆ 16か所巡った感想　宮古島へ行けて貴重な機会になりました。

第134号

第135号

第133号
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岩瀬　弘大 様　北海道在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 4年 1月 7日　残波岬灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 5年 1月 7日　平安名埼灯台

第136号（同着）

るん 様　千葉県在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 4年 1月 8日　残波岬灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 5年 1月 7日　平安名埼灯台

第136号（同着）

M.F 様（46歳）東京都在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 4年 2月26日　野島埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 5年 1月19日　都井岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ　

関東最南端の野島埼を訪れた時に偶然入った野島埼灯台でスタンプラ
リーがあることを知って始めました。

☆ 16か所巡った感想　
スタンプラリーを行っていなければ、おそらく行かなかったであろう
場所を訪れることができて良かったです。

第138号

T.Y. 様（31歳）京都府京都市在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 令和 2年 9月10日　角島灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 5年 2月 9日　潮岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

各地の灯台を訪れたいと思ったから。
☆ 16か所巡った感想　

参観灯台以外もいろいろ訪れたいです。

第139号
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今村　敦隆 様（60代）神奈川県横浜市在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 平成31年 3 月 6 日　野島埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 5年 2月12日　残波岬灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

元外国航路貨物船船長、現在東京湾水先区
水先人、若い頃からお世話になった灯台め
ぐりを思い立った。

☆ 16か所巡った感想　
残波岬灯台と平安名埼の訪問が大変だっ
た。コロナ対策で 1 回休み。

三木　隆行 様（50代）東京都練馬区在住
☆ スタンプラリー開始年月日
　 令和 1年 9月20日　都井岬灯台
☆ スタンプラリー達成年月日
　 令和 5年 2月 9日　平安名埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ

スタンプ帳を買ったため。
☆ 16か所巡った感想　

長かったです。

名古屋のホシノさん（45歳）愛知県名古屋市在住
☆ スタンプラリー開始年月日　令和 1年 6月15日　犬吠埼灯台
☆ スタンプラリー達成年月日　令和 5年 2月19日　平安名埼灯台
☆ スタンプラリーを始めたきっかけ　スタンプ集めがすきだから。

