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紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
は
、
紀
伊
水
道
を
航
行
す
る
船
舶
の
指

標
と
す
る
沿
岸
灯
台
と
し
て
設
置
さ
れ
、
海
上
交
通
安
全
法
の

基
点
と
し
て
瀬
戸
内
海
の
入
口
を
示
す
役
割
も
は
た
し
て
い
ま

す
。
初
点
は
、
明
治
28
年
1
月
25
日
、
昭
和
52
年
ま
で
灯
台
守

が
保
守
運
用
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

保
安
部
に
あ
る
資
料
を
探
し
た
と
こ
ろ
古
い
写
真
が

出
て
き
ま
し
た
。

　

写
真
の
年
代
は
不
明
で
す
が
、写
真
1
を
見
ま
す
と
、

灯
台
付
近
に
バ
ス
停
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

写
真
2
で
は
、
退
息
所
又
は
宿
舎
か
と
思
わ
れ
る
建

物
も
写
っ
て
い
ま
す
。

　

今
で
も
付
近
は
住
民
が
住
ま
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場

所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
灯
台
職
員
の
た
め
で
あ
っ
た
の

か
観
光
と
し
て
公
園
ま
で
の
足
で
あ
っ
た
の
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
バ
ス
が
通
っ
て
い
た
歴
史
の
あ
る
紀
伊
日

ノ
御
埼
灯
台
が
、
今
回
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
こ
と
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

�

田
辺
海
上
保
安
部
交
通
課
　
中
　
田
　
純
　
一

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
発
端
は
、
平
成
24
年
頃
に
灯
台
の
敷
地
付

近
で
地
崩
れ
が
発
生
し
た
か
ら
で
、
以
降
職
員
に
よ
り
進
行
を

観
察
し
て
き
ま
し
た
。

　

敷
地
内
に
あ
る
通
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
徐
々
に
離
れ
、
ど

写真 1　過去の写真

写真 2　退息所
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台
の
西
方
約
１
２
０
メ
ー
ト
ル
の
位
置
で
の
建
替
計
画
が
決
ま

り
ま
し
た
。

　

次
は
灯
台
の
規
模
の
話
で
す
。
元
々
は
3
等
レ
ン
ズ
と
水
銀

槽
式
回
転
機
械
を
使
用
し
た
大
型
の
沿
岸
灯
台
で
あ
り
、
そ
の

重
要
性
か
ら
、
水
銀
槽
は
使
わ
な
い
も
の
の
同
じ
規
模
の
も
の

で
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
10
年
で
灯
台
を
巡
る
環

境
が
大
き
く
変
化
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
、
Ａ
Ｉ
Ｓ
、
電
子
海
図
と
い
っ

た
航
海
計
器
の
普
及
か
ら
大
型
沿
岸
灯
台
を
そ
の
ま
ま
維
持
し

な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
へ
徐
々
に
変
わ

っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、か
つ
て
Ａ
3
電
球
54
万
カ
ン
デ
ラ（
旧

カ
ン
デ
ラ
）、
光
達
距
離
21
海
里
（
実
効
光
度
）
を
誇
っ
た
紀

伊
日
ノ
御
埼
灯
台
が
な
ん
と
！
高
光
度
Ｌ
Ｅ
Ｄ
、
8
・
5
海
里

で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
案
ま
で
出
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
地
元
利
用
者
か
ら
意
見
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
現
状

と
同
程
度
の
光
力
が
必
要
と
の
意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
保
安

部
、
本
部
、
本
庁
と
の
検
討
の
結
果
、
Ｌ
Ｕ
─
Ｍ
型
灯
器
実
効

光
度
22
万
カ
ン
デ
ラ
、
光
達
距
離
21
・
5
海
里
と
同
じ
規
模
に

な
り
、
保
安
部
と
し
て
は
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
場
所
は
、
海
が
凪
い
で
い
る
日
は
少
な
く
、
陸
上
で
晴

れ
て
い
る
時
で
あ
っ
て
も
灯
台
付
近
は
す
ご
い
風
が
吹
い
て
い

ま
す
。

　

付
近
に
見
え
る
船
舶
も
こ
の
風
の
中
、
瀬
戸
内
海
を
目
指
し

こ
ま
で
進
行
す
れ
ば
危
険
な
の
か
、
素
人
に
は
判
別
で
き
な
い

と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
話
が
大
き
く
動
い
た
の
は
平
成
26
年
12

月
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

付
近
の
周
辺
地
盤
の
地
す
べ
り
調
査
を
し
て
き
た
和
歌
山
県

日
高
振
興
局
が
、
根
本
的
な
地
す
べ
り
を
復
旧
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
た
め
、
一
部
通
行
止
め
に
し
て
い
た
付
近
の
道
路

を
修
繕
で
な
く
、
迂
回
路
を
設
置
す
る
計
画
を
出
し
ま
し
た
。

灯
台
の
敷
地
の
下
に
通
っ
て
い
る
県
道
が
補
修
さ
れ
れ
ば
灯
台

敷
地
も
そ
れ
以
上
地
崩
れ
が
進
行
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
考

え
て
い
ま
し
た
が
、
県
道
の
迂
回
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
で
灯
台

敷
地
に
つ
い
て
、
地
盤
の

補
強
か
、移
転
す
べ
き
か
、

対
策
を
検
討
し
た
結
果
移

転
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　

写
真
3
で
は
、
灯
台
敷

地
付
近
が
が
け
崩
れ
を
起

こ
し
て
い
る
状
況
が
確
認

で
き
ま
す
。

　

移
転
の
適
地
を
探
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
地
滑
り
の

影
響
を
受
け
な
い
、
旧
灯

写真 3　平成27年 5 月航空写真



—  4  —

て
航
行
し
て
い
ま
す
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｓ
、
Ａ
Ｉ
Ｓ
、
電
子
チ
ャ
ー
ト
と
新
し
い
機
器
は

出
て
き
て
い
ま
す
が
、
最
後
に
確
認
す
る
の
は
人
の
目
で

す
。
例
え
ば
、
横
浜
方
面
か
ら
大
阪
向
け
に
航
行
す
る
船

舶
は
、
樫
野
埼
灯
台
、
潮
岬
灯
台
、
市
江
埼
灯
台
、
紀
伊

日
ノ
御
埼
灯
台
を
順
に
目
に
す
る
こ
と
で
安
心
す
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
紀
伊
水
道
の
強
い
風
を
感
じ

て
、
そ
う
思
い
ま
し
た
。

　

規
模
が
決
ま
っ
た
後
は
、
本
部
職
員
が
メ
イ
ン
と
な
っ

て
の
予
算
要

求
・
設
計
・

工
事
・
監
督

と
い
た
様
々

な
作
業
が
続

き
、
つ
い
に

平
成
29
年
3

月
23
日
に
点

灯
、
同
年
4

月
23
日
に
完

成
記
念
式
典

を
執
り
行
う

こ
と
と
な
り

写真 4　AIS航跡図（24時間）

写真 6　快晴の中での式典 写真 5　新灯台をバックに巡視船から撮影

写真 7　AIS局揮毫者へ表彰

写真 8　灯台揮毫者へ表彰
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頂
き
ま
し
た
。

　

更
に
は
、
燈
光
会

作
成
の
航
路
標
識
周

知
板
も
こ
の
機
会
に

併
せ
て
今
風
の
絵
も

入
っ
た
分
か
り
や
す

い
周
知
板
へ
改
修
し

て
頂
き
、
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
紀
伊
日
ノ
御

埼
灯
台
は
、
移
転
前

か
ら
花
見
客
な
ど
の
観
光
客
が
多
く
訪
れ
て
い
ま
し
た
が
、
岬

の
先
端
に
移
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
灯
台
か
ら
見
え
る
西
方

の
景
色
を
遮
る
木
々
が
な
く
な
り
絶
景
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な

り
ま
し
た
。

　

偶
然
訪
れ
た
観
光
客
が
さ
っ
そ
く
綺
麗
に
整
備
し
た
新
紀
伊

日
ノ
御
埼
灯
台
敷
地
か
ら
の
景
色
を
見
て
満
足
し
て
い
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
も
機
会
が
あ
っ
た
ら
是
非
来
て
い
た
だ
き
景
色
を
堪

能
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

ま
し
た
。

　

当
日
の
天
候
は
、
雲
ひ
と
つ
な
い
快
晴
で
し
た
が
、
演
壇
が

風
で
吹
き
倒
さ
れ
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
こ
る
ほ
ど
の
強
風
で
し

た
。

　

式
典
に
は
、
旧
灯
台
の
あ
っ
た
美
浜
町
と
新
灯
台
が
建
設
さ

れ
た
日
高
町
の
両
町
長
を
来
賓
に
お
招
き
し
た
ほ
か
、
新
灯
台

と
Ａ
Ｉ
Ｓ
局
の
銘
板
の
揮
毫
を
し
て
頂
い
た
、
地
元
の
高
校
生

1
名
と
中
学
生
1
名
及
び
そ
の
家
族
等
を
お
招
き
し
、
銘
板
の

除
幕
、
感
謝
状
の
贈
呈
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
旧
灯
台
の
銘
板
を
写
真
10
の
よ
う
に
綺
麗
に
飾
っ
て

写真10　航路標識周知板と旧灯台の銘板

写真 9　集合写真
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序
　

す
べ
て
は
平
成
２８
年
４
月
某
日
、
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部

交
通
部
向
井
企
画
課
長
か
ら
の
一
本
の
電
話
に
始
ま
る
。

　
「
ど
う
も
ど
う
も
、
お
元
気
で
す
か
。」「
す
い
ま
せ
ん
、
ち

ょ
っ
と
相
談
、
お
願
い
が
あ
り
ま
し
て
。」

　

む
む
、
や
け
に
調
子
が
い
い
。

　

世
の
中
、
相
談
、
お
願
い
と
い
っ
た
前
置
詞
が
付
い
た
電
話

は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
良
い
こ
と
で
は
な
い
、
面
倒
な
こ
と

だ
と
は
稀
代
の
お
人
好
し
と
呼
ば
れ
る
私
に
だ
っ
て
容
易
に
想

像
が
つ
く
。
お
ま
け
に
ど
う
に
も
愛
想
が
良
い
。
お
元
気
で
し

た
か
、
な
ど
と
言
わ
れ
て
も
、
つ
い
１０
日
程
前
ま
で
は
第
三
管

区
海
上
保
安
本
部
（
以
下
三
管
本
部
）
で
一
緒
に
勤
務
し
て
い

た
。
元
々
、
そ
ん
な
に
愛
想
が
良
い
男
で
は
な
い
は
ず
だ
。
い

つ
も
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
着
て
は
い
る
が
相
当
に
腹
黒
い
こ
と

は
皆
知
っ
て
い
る
。

　

ま
だ
本
題
に
入
る
前
、ほ
ん
の
０
・
何
秒
で
頭
の
中
に
は
様
々

な
こ
と
が
グ
ル
グ
ル
と
回
る
。
３
月
を
も
っ
て
計
画
運
用
課
が

閉
店
し
た
際
、企
画
課
に
引
き
継
い
だ
仕
事
も
数
多
い
。
さ
て
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
あ
れ
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
か
、
い
や

い
や
、
あ
い
つ
は
そ
う
簡
単
に
バ
レ
る
は
ず
は
な
い
。
時
限
爆

弾
も
爆
発
す
る
の
は
も
う
少
し
先
の
は
ず
だ
し
、
い
や
、
あ
の

爆
弾
は
不
発
の
可
能
性
が
高
い
。
５
月
に
は
会
計
検
査
が
あ
る

の
で
、
そ
っ
ち
方
面
か
。
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、
対
応
は
現
有
勢

力
で
し
て
も
ら
う
ほ
か
な
い
の
で
、
ま
あ
こ
こ
は
軽
く
受
け
流

し
て
お
け
ば
よ
い
か
、
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
う
ち
「
…

モ
ン
チ
ュ
ウ
の
件
な
ん
で
す
け
ど
」
と
聞
こ
え
る
。
勝
手
に
あ

れ
こ
れ
想
像
し
て
い
る
う
ち
、
最
初
の
方
は
よ
く
聞
き
取
れ
な

か
っ
た
。

　
「
モ
ン
チ
ュ
ウ
」（
？
）

　

さ
て
、
モ
ン
チ
ュ
ウ
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
虫
の
こ
と
か
。

虫
の
件
で
相
談
、
お
願
い
さ
れ
る
よ
う
な
覚
え
は
ま
っ
た
く
な

い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
チ
ュ
ウ
」
は
「
チ
ュ
ウ
」
で
も
清
原

同
様
、
何
か
の
中
毒
の
こ
と
か
。

蘇
る
門
柱
　
～
航
路
標
識
魂
立
川
移
転
１
周
年
～

海
上
保
安
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
航
行
援
助
技
術
課
長
　
品
　
野
　
　
　
馨
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さ
ら
に
、「
実
は
」
と
話
は
続
く
が
、相
談
、お
願
い
と
来
て
、

本
題
の
前
に
「
実
は
」
ま
で
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
相

当
な
何
か
が
と
、
頭
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
う
ち
話
は
進
む
。

　
「
前
に
横
浜
で
保
管
し
て
い
て
、
今
は
袖
ヶ
浦
に
あ
る
旧
航

路
標
識
管
理
所
の
門
柱
の
件
な
ん
で
す
け
ど
」、
ど
う
や
ら
モ

ン
チ
ュ
ウ
と
は
虫
で
も
中
毒
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。「
袖
ヶ
浦
で
も
置
場
に
窮
し
て
、
処
分
も
考
え
た
ん

で
す
け
ど
、
そ
れ
で
は
ど
う
に
も
先
人
た
ち
に
申
し
訳
な
く
、

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
な
ら
敷
地
も
広
い
の
で
、
ど
こ
か
に
一
時

置
か
せ
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
」「
３０
セ
ン
チ
角
、
２
・
５
メ
ー

ト
ル
程
度
で
、
あ
ま
り
場
所
は
と
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
。

重
量
も
３
０
０
キ
ロ
く
ら
い
な
の
で
、
場
所
に
不
都
合
が
あ
っ

た
時
に
は
少
し
人
数
が
い
れ
ば
動
か
せ
ま
す
し
」

　

こ
の
門
柱
の
件
な
ら
私
も
三
管
本
部
勤
務
時
代
に
何
度
か
耳

に
し
た
。
そ
う
か
今
は
袖
ヶ
浦
に
あ
っ
た
の
か
。
確
か
に
、
袖

ヶ
浦
は
い
ろ
い
ろ
な
物
が
出
入
り
す
る
関
係
か
ら
破
損
の
恐
れ

も
あ
る
だ
ろ
し
、
う
ち
な
ら
敷
地
も
広
い
、
置
場
に
は
事
欠
か

な
い
だ
ろ
う
、
納
得
で
は
あ
る
。
こ
の
次
点
で
は
ま
だ
所
内
の

誰
に
も
話
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
了
解
、
と
返
事
は
し
て
お

く
。
電
話
を
切
っ
た
早
々
に
、
メ
ー
ル
で
写
真
や
袖
ヶ
浦
に
運

搬
し
た
際
の
発
議
図
面
な
ど
が
届
く
。

ま
た
騙
さ
れ
た

　

さ
て
、
了
解
と
は
返
事
を
し
た
も
の
の
、
さ
す
が
に
私
の
一

存
で
勝
手
に
好
き
な
と
こ
ろ
に
置
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、
所
内

説
明
、
所
長
了
承
も
得
ね
ば
。
い
や
い
や
、
せ
っ
か
く
の
品
物
、

横
に
寝
か
せ
て
保
管
の
み
と
い
う
の
も
忍
び
な
い
、
３
０
０
キ

ロ
位
な
ら
職
員
で
建
て
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
か
ろ
う
、
運
搬
日
に

合
せ
て
穴
を
掘
っ
て
お
き
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
立
て
て
し
ま
お

う
か
、
な
ど
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
へ
「
せ
ん
ぱ
～
い
、
建
て

る
っ
て
も
、
こ
り
ゃ
簡
単
に
は
い
き
ま
せ
ん
よ
」
と
、
こ
の
春

一
緒
に
異
動
し
て
き
た
ニ
シ
カ
タ
電
子
情
報
分
析
課
長
が
言

う
。「
ま
あ
確
か
に
ち
ょ
っ
と
重
い
け
ど
、
や
ぐ
ら
か
何
か
う

ま
く
細
工
を
す
れ
ば
真
っ
直
ぐ
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し

ょ
」
と
返
す
が
ど
う
に
も
会
話
が
か
み
合
わ
な
い
。「
３
ト
ン

を
人
力
で
？
」「
ん
、
３
ト
ン
？
？
」。
ニ
シ
カ
タ
さ
ん
に
は
送

ら
れ
て
き
た
写
真
や
図
面
を
事
前
に
見
せ
て
い
た
が
、
自
分
で

は
詳
し
く
は
見
て
い
な
い
。「
５０
セ
ン
チ
角
、
３
・
９５
メ
ー
ト
ル

の
石
っ
て
こ
と
は
約
３
ト
ン
で
す
よ
」、「
は
？
」
こ
れ
で
は
確

か
に
約
３
ト
ン
で
あ
る
。
向
井
さ
ん
に
電
話
を
し
て
み
る
。「
そ

う
な
ん
で
す
よ
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
結
構
大
き
く
て
。
最
初