☆ 16か所巡った感想　夜は、ライトアップしていると写真を撮りたい。

第140号

第141号

第142号



犬吠埼灯台（千葉県銚子市）令和2年重要文化財に指定

上空からの眺望

友引

大安

仏滅

友引 仏滅

友引

仏滅 仏滅

友引

友引

友引

大安

大安

大安

元日

成人の日

1
2024

（令和６年）

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

1 33 44 55 62

14
7 8 10 11 12 139

21
15 17 18 19 2016

28
22 252423

3130
26 27

29

設置点灯：明治7年11月15日（1874.11.15）
高　　さ：31ｍ（海面から灯火まで52ｍ）
光達距離：19.5海里（約36km）

灯台の要目
犬吠埼灯台の
詳細はこちら

1 2 3

31

都井岬灯台（宮崎県串間市）平成31年登録有形文化財に登録

上空からの眺望

大安

大安

仏滅

仏滅

友引

みどりの日

大安

大安

大安

こどもの日 振替休日

友引

友引仏滅

仏滅

仏滅

友引

友引

憲法記念日

5

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

11 22 3 4
65 7 9 10 11
1312

8
14 16 17 18

2019
15

21 23 24 2522
30 312928

2024
（令和６年）

設置点灯：昭和4年12月22日（1929.12.22）
高　　さ：15ｍ（海面から灯火まで256ｍ）
光達距離：23.5海里（約44km）

灯台の要目
都井岬灯台の
詳細はこちら

1

28 29 30

26 27

観音埼灯台（神奈川県横須賀市）

灯台の明かり

大安

大安大安

友引

仏滅

仏滅

仏滅 大安

友引

友引

友引友引

仏滅

大安仏滅

大安

振替休日秋分の日

敬老の日

9

燈 光 会

日

2
月 火 水 木 金 土

1
98

3 5 6 74

1615
10 12 13 1411
17 19 20 2118

26 27 282524

2024
（令和６年）

22 23
29 30

設置点灯：明治2年1月1日（1869.2.11）
高　　さ：19ｍ（海面から灯火まで56ｍ）
光達距離：19.0海里（約35km）

灯台の要目
観音埼灯台の
詳細はこちら

1 2 3 4 5

尻屋埼灯台（青森県下北郡東通村）令和4年重要文化財に指定

仏滅

建国記念の日 振替休日

大安

大安

大安

大安

大安

仏滅 友引

仏滅

仏滅友引

仏滅

友引友引

友引

天皇誕生日

2
2024

（令和６年）

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

11 22 3
7 8 9 106
14 15 16 1713
21 22 23 2420
28 2927

4
11

5

18
12

25
19
26

設置点灯：明治9年10月20日（1876.10.20）
高　　さ：33ｍ（海面から灯火まで47ｍ）
光達距離：18.5海里（約34km）

灯台の要目
尻屋埼灯台の
詳細はこちら

21

31302928

安乗埼灯台（三重県志摩市）平成25年登録有形文化財に登録野島埼灯台(千葉県南房総市)平成24年登録有形文化財に登録

灯台からの眺望 上空からの眺望

大安 大安友引

大安

仏滅

仏滅

仏滅 大安友引 友引

大安 友引

友引

仏滅

6

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

11
32 4 6 7 8
109

5
11 13 14 15

1716
12

18 20 21 22
24

19
27 28 292625

2024
（令和６年）

3023
仏滅

大安

野島埼灯台の
詳細はこちら

安乗埼灯台の
詳細はこちら

292827 313026

設置点灯：明治2年12月21日（1870.1.22）
高　　さ：29ｍ（海面から灯火まで36ｍ）
光達距離：17.0海里（約30km）

灯台の要目

設置点灯：明治6年4月1日（1873.4.1）
高　　さ：15ｍ（海面から灯火まで35ｍ）
光達距離：16.5海里（約31km）

灯台の要目

角島灯台（山口県下関市）令和2年重要文化財に指定

灯台の明かり

大安

友引

友引

仏滅

大安

大安仏滅

仏滅友引

友引 仏滅

仏滅

大安

大安

スポーツの日

10

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

1 33 44 55
76

2
8 10 11 12

1413
9

15 17 18 19
2120

16
242322 25 26

2827 313029

2024
（令和６年）

設置点灯：明治9年3月１日（1876.3.1）
高　　さ：30ｍ（海面から灯火まで45ｍ）
光達距離：18.5海里（約34km）

灯台の要目
角島灯台の
詳細はこちら

29 30

21

入道埼灯台（秋田県男鹿市） 塩屋埼灯台（福島県いわき市）

大安 大安

友引

仏滅友引

大安

仏滅

仏滅

友引

大安

仏滅 友引大安

仏滅 友引

春分の日

3

燈 光 会

日

4

月 火 水 木 金 土

11 22
3

11
5 7 8 9

10
6

18
12 14 15 16

17
13

25
19 21 22 2320

28 29 302726

2024
（令和６年）

3124
仏滅

大安

入道埼灯台の
詳細はこちら

塩屋埼灯台の
詳細はこちら

292826 2725

設置点灯：明治31年11月8日（1898.11.8）
高　　さ：28ｍ（海面から灯火まで57ｍ）
光達距離：20.0海里（約37km）

灯台の要目

設置点灯：明治32年12月15日（1899.12.15）
高　　さ：27ｍ（海面から灯火まで73ｍ）
光達距離：22.0海里（約41km）