は
私
も
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
も
借
り
て
運
ん
で
い
け
ば
い
い
か
、
く

ら
い
に
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
。
が
っ
は
っ
は
」
と
き
た
。
い
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だ
か
ら
目
立
つ
と
こ
ろ
、
門
柱
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
が
い
い
で
す
よ

ね
」
思
い
は
同
じ
だ
。
何
か
に
つ
け
て
水
島
さ
ん
は
行
動
が
早

い
、
テ
キ
パ
キ
と
指
示
を
す
る
し
、
不
満
が
あ
る
と
き
は
自
ら

行
動
を
起
こ
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
。
あ
る
意
味
、
短
気
で
怒

り
っ
ぽ
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
ま
あ
様
々
な
好
意

に
は
喜
ん
で
甘
え
て
お
く
。

　

場
所
は
正
面
玄
関
前
の
横
、
と
決
め
つ
つ
話
を
進
め
る
。
次

に
は
佐
藤
会
計
係
長
が
図
面
を
出
し
て
き
て
配
線
、
配
管
等
の

埋
設
物
が
な
い
か
確
認
し
て
く
れ
る
。こ
の
男
も
動
き
が
早
い
。

で
は
で
は
つ
い
で
と
、
す
ぐ
に
白
川
計
画
係
長
も
呼
び
、
現
地

試
掘
を
し
て
み
る
。
芝
、
雑
草
が
根
を
生
や
し
て
な
か
な
か
手

ご
わ
そ
う
で
あ
る
。
や
は
り
い
き
な
り
ス
コ
ッ
プ
で
掘
る
こ
と

は
適
わ
な
い
。
最
初
は
ツ
ル
ハ
シ
で
の
根
切
が
必
要
だ
。
と
は

い
え
、
表
面
さ
え
頑
張
れ
ば
何
と
か
な
り
そ
う
で
あ
る
。
建
立

場
所
は
こ
れ
に
て
決
定
。

門
柱
、
門
札
ご
紹
介

　

で
は
、
す
っ
か
り
遅
く
な
っ
た
感
は
あ
る
も
、
改
め
て
、
主

役
の
門
柱
、
門
札
の
紹
介
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、過
去
の
燈
光
に
も
掲
載
が
あ
る
の
で
、

当
時
の
記
事
を
原
文
に
て
。

か
ん
、
最
初
の
話
を
信
じ
き
っ
て
い
て
、
そ
の
後
は
ま
る
で
確

認
な
ど
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
ひ
と
が
良
い
に
も
程
が
あ
る
。

　

つ
い
で
に
言
う
と
、
当
人
、
当
初
は
も
う
処
分
す
る
気
満
々

で
、
一
応
の
仁
義
と
し
て
海
上
保
安
庁
交
通
部
企
画
課
の
西
補

佐
へ
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
い
か
ん
、
試
験
研
究
セ
ン
タ

ー
な
ら
敷
地
も
広
い
し
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
か
ら
品
野
へ
電

話
し
て
み
て
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
や
っ
ぱ
り
こ
い

つ
は
腹
黒
い
。
ま
た
騙
さ
れ
た
。

建
立
大
作
戦
の
始
ま
り

　

何
度
確
認
し
よ
う
が
門
柱
が
小
さ
く
な
る
わ
け
は
な
い
の
だ

が
、
袖
ヶ
浦
へ
移
設
の
際
の
図
面
は
何
度
も
確
認
し
た
。
全
長

３
・
９５
メ
ー
ト
ル
、
う
ち
埋
め
込
み
は
１
・
２
メ
ー
ト
ル
。
簡
単

に
は
建
て
ら
れ
そ
う
も
な
い
が
、
一
度
建
て
た
い
と
思
え
ば
気

持
ち
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
ま
ず
は
セ
ン
タ
ー
朝
会
で
照
会
、
敷

地
内
に
置
く
こ
と
、
建
て
た
い
こ
と
の
了
承
を
得
る
。
併
せ
て

人
員
協
力
も
お
願
い
す
る
。
昔
を
知
っ
て
い
る
諸
先
輩
か
ら
は

想
像
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
平
成
２８
年
度
か
ら
航
行
援
助

技
術
課
は
総
員
２
名
、
い
か
に
我
々
が
力
持
ち
で
も
一
人
で

１
・
５
ト
ン
を
担
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

さ
あ
、
ど
こ
に
建
て
よ
う
か
と
玄
関
で
敷
地
を
見
渡
し
て
い

る
と
水
島
管
理
課
長
が
寄
っ
て
く
る
「
や
っ
ぱ
り
、
せ
っ
か
く
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先
輩
方
に
問
い
合
わ
せ
た
り
、
又
、
一
部
の
方
々
に
は
実
際
に

見
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
旧
燈
台

局
の
正
門
の
片
方
で
あ
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
な
お
、先
日
、

故
坂
本
先
生
宅
の
御
当
主
か
ら
も
「
私
が
子
供
の
こ
ろ
、
役
所

の
入
口
に
あ
っ
た
お
も
て
の
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
門
の
近
く
で
よ
く

遊
び
ま
し
た
」
な
ど
の
お
話
を
伺
っ
て
、
こ
の
門
は
大
正
時
代

の
初
め
ご
ろ
に
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
し
か
し
何
時
頃
か
ら
使
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
調
査
中
で
あ
り
ま
す
が
、
皆
様
の
中
で
御
存
知
の
方
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
当
所
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

　
終
わ
り
に
、
こ
の
由
緒
あ
る
門
柱
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、

い
ろ
い
ろ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
大
方
の
意
見
と
し
て

は
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
、
記
念
に
残
し
て
お
き
た
い
と
す

る
者
が
多
い
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
て
、発
掘
報
告
と
致
し
ま
す
。

�

（
横
浜
航
路
標
識
事
務
所
）

�

「
燈
光
］
昭
和
５１
年
１
月
号
「
東
西
南
北
（
三
管
区
）」

燈
台
局
発
祥
の
地
ゆ
か
り
の
品
々
…
横
浜
海
上
保
安
部
交
通
課

�

横
浜
海
上
保
安
部
次
長
　
落
合
　
孝
之

　
横
浜
海
上
保
安
部
の
起
源
は
、
明
治
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

旧
燈
台
局
の
門
柱
を
発
掘

　
十
月
十
二
日
、
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
の
独
身
寮
工
事
が

大
岡
川
ぞ
い
の
北
仲
通
宿
舎
入
口
付
近
（
旧
燈
台
局
の
門
衛
所

あ
た
り
）
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
土
砂
取
除
作
業
中

大
き
な
石
柱
を
掘
り
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
石
柱
は
一
目

み
た
だ
け
で
、
古
い
門
柱
で
あ
る
の
が
わ
か
っ
た
。
調
べ
て
み

る
と
や
は
り
御
影
石
の
古
い
門
柱
で
、
五
〇
セ
ン
チ
角
の
長
さ

は
三
メ
ー
ト
ル
九
十
五
セ
ン
チ
も
あ
り
、
長
方
形
の
角
の
部
分

は
五
セ
ン
チ
巾
位
に
磨
か
れ
て
お
り
、
そ
の
外
は
粗
け
づ
り
に

な
っ
て
い
る
頭
部
に
は
外
燈
を
取
り
付
け
た
と
思
わ
れ
る
穴
が

三
ヶ
所
あ
い
て
い
る
、
又
、
役
所
の
看
板
を
つ
け
た
あ
と
が
、

二
〇
×
四
〇
×
三
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
切
り
こ
ん
で
あ
っ
て
、
何
か

を
貼
り
つ
け
た
ら
し
い
跡
も
あ
り
ま
す
。
重
量
は
思
い
の
ほ
か

重
く
三
ト
ン
弱
と
推
定
さ
れ
、
工
事
の
作
業
員
も
大
部
て
こ
ず

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
門
柱
は
旧
燈
台
局
の
正
門
の
片
方
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
の
で
、
早
々
燈
台
部
長
に
御
足
労
願
っ
て
、
当
所
で
も
ら
い

受
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
二
ト
ン
の
パ
ワ
ー
シ
ャ
ベ
ル
で
引

き
ず
り
な
が
ら
、
航
標
宿
舎
の
傍
ま
で
運
ん
で
も
ら
い
ま
し
た

が
、
こ
の
機
械
で
持
ち
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ
の

重
さ
の
ほ
ど
が
判
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
門
柱
に
つ
い
て
、古
い
写
真
や
資
料
な
ど
を
調
べ
た
り
、
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し
て
い
る
。

　
な
お
、
門
柱
本
体
に
つ
い
て
は
、
現
存
し
て
い
な
い
と
引
き

継
い
で
い
る
。
…
（
中
略
）
…

　
こ
の
よ
う
な
由
緒
あ
る「
燈
台
局
発
祥
の
地
ゆ
か
り
の
品
々
」

を
確
実
に
後
任
に
引
き
継
ぐ
た
め
、
投
稿
時
点
で
当
部
に
現
存

す
る
も
の
、
し
な
い
も
の
を
明
確
に
記
述
し
た
次
第
で
す
。

　
参
考
文
献

　
◦�

横
浜
海
上
保
安
部
経
歴
簿

　
◦�

「
旧
燈
台
局
跡
は
近
代
文
化
発
祥
の
地
」
日
本
航
路
標
識

協
会
第
二
業
務
部
長
佐
藤
辰
雄
氏
　
著

　
◦�

「
旧
三
本
部
跡
は
近
代
文
化
の
発
祥
地
」
三
管
本
部
灯
台

部
監
理
課
著

　
◦�

「
明
治
期
縁
の
品
々
」
元
横
浜
海
上
保
安
部
航
行
援
助
セ

ン
タ
ー
所
長
山
本
政
明
著

�

「
燈
光
」
平
成
24
年
9
月
号

実
　
行

　

最
初
の
連
絡
か
ら
一
月
も
経
た
ぬ
う
ち
、
着
々
と
ミ
ッ
シ
ョ

ン
は
進
み
、
三
管
本
部
で
は
運
搬
契
約
が
整
う
。
請
負
者
も
心

配
な
模
様
で
、
ス
ペ
ッ
ク
ギ
リ
ギ
リ
の
ト
ラ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
で

は
な
く
、
途
中
で
１０
ト
ン
（
２０
ト
ン
だ
っ
た
か
も
）
の
ク
ロ
ー

ラ
ー
ク
レ
ー
ン
に
積
み
替
え
て
搬
入
す
る
と
い
う
。
で
き
れ
ば

き
る
。
以
下
経
歴
簿
か
ら
主
要
事
項
を
抜
粋
す
る
と
…（
中
略
）

…
こ
の
よ
う
な
沿
革
の
中
、
当
部
に
は
歴
代
引
き
継
が
れ
て
き

た
「
燈
台
局
発
祥
の
地
ゆ
か
り
品
々
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
紹
介

し
ま
す
。

一
．
航
路
標
識
管
理
所
の
門
札

　
大
正
一
二
年
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
発
生
し
関
東
地
方

に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
横
浜
に
お
い
て
も
多
く
の
建
物

が
崩
壊
し
消
失
し
た
。
当
時
、
旧
三
本
部
跡
地
に
は
、
航
路
標

識
業
務
の
中
央
官
庁
で
あ
る
逓
信
省
航
路
標
識
管
理
所
が
置
か

れ
て
い
た
が
、
大
震
災
に
よ
り
庁
舎
が
倒
壊
し
、
続
い
て
起
こ

っ
た
火
災
の
た
め
建
物
が
全
焼
し
、
所
長
以
下
多
数
の
死
傷
者

が
出
た
。
こ
の
時
に
倒
壊
し
た
航
路
標
識
管
理
所
の
門
柱
（
御

影
石
造
り
）
が
、
昭
和
五
十
一
年
、
三
本
部
敷
地
内
に
横
浜
航

路
標
識
事
務
所
を
建
設
す
る
際
に
出
土
し
、
当
時
の
堤
坂
所
長

の
尽
力
に
よ
り
、
旧
横
浜
航
路
標
識
事
務
所
構
内
に
設
置
さ
れ

た
。

　
こ
の
門
柱
に
は
大
理
石
の
門
札
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
の
門
札
は
、
盗
難
等
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時

の
所
長
室
に
保
管
し
、
そ
の
後
代
々
引
き
継
が
れ
、
横
浜
海
上

保
安
部
次
長
室
に
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
門
柱
の
一
部
と
思
わ

れ
る
石
（
扉
受
け
金
物
付
き
）
二
個
も
同
保
安
部
倉
庫
に
現
存
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搬
入
は
５
月
２３
日
月
曜
と
決
ま
る
。

　

そ
れ
ま
で
に
所
要
の
準
備
は
整
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
敷
地
整
備
、
せ
っ
か
く
の
建
立
地
が
草
ボ
ウ
ボ
ウ
で
は

心
苦
し
い
。
航
行
援
助
技
術
課
総
員
で
丁
寧
に
除
草
す
る
。

　

天
気
を
確
認
す
る
が
、
搬
入
日
を
含
め
土
日
も
雨
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
掘
削
は
２０
日
金
曜
に
実
施
し
、
門
柱
を
お
迎
え
す

る
こ
と
に
す
る
。
当
日
は
化
学
分
析
課
か
ら
佐
藤
（
周
）、
科

学
捜
査
研
究
課
か
ら
山
中
と
い
う
の
精
鋭
中
の
精
鋭
を
派
遣
い

た
だ
く
。
も
ち
ろ

ん
、
三
管
本
部
か

ら
も
若
手
（
？
）

が
来
る
。
Ｉ
澤
、

三
村
の
２
名
だ
。

　

掘
削
日
は
思
っ

た
以
上
に
暑
く
、

慣
れ
ぬ
肉
体
労
働

に
汗
だ
く
と
な
る

も
夕
方
の
冷
た
い

飲
み
物
を
楽
し
み

に
頑
張
る
。

　

当
然
、
私
も
老

体
に
鞭
打
っ
て
頑

ド
ス
ン
と
置
い
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
事
前
に
用
意
し
た
穴
に

縦
置
き
し
て
ほ
し
い
と
の
話
も
し
た
。
セ
ン
タ
ー
で
は
ニ
シ
カ

タ
さ
ん
が
１
・
２
メ
ー
ト
ル
の
埋
め
込
み
、
０
・
２
メ
ー
ト
ル
の

盛
土
で
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
の
安
定
計
算
も
し
て
く
れ
る
。
当
時

は
電
子
な
ん
と
か
課
長
で
あ
っ
た
が
、
本
業
は
土
木
、
前
職
は

三
管
本
部
整
備
課
長
で
あ
る
。多
少
血
も
騒
い
だ
で
あ
ろ
う
し
、

今
ま
で
も
「
二
人
合
わ
せ
て
半
人
前
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
協
力
し

て
き
た
。

写真－ 1　建立地除草

写真－ 3　作業開始（若干 1名は見守り隊か！）

写真－ 2　位置確認　かかれ！
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絵
に
描
い
た
よ
う
な
綺
麗
な
穴
が
掘
り
あ
が

る
。

　

い
よ
い
よ
建
立
当
日
。

　

こ
の
日
も
天
気
は
良
い
。
よ
く
出
張
前
と
か

行
事
前
に
天
気
の
心
配
を
す
る
輩
が
い
る
が
、

私
は
し
た
こ
と
が
な
い
。
天
気
に
は
自
信
が
あ

る
。
晴
れ
男
だ
。
移
動
中
に
雨
が
降
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
作
業
中
は
晴
れ
る
。
だ
か
ら
天
気
に

は
自
信
が
あ
る
、
い
や
天
気
に
は
と
い
う
か
日

頃
の
自
分
の
行
い
に
自
信
が
あ
る
。
コ
ツ
コ
ツ

と
善
行
を
積
み
重
ね
て
い
る
、
雨
な
ど
降
る
は

ず
が
な
い
と
常
に
思
っ
て
い
る
し
、
実
際
降
っ

た
こ
と
も
な
い
。

　

今
回
は
三
管
本
部
か
ら
向
井
、三
輪
の
２
名

が
来
た
。気
持
ち
の
問
題
で
三
輪
は
作
業
着
で
現
れ
る
が
、現
場

仕
事
に
は
参
加
す
る
気
が
な
い
向
井
は
や
は
り
白
い
ワ
イ
シ
ャ

ツ
だ
。

　

定
刻
、
露
払
い
の
前
走
車
に
従
い
ク
レ
ー
ン
車
が
物
々
し
く

乗
り
込
ん
で
く
る
。
大
き
い
。

　