灯台の要目

灯台からの眺望

大王埼灯台（三重県志摩市）平成25年登録有形文化財に登録

上空からの眺望

大安

友引友引 仏滅

友引

仏滅友引

大安

大安

海の日

仏滅

大安仏滅

友引

仏滅

7

燈 光 会

日

1
月 火 水 木 金 土

2 4 5 63
87 9 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

2928 30 31
2221 23 24 25 26 27

2024
（令和６年）

30

1 2 3

設置点灯：昭和2年10月5日（1927.10.5）
高　　さ：23ｍ（海面から灯火まで46ｍ）
光達距離：白光18.5海里（約34km）

赤光17.5海里（約32km）

灯台の要目
大王埼灯台の
詳細はこちら

御前埼灯台（静岡県御前崎市）令和3年重要文化財に指定

灯台からの眺望

友引

友引

仏滅

仏滅

仏滅

仏滅

友引

勤労感謝の日

振替休日文化の日

大安

大安

大安

大安

仏滅友引

大安

灯台記念日

友引

11

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

11 22
5 7 8 96
12 14 15 1613
19 21 22 23

43
1110
1817
2524

20
28 29 302726

2024
（令和６年）

設置点灯：明治7年5月１日（1874.5.1）
高　　さ：22ｍ（海面から灯火まで54ｍ）
光達距離：19.5海里（約36km）

灯台の要目
御前埼灯台の
詳細はこちら

27 31302928

初島灯台（静岡県熱海市）

灯台からの眺望

仏滅

昭和の日

仏滅

友引 仏滅

大安

友引 友引大安仏滅

大安

友引大安仏滅

大安

4

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

87
2 4 5 631

1514
9 11 12 1310

22 2321
16 18 19 2017

2928 30
25 26 2724

2024
（令和６年）

設置点灯：昭和34年3月25日（1959.3.25）
高　　さ：16ｍ（海面から灯火まで63ｍ）
光達距離：16.5海里（約30km）

灯台の要目
初島灯台の
詳細はこちら

26

1 2 3 4

出雲日御碕灯台（島根県出雲市）令和4年重要文化財に指定

燈 光 会

　「のぼれる灯台」は、全国に１６基あり、歴史的な灯台も多く、灯台の階段を
登ると海や山など周囲の素晴らしい景色を楽しむことができ、大きなレンズを真近
に見ることもできます。
　また、多くの「のぼれる灯台」には、灯台資料展示室を併設し、灯台の役割、
歴史、構造などの説明のほか、灯台のレンズ、機器なども展示しています。

　出雲日御碕灯台は、建設当時から灯台の高さ日本一を誇り、現在も王座を守
り続けています。

のぼれる灯台 ２０２4のぼれる灯台 ２０２4

設置点灯：明治36年４月１日（1903.4.1）
高　　さ：44ｍ（海面から灯火まで63ｍ）
光達距離：21.0海里（約39km）
※令和５年度灯台ワールドサミット開催地

灯台の要目
出雲日御碕灯台の
詳細はこちら

灯台周辺の眺望

友引友引

大安

大安

仏滅 仏滅

友引

友引

友引

仏滅

仏滅

振替休日山の日

友引

大安

大安

仏滅

仏滅

8

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

11 22 33
54 6 8 9 10
1211

7
13 15 16 17

1918
14

20 22 23 24
2625

21
29 30 312827

2024
（令和６年）

潮岬灯台（和歌山県東牟婁郡串本町）

設置点灯：明治6年9月15日（1873.9.15）
高　　さ：23ｍ（海面から灯火まで49ｍ）
光達距離：19.0海里（約35km）

灯台の要目
潮岬灯台の
詳細はこちら

28 29 3130

平安名埼灯台（沖縄県宮古島市）

夕日

朝日

残波岬灯台（沖縄県中頭郡読谷村）

大安

友引 大安仏滅

大安大安 仏滅友引

大安

仏滅友引

仏滅

友引

友引 仏滅

12

燈 光 会

日 月 火 水 木 金 土

21
98

3 5 6 74

16
14

15
10 12 1311
17 19 20 2118

29
26 27 282522 23 24

30 31

2024
（令和６年）

残波岬灯台の
詳細はこちら

平安名埼灯台の
詳細はこちら

1 2 3 41 2 3 4

設置点灯：昭和42年３月27日（1967.3.27）
高　　さ：25ｍ（海面から灯火まで43ｍ）
光達距離：18.0海里（約33km）

灯台の要目

設置点灯：昭和49年３月30日（1974.3.30）
高　　さ：31ｍ（海面から灯火まで44ｍ）
光達距離：18.0海里（約33km）

灯台の要目

犬吠埼灯台（千葉県銚子市）

都井岬灯台（宮崎県串間市）

観音埼灯台（神奈川県横須賀市）

尻屋埼灯台（青森県下北郡東通村）

野島埼灯台（千葉県南房総市）
安乗埼灯台（三重県志摩市）

角島灯台（山口県下関市）

入道埼灯台（秋田県男鹿市）
塩屋埼灯台（福島県いわき市）

大王埼灯台（三重県志摩市）

御前埼灯台（静岡県御前崎市）

初島灯台（静岡県熱海市）

潮岬灯台（和歌山県東牟婁郡串本町）

御前埼灯台（静岡県御前崎市）
平安名埼灯台（沖縄県宮古島市）

出雲日御碕灯台
（島根県出雲市）

のぼれる灯台 ２０２４

販売価格 600円（税込）（送料・振込手数料 実費）

　　★会員の方には １部贈呈致します

公益社団法人　燈光会
〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目14番 ９ 号  西新橋ビル 3F
 TEL（03）3501－1054　　FAX（03）3507－0727
Ｅメール： info@tokokai.org
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