こ
れ
な
ら
３
ト
ン
を
吊
る
く
ら
い
楽
勝
。
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と

短
い
や
り
取
り
を
し
、
早
々
に
釣
り
込
み
、
建
立
開
始
。
こ
れ

が
ま
た
す
こ
ぶ
る
調
子
が
い
い
。真
っ
直
ぐ
に
立
っ
て
く
れ
る
。

張
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
作
業
に
当
た
っ
て

い
た
ヤ
ン
グ
達
は
ま
さ
に
穴
掘
り
を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き

た
よ
う
な
男
達
で
思
っ
た
以
上
の
ペ
ー
ス
で
仕
事
が
進
む
。
あ

わ
せ
て
、
地
盤
が
粘
土
質
で
周
囲
が
崩
れ
て
く
る
よ
う
な
こ
と

も
な
く
、
真
っ
直
ぐ
に
掘
り
進
め
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
も
大

き
い
。
黙
っ
て
い
て
も
ど
ん
ど
ん
掘
り
進
め
ら
れ
て
い
き
、
あ

る
意
味
手
持
ち
無
沙
汰
だ
。
し
よ
う
が
な
い
、
休
憩
時
間
に
は

せ
っ
か
く
掘
っ
た
土
を
穴
に
戻
す
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
や
っ
た
。

写真－ 4　�試験研究センター精鋭中の精鋭 2名の奮
闘もあり、かなりの深さまで進行

写真－ 5　事前準備万端にてパチリ
一応スコップは手にしているも、もちろん佐名所長
が穴掘りをしたわけはありません
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水
島
さ
ん
が
私
費
で
購
入
し
て
き
た
砂
利
を
最
初
に
投
入
、
自

重
を
利
用
し
て
軽
く
ト
ン
ト
ン
と
締
め
固
め
を
し
て
深
さ
計
測
。

　

当
初
目
論
見
ど
お
り
の
１
・
２
メ
ー
ト
ル
ち
ょ
い
の
埋
め
込

み
長
が
確
保
。
ト
ラ
ン
シ
ッ
ト
を
利
用
し
て
傾
斜
測
定
を
し
て

み
る
が
、
９０
度
違
う
位
置
か
ら
確
認
し
て
、
ど
ち
ら
も
１
ミ
リ

の
誤
差
も
な
い
く
ら
い
に
真
っ
直
ぐ
立
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど

奇
跡
。
し
ば
し
、
ク
レ
ー
ン
に
支
え
て
も
ら
い
順
次
の
埋
め
戻

し
、
転
圧
を
繰
り
返
す
。
支
え
の
ロ
ー
プ
を
外
し
た
時
点
で
再

写真－ 6・ 7　門柱入場（普段は十分と感じる敷地も、この日ばかりは妙に狭い）

写
真
─
10
・
11
・
12
　
い
よ
い
よ
建
て
込
み

写真－ 8　砂利投入 写真－ 9　�穴の中の穴と呼ぶにふさわしい
見事な出来
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保
管
の
門
札
取
付
は

建
て
込
み
よ
り
少
し

後
の
５
月
２7
日（
金
）

と
な
る
。
当
初
よ
り

こ
の
計
画
で
暗
躍
、

穴
掘
り
も
建
て
込
み

も
参
加
し
ま
す
と
言

い
続
け
結
局
は
現
れ

な
い
「
行
き
ま
す
詐

欺
」
を
働
い
て
い
た

西
が
ど
う
し
て
も
最

後
く
ら
い
と
い
う
の

で
金
曜
ま
で
待
っ

た
。
こ
の
間
、
我
々

の
最
後
の
仕
事
は
門
札
貼
り
付
け
用
の
材
料
準
備
で
あ
っ
た
が

こ
れ
は
こ
れ
で
、
ま
た
一
落
ち
。

　

門
柱
、
門
札
、
ど
ち
ら
も
石
な
の
で
貼
り
つ
け
は
セ
メ
ン
ト

が
よ
か
ろ
う
、
購
入
は
近
く
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
、
と
出
か

け
て
い
く
が
、
女
性
達
の
ウ
ィ
ン
ド
ゥ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
よ
ろ
し

く
、
我
々
は
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
が
妙
に
楽
し
い
。
本
編
の
セ
メ

ン
ト
そ
っ
ち
の
け
、
つ
い
つ
い
い
ろ
ん
な
も
の
を
見
て
い
る
う

ち
、
時
間
だ
け
が
過
ぎ
て
い
く
。
ニ
シ
カ
タ
、
品
野
、
水
島
の

度
計
測
す
る
が
傾
斜
は
な
い
。

コ
ン
プ
リ
ー
ト

　

建
て
込
み
ま
で
は
無
事
終
了

も
ど
う
に
も
絵
ヅ
ラ
が
イ
マ
イ

チ
な
の
は
や
は
り
門
札
が
は
め

込
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ

う
。
横
浜
海
上
保
安
部
次
長
室

写真－13・14　 2 点から確認も 1ミリのズレなく直立不動

写真－15　�この日のラストは高圧洗浄で隅々まで綺
麗に

写真－16　そしてやっぱり大成功を祝しパチリ
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ん
な
連
中
に
い
ざ
選
べ
と
い
っ
て
も
後
ろ
の
効
能
書
き
を
読
む

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
だ
か
ら
、
ま
た
時
間
が
か
か
る
。
そ
ん

な
こ
と
は
水
島
さ
ん
に
は
面
と
向
か
っ
て
言
え
る
わ
け
も
な

く
、
ダ
メ
な
ら
ま
た
２
人
で
来
る
か
と
、
さ
も
プ
ロ
を
装
い
買

い
物
籠
に
ブ
ツ
を
投
入
す
る
。

　

と
、
最
後
ま
で
楽
し
め
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
い
よ
い
よ
本
当
の

最
終
。

　

門
札
の
貼
付
を
も
っ
て
コ
ン
プ
リ
ー
ト
と
な
る
。

３
名
で
行
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
前
述
の
と
お
り
水
島
さ

ん
は
気
が
短
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
売
り
場
で
楽
し
ん
で
い
る
様
子

に
段
々
と
ご
立
腹
の
よ
う
だ
。
い
か
ん
、
急
い
で
用
を
済
ま
せ

ね
ば
、
と
思
っ
た
の
も
つ
か
の
間
。
今
度
は
セ
メ
ン
ト
の
種
類

が
あ
り
過
ぎ
て
選
べ
な
い
。
ニ
シ
カ
タ
、
品
野
と
も
に
現
場
に

行
く
こ
と
は
多
か
っ
た
が
、
最
近
は
作
業
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

立
ち
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
昔
と
は
少
し
立
場
が
違
い「
検
査
」

と
か
い
う
名

目
で
行
く
と

す
で
に
も
う

す
べ
て
が
出

来
上
が
っ
て

い
る
。
軟
い

ま
ま
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
や

セ
メ
ン
ト
に

お
目
に
か
か

っ
た
こ
と
が

な
い
。当
然
、

Ｄ
Ｉ
Ｙ
な
ど

や
る
人
種
で

は
な
く
、
そ

写真－17・18
最後の最後に美味しいとこ
取りで門札をペタリ

写真－19　�しか～し、もちろん、丁寧に仕事をする
男ではないので、本当の最後はセンター
にて綺麗に養生
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最
後
に

　

門
柱
建
立
か
ら
１
年
、
こ

の
間
、
航
行
援
助
技
術
課
は

Ｃ
Ｏ
Ｂ
光
源
の
開
発
や
水
銀

槽
式
に
代
わ
る
レ
ン
ズ
回
転

装
置
の
実
装
な
ど
、
脈
々
と

続
く
航
路
標
識
の
歴
史
に
あ

っ
て
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
灯
台

発
祥
の
地
か
ら
当
地
立
川
へ

移
っ
た
魂
が
支
え
て
く
れ
た

も
の
と
思
い
ま
す
。
現
在
は

平
成
３０
年
度
定
員
要
求
に
あ

っ
て
新
組
織
、
人
員
の
拡
充

を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

き
っ
と
こ
ち
ら
で
も
力
を
与

え
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て

い
ま
す
。

写真－20　センター正面玄関右手となる門柱位置

写真－21　全　景
すっかりなじみ、昔からそこにあるような姿
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北
海
道
へ
の
希
望
の
光

　

前
回
の
宗
谷
岬
灯
台
と
並
行
し
て
、
北
海
道
に
も
う
1
基
の

灯
台
が
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
北
端
の
宗
谷
岬
灯
台
と
対
照

的
な
道
南
に
位
置
す
る
葛か

っ

登と

支し

岬み
さ
き

灯
台
で
す
。
点
灯
開
始
は

宗
谷
岬
灯
台
に
遅
れ
る
こ
と
3
ヶ
月
後
の
明
治
18（
１
８
８
５
）

年
12
月
15
日
で
す
。
告
示
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

工
部
省
第
三
拾
三
號

（
号
）

告
示

今
般
函
館
縣け

ん

渡
島
國
函
館
港
口
ノ
西
方　

葛
登
支
岬
ニ
建
設

シ
タ
ル
燈と

う

臺だ
い

ニ
於
テ　

第
三
等
明
滅
白
色
ノ
燈
明
ヲ
設
ケ　

来き
た

ル
十
二
月
十
五
日
已い

降こ
う　

毎
夜
日
没
ヨ
リ
日
出
マ
デ
点
火

ス
一　

燈と
う

臺だ
い

ノ
位
置
ハ
海
軍
省
水
路
局
出
版
第
六
号
ノ
海か

い

圖ず

ニ
拠よ

レ
バ　

北
緯
約
四
拾
壹い

ち

度
四
拾
四
分
二
十
八
秒
ニ
シ
テ
英
國

「
グ
リ
井
ニ
ッ
チ
」
ヨ
リ
東
経
百
四
拾
度
三
十
五
分
四
拾
四

秒
ニ
當

（
当
）

ル

一　

燈と
う

臺だ
い

ハ
木
鐵て

つ

交
互
八
角
造
ニ
シ
テ
白
色
ニ
塗
リ　

基
礎
ヨ

リ
燈と

う

籠ろ
う

ノ
中
央
マ
デ
高
サ
貳に

丈
七
尺
（
約
八
・
二
ｍ
）
ナ
リ

一　

燈
火
ハ
真
方
位
ニ
テ
北
四
十
壹い

ち

度
十
五
分
東
ヨ
リ
南
五
十

壹い
ち

度
四
十
五
分
西
マ
デ
貳に

百
六
十
七
度
間
ニ
於
テ
閃
光
ヲ
放

ツ　

但
た
だ
し

貳に

十
秒
毎
ニ
壹い

ち

閃
光
ヲ
発
シ　

其そ
の

閃
光
ノ
時
間
ハ
十

二
秒
ニ
シ
テ　

隠
滅
ノ
時
間
ハ
八
秒
ナ
リ

一　

燈
火
ハ
海
面

ヨ
リ
高
サ
十
三

丈
七
尺
（
約
四

十
二
ｍ
）
ニ
シ

テ
其
光
達
距
離

ハ
晴
天
ノ
夜
十

七
海
里
（
約
三

十
一
・
五
㎞
）

ト
ス

右
告
示

候
そ
う
ろ
う
の

事こ
と

　

明
治
十
八
年
十

一
月
十
六
日　

工

部
卿
伯
爵　

佐
々

木
高
行

−

明
治
の
灯
台
の
話
�

−

葛か
っ

登と

支し

岬み
さ
き

灯
台

灯 

台 

研 

究 

生

写真－1　初代葛登支岬灯台と霧鐘（灯台右側）
（当時の絵葉書）
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宗
谷
岬
灯
台
は
、
対
岸
の
大
国
ロ
シ
ア
の
灯
台
建
設
を
機
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
葛
登
支
岬
灯
台
は
、
そ
の
後
北
海

道
各
地
に
建
設
さ
れ
た
灯
台
と
同
様
、
北
海
道
開
拓
を
推
し
進

め
る
た
め
の
灯
台
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
治
21
年
8
月
編
纂
の

工
部
省
沿
革
報
告
の
燈
台
局
報
告
の
中
で
次
の
と
お
り
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。

明
治
十
八
年　

十
二
月
十
五
日　

函
館
港
口
葛
登
支
岬
ニ
燈と

う

臺だ
い

ヲ
築
キ　

第
三
等
旋
轉て

ん

燈
器
ヲ
装
置
シ　

本
日
ヲ
以
テ
點て

ん

火
ス　

該
岬
ハ
函
館
港
口
ノ
西
側
ニ
シ
テ　

同
港
ニ
進
航
ス
ル
船
舶
ノ

標
準
タ
リ
ト
難
モ　

降
霧
又
ハ
闇
夜
ニ
遭
遇
ス
ル
ト
キ
ハ　

四

面
冥め

い

濛も
う

一ひ
と
つモ

目
標
ト
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ク　

航
客
ノ
困
難
ス
ル
所

ナ
リ
故
ニ　

旋
轉て

ん

器
ヲ
設
ケ　

函
館
燈
船
ノ
燈
光
ト
異
ナ
ラ
シ

メ
以
テ
其そ

の

航
路
ヲ
示
導
ス

　

海
運
が
全
盛
だ
っ
た
時
代
、
函
館
港
は
北
海
道
の
玄
関
口
で

し
た
。
明
治
・
大
正
期
に
は
、
函
館
は
北
海
道
最
大
の
人
口
を

有
し
、北
海
道
南
部
の
経
済
的
中
心
都
市
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

明
治
初
頭
、
函
館
港
の
航
路
標
識
は
、
明
治
3
年
に
設
置
の
函

館
灯
船
が
あ
る
だ
け
で
し
た
。
葛
登
支
岬
は
、
内
地
か
ら
函
館

に
向
か
う
船
が
、
最
初
に
目
標
と
し
て
い
た
岬
で
し
た
。
青
函

連
絡
船
の
元
船
長
は
、「
函
館
へ
向
か
う
連
絡
船
の
下
り
便
は
、

青
森
港
を
出
る
と
真
っ
す
ぐ
葛
登
支
岬
を
目
指
し
た
。
真
北
を

０
度
と
す
る
船
舶
の
方
位
で
「
３
５
１
度
」
の
方
向
。
岬
の
手

前
で
斜
め
右
に
針
路
を
変
え
、
函
館
港
に
入
る
。」
と
語
っ
て

い
ま
す
。

　

葛
登
支
岬
灯
台
は
、
北
海
道
を
目
指
す
人
達
へ
目
標
と
し
て

設
置
さ
れ
た
、
大
き
な
希
望
の
光
を
か
ざ
す
灯
台
で
し
た
。

図－ 1 　葛登支岬灯台位置図
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葛
登
支
岬
灯
台
の
建
設
記
録

　

葛
登
支
岬
灯
台
は
、
点
灯
開
始
2
年
前
の
明
治
16
年
に
、
灯

台
設
置
の
申
請
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
公
文
録
に
次
の
と

お
り
見
ら
れ
ま
す
。

　
　

函
館
港
口
勝
當
智
崎
へ
燈と

う

臺だ
い

設
置
之
儀
ニ
付
伺

北
海
道
渡
島
國
上
磯
郡
當
別
岬
角
ノ
儀
ハ
函
館
港
ニ
来
往
ス
ル

諸
船
舶　

皆　

該
岬
ヲ
目
標
ト
シ
進
航
ス
ル
ノ
要
所
ニ
有こ

れ

之あ
り　

然
ル
ニ
近
海
暗
礁
多
ク　

為
メ
ニ
潮
流
激
流
烈　

加
こ
れ
に

之
く
わ
え

風
雨

等
之の

夜
ニ
於
イ
テ
ハ
四
面
冥め

い

濛も
う

ト
シ
テ
標
的
ト
ナ
ス
ベ
キ
モ
ノ

無な
く

之こ
れ

動
モ
ス
レ
バ
鍼し

ん

路ろ

ヲ
誤
認
シ　

覆ふ
く

没ぼ
つ

ノ
患
ヲ
免
レ
ズ　

故

ニ
航
海
者
ノ
最
モ
危
険
ト
ス
ル
所
ニ
有こ

れ

之あ
り　

候
そ
う
ろ
うニ

付　

今
般
該

所
字あ

ざ

勝
當
智
崎
ヘ
一
基
ノ
燈と

う

臺だ
い

ヲ
設
置
シ
第
三
等
燈
明
ヲ
点
火　

候
そ
う
ろ
う

　

様よ
う

致
い
た
し

度た
く　

其
建
築
費　

金
壱い

ち

万
七
千
七
百
五
拾
圓え

ん

ヲ
目

途
ト
シ　

本
年
度
ヨ
リ
来
ル
十
八
年
度
迄
三
ヶ
年
ヲ
限
リ　

燈

臺
局
経
費
中
ヲ
以
支
弁
可な

し
い
た
す
べ
く

為
致
候
そ
う
ろ
う

条じ
ょ
う

至
急
御
裁
可
相あ
い

成な
り

度た
く　

此こ
の

段だ
ん

相あ
い

伺
う
か
が
い

候
そ
う
ろ
う

也な
り

　

明
治
十
六
年
九
月
廿
四
日　

工
部
卿　

佐
々
木
高
行

　
　

太
政
大
臣　

三
條
實
美　

殿

追
伸

本
文
燈
臺
ノ
義（

マ

嚮マ
）

ニ　

第
四
等
燈
明
設
置
之の

見
込
ヲ
以　

其
費

用
金
壱
万
五
千
圓
ヲ
本
年
度
豫
算
ニ
編
入
セ
シ
モ　

実
地
ニ
就

キ
考
案
セ
シ
メ
候

そ
う
ろ
う

處と
こ
ろ

　

第
三
等
閃
光
燈
明
設
備
ノ
方　

適
当

ナ
ル
ヲ
認
メ　

最
前
ノ
見
込
変
更
セ
シ
カ
故ゆ

え

前
書
ノ
高
金
貳
千

余
圓え

ん

之の

増
加
ニ
相あ

い

成な
り

候
そ
う
ろ
う

　

此こ
の

段だ
ん

申
も
う
し

候
そ
う
ろ
う

也な
り

　

伺
う
か
が
いノ

趣
お
も
む
き

聞き
き

届
と
ど
け

候
そ
う
ろ
う
の

事こ
と

　

明
治
十
六
年
十
一
月
六
日

　

灯
台
の
設
置
要
望
は
、
前
記
の
工
部
省
沿
革
報
告
と
同
じ
理

由
で
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
申
請
当
時
は
、
地
名
が
「
葛

登
支
岬
」
で
は
な
く
、「
勝
當
智
崎
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

前
回
の
宗
谷
岬
灯
台
と
同
様
に
、
葛
登
支
岬
灯
台
も
建
設
記

録
が
当
時
の
官
報
に
詳
細
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
先
陣
を
切
る

記
事
は
、
灯
台
の
名
称
が
「
勝
當
智
崎
灯
台
」
か
ら
「
葛
登
支

岬
灯
台
」
へ
と
改
め
ら
れ
た
明
治
17
年
5
月
23
日
付
第
貳（

ニ
）百

六

拾
八
号
の
次
の
記
事
で
す
。

●
函
館
港
口
勝
當
智
崎
燈
臺
ハ
自
今
「
葛カ

ツ

登ト

支シ

岬
燈
臺
」
ト
改

称
ナ
リ
タ
リ
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灯
台
（
明
治
17
年
3
月
）
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
鉄
造
灯
台
の

基
本
ス
タ
イ
ル
に
な
る
な
ど
、
新
た
な
構
造
の
灯
台
が
日
本
の

灯
台
に
次
々
と
誕
生
し
て
い
ま
す
。

（
明
治
17
年
9
月
13
日
付
官
報
第
三
百
六
拾
五
号　

8
月
燈
台

局
報
告
）

葛
登
支
岬　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
渡
島
國
葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

鐵て
つ

柱
等
ノ
下し

た

拵
こ
し
ら

及
資
材
等
需
求
ニ
シ
テ　

八
月

卅
さ
ん
じ
ゅ
う

一

日
迄
ノ
工
程
ハ
凡

お
お
よ
そ

五
厘
ト
ス

　

前
月
の
報
告
と
同
様
に
、
鉄
柱
の
下
拵
え
の
表
記
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
製
造
開
始
さ
れ
た
鉄
造
の
宗
谷
岬
灯
台

と
並
行
し
て
葛
登
支
岬
灯
台
の
鉄
材
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

（
明
治
17
年
1０
月
27
日
付
官
報
第
四
百
号　

9
月
燈
台
局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

渡
島
國
葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い

鐵て
つ

柱
ノ
下し

た

拵
こ
し
ら

及
假

組
立
ノ
工
程
ハ
本
月
三
十
日
迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

三
分
五
厘
ニ
至
レ
リ

（
明
治
17
年
11
月
15
日
付
官
報
第
四
百
拾
六
号　

1０
月
燈
台
局

報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

渡
島
國
葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い

鐵て
つ

柱
ノ
下し

た

拵
こ
し
ら

及
假

　

そ
し
て
、
灯
台
の
名
称
を
葛
登
支
岬
灯
台
と
定
め
て
間
も
な

く
、
横
浜
の
燈
台
局
の
工
場
で
、
灯
台
の
部
材
の
製
造
が
開
始

さ
れ
ま
す
。

（
明
治
17
年
8
月
15
日
付
官
報
第
三
百
四
拾
号　

7
月
燈
台
局

報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

渡
島
國
葛
登
支
岬
燈
臺
ハ　

木
鐵て

つ

交
互
造
ニ

シ
テ　

本
月
一
日
ヨ
リ
当
局
工
場
ニ
於
テ　

鐵
柱
等
ノ
下
拵
ニ

着
手
シ　

仝
月
中
ノ
工
程
ハ
僅
カ
ニ
シ
テ
厘
位
ニ
至
ラ
ズ　

此

ノ
他
ハ
資
材
ノ
需
求
中
ナ
リ

　

葛
登
支
岬
灯
台
の
横
浜
燈
台
局
に
於
け
る
製
造
開
始
は
、
明

治
17
年
7
月
1
日
、
宗
谷
岬
灯
台
よ
り
も
1
ヶ
月
早
く
に
始
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
初
代
葛
登
支
岬
灯
台
は
、
外
見
上
は
木
造
灯

台
で
す
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
木
鉄
交
互
造
り

と
、
鉄
造
と
木
造
の
融
合
し
た
日
本
唯
一
の
特
徴
的
な
構
造
の

灯
台
で
し
た
。
暦
年
の
航
路
標
識
便
覧
表
（
灯
台
表
）
に
は
、

明
治
3０
年
代
ま
で
は
木
鉄
造
の
表
記
が
見
ら
れ
、
以
降
は
改
築

さ
れ
る
昭
和
ま
で
鉄
木
造
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
明
治
17
年
8
月
15
日
は
、
日
本
最
初
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
灯
台
と
な
る
鞍
埼
灯
台
が
点
灯
開
始
し
た
記

念
の
日
で
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
鉄
造
に
改
築
さ
れ
た
和
田
岬
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灯
台
の
生
み
の
親
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
技
手
で
し
た
。

彼
の
記
念
す
べ
き
北
海
道
最
初
の
灯
台
が
、
こ
の
葛
登
支
岬
灯

台
で
し
た
。
ま
た
、三
浦
萬
則
は
、友
ケ
島
灯
台
（
明
治
5
年
）、

犬
吠
埼
灯
台
（
明
治
7
年
）、
烏
帽
子
島
灯
台
（
明
治
8
年
）

の
そ
れ
ぞ
れ
の
建
設
記
録
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
古
参
の
ベ
テ

ラ
ン
職
員
で
し
た
。

組
立
ノ
工
程
ハ
本
月
廿
日
落
成
シ
タ
リ

　

葛
登
支
岬
灯
台
の
燈
台
局
工
場
で
の
仮
組
立
は
、
こ
の
1０
月

燈
台
局
報
告
が
最
後
で
終
了
し
て
い
ま
す
。
工
事
期
間
は
約
4

ヶ
月
間
で
し
た
。
構
造
や
大
き
さ
の
違
い
か
ら
も
分
か
る
と
お

り
、
宗
谷
岬
灯
台
の
よ
う
に
翌
年
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
宗
谷
岬
灯
台
と
同
様
に
、
翌
年
の
春
に
灯
台
建
設

の
た
め
燈
台
局
の
技
術
者
が
現
地
に
赴
き
ま
す
。

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

3
月
燈
台

局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

渡
島
國
葛
登
支
岬
燈と
う

臺だ
い

建
築
ト
シ
テ
七
等
技

手
相
澤
宇
三
郎　

傭
や
と
い　

三
浦
萬
則
ヲ
本
月
七
日
出
張
セ
シ
メ　

同
十
二
日
実
地
到
着
ノ
報
ヲ
得
タ
リ
ト　

雖
い
え
ど
も

　

未い
ま

ダ
工
業
着
手

ニ
至
ラ
ズ

　

葛
登
支
岬
灯
台
の
建
設
を
担
当
し
た
7
等
技
手
相
澤
宇
三
郎

の
名
は
、
前
々
回
の
禄
剛
埼
灯
台
の
中
で
、
点
灯
開
始
時
（
明

治
16
年
7
月
）
の
敷
地
図
に
記
名
さ
れ
て
い
る
灯
台
技
手
と
し

て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
実
は
相
澤
宇
三
郎
技
手
は
、
こ
の
後
、

北
海
道
の
多
く
の
灯
台
を
手
掛
け
た
記
録
が
残
る
、
北
海
道
の

（
明
治
18
年
5

月
13
日
付
官
報

第
五
百
五
拾
七

号　

4
月
燈
台

局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ

記
載
シ
タ
ル
渡

島
國
葛
登
支
岬

燈と
う

臺だ
い

建
築
ノ
工

事
ハ　

用
地
ヲ

去
月
十
八
日
函

館
縣け

ん

ヨ
リ
假
リ

ニ
領
収
シ
タ
ル

迄
ニ
テ　

未
ダ

写真－ 2 　在りし日の初代葛登支岬灯台と官舎
（燈光会所蔵写真）
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局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
渡
島
國
葛
登
支

岬
燈と

う

臺だ
い

建
築
地
所
開
拓
ノ
工
程
ハ　

去
月
三
十
日
迄
ニ
テ
凡
八

分
ニ
至
レ
リ　

燈
臺
鐵て

つ

柱
組
建
方
ノ
工
事
ハ　

去
月
二
十
日
其

ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ　

続
キ
テ
燈
籠
ノ
受
梁
架
渡
及
燈
籠
ノ
組
立
等
漸

次
ニ
施
工
シ
同
月
三
十
日
竣
成
シ
タ
リ　

又
燈
臺
及
貯
納
室
ノ

内
外
羽
目
張
並
内
部
造
作
ノ
工
事
ハ　

同
月
五
日
ヨ
リ
着
手
シ

同
三
十
日
迄
ニ
テ
其
ノ
工
程
凡
四
分
ニ
至
レ
リ

○
守し

ゅ

燈と
う

方か
た

官
舎
基
礎
三
和
土
築つ

き

立た
つ

ノ
工
事
ハ　

去
月
七
日
落
成

続
キ
テ
石
据
ニ
着
手
シ　

同
十
日
其
ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ　

翌
十
一
日

ヨ
リ
柱
桁
等
ノ
組
立
ニ
着
手
シ　

小
屋
組
及
屋
根
裏
板
張
ニ
至

ル
迄　

同
廿
五
日
ヲ
以
テ
竣
成
シ
タ
リ　

此
ノ
他
内
部
造
作
ノ

工
事
ハ　

同
月
十
六
日
ヨ
リ
着
手
シ　

其そ

ノ
工
程
同
月
三
十
日

迄
ニ
テ
凡

お
お
よ
そ

　

三
分
ニ
至
レ
リ

○
物
置
処
建
設
ノ
工
事
ハ　

去
月
一
日
ヨ
リ
着
手
シ　

基
礎
石

据
及
柱
桁
組
立　

小
屋
組
屋
根
裏
板
張
迄　

同
月
廿
三
日
ヲ
以

テ
竣
成
シ　

此
ノ
他
内
次
造
作
ノ
工
事
ハ　

同
月
廿
五
日
ヨ
リ

着
手
シ
其
ノ
工
程
同
月
三
十
日
迄
ニ
テ
凡
貳
部
ニ
至
レ
リ

　

灯
台
や
官
舎
の
工
事
に
最
初
に
出
て
く
る
基
礎
三た

和た

土き

築
立

と
は
、
地
中
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
を
打
ち
込
む
工
事
の
こ
と

で
す
。
日
本
航
路
標
識
協
会
刊
行
の「
明
治
期
の
灯
台
の
保
全
」

起
業
ノ
報
ヲ
得
ズ

（
明
治
18
年
6
月
18
日
付
官
報
第
五
百
八
拾
八
号　

5
月
燈
台

局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
シ
タ
ル
渡
島
國
葛
登
支

岬
燈と

う

臺だ
い

建
築
ニ
付
キ　

地
所
開
拓
ノ
工
事
ハ
去
月
一
日
ヨ
リ
着

手
シ　

其
ノ
工
程
同
三
十
日
迄
ニ
テ　

凡
オ
オ
ヨ
ソ

　

五
分
ニ
至
レ
リ　

燈
臺
基
礎
三
和
土
ノ
築
立
ハ
同
月
廿
日
ヨ
リ　

守
燈
方
官
舎
小

屋
組
木
材
ノ
下
拵
ハ
同
月
十
日
ヨ
リ
着
手
シ　

同
月
三
十
日
迄

ノ
各
工
程
ハ
凡
壹
分
宛
ニ
シ
テ　

此
ノ
他
建
築
ノ
需
給
品
運
搬

中
ニ
係
レ
リ

　

横
浜
の
燈
台
局
工
場
で
製
造
し
た
灯
台
の
部
材
は
、
当
時
灯

台
視
察
船
明
治
丸
で
現
地
に
輸
送
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時

期
の
明
治
丸
は
、
東
北
と
北
海
道
の
灯
台
巡
回
の
た
め
同
年
4

月
15
日
に
横
浜
を
出
港
し
、
宗
谷
岬
に
は
5
月
9
日
に
到
着
し

建
築
用
資
材
の
陸
揚
げ
を
行
っ
て
い
た
記
録
が
、
同
じ
燈
台
局

報
告
に
見
ら
れ
ま
す
。
葛
登
支
岬
灯
台
の
建
築
用
資
材
も
、
こ

の
巡
回
時
に
同
地
に
輸
送
さ
れ
、
5
月
か
ら
本
格
的
な
建
設
工

事
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
明
治
18
年
8
月
19
日
付
官
報
第
六
百
四
拾
壹
号　

7
月
燈
台
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○
守し

ゅ

燈と
う

方か
た

官
舎
及
物
置
処
内
部
造
作
ノ
工
事
ハ
去
月
三
十
一
日

落
成
セ
リ

　

9
月
の
報
告
で
は
、
灯
台
ほ
か
建
物
は
す
べ
て
完
成
し
、
英

国
か
ら
の
機
械
を
待
つ
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
延
着
と
い
う

表
現
と
建
物
が
す
べ
て
完
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
葛
登
支
岬

灯
台
の
点
灯
開
始
は
、
当
初
の
予
定
で
は
宗
谷
岬
灯
台
と
同
じ

九
月
に
遠
く
な
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
明
治
18
年
11
月
19
日
付
官
報
第
七
百
拾
七
号　

1０
月
燈
台
局

報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
セ
シ
如
ク
渡
島
國
葛
登

支
岬
燈と

う

臺だ
い

ノ
工
事
ハ　

燈
明
器
械
延
着
ノ
タ
メ
暫
ク
中
止
セ
シ

ガ　

頃け
い

日じ
つ

該
器
械
英
国
ヨ
リ
到
着
シ
タ
ル
ヲ
以
テ　

本
局
ニ
於

テ
試
験
ヲ
畢お

わ

リ　

既
ニ
該
地
ヘ
輸
送
シ
タ
レ
バ　

到
着
次
第
右

装
置
ノ
着
手
ノ
筈
ナ
リ

○
搆
柵
ハ
木
造
ニ
シ
テ　

去
月
一
日
着
手
シ　

同
三
十
日
落
成

セ
リ

　

葛
登
支
岬
灯
台
の
灯
明
器
械
は
、
他
の
灯
台
と
同
じ
よ
う
に

設
置
前
に
横
浜
の
試
験
灯
台
で
点
灯
試
験
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

1０
月
の
葛
登
支
岬
灯
台
で
の
作
業
は
、
囲
い
の
木
柵
の
工
事
の

に
は
禄
剛
埼
灯
台
（
明
治
16
年
7
月
建
設
）
の
解
説
に
、
灯
台

地
下
の
現
状
が
次
の
と
お
り
見
ら
れ
ま
す
。

　

基
礎
深
さ
七
十
五
㎝
を
掘
削
し
、
三
十
㎝
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

打
置
し
、
五
㎝
の
均な

ら

し
モ
ル
タ
ル
後
、
四
十
㎝
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
打
ち
込
み
、
そ
の
上
か
ら
石
積
み
の
（
灯
台
の
）
築
造

　

禄
剛
埼
灯
台
は
、
葛
登
支
岬
灯
台
の
2
年
前
に
建
設
さ
れ
て

い
ま
す
。
工
事
を
担
当
し
た
の
は
、
前
記
の
と
お
り
点
灯
開
始

時
の
敷
地
図
に
た
だ
一
人
技
手
の
肩
書
き
で
記
名
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
相
澤
宇
三
郎
氏
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら

れ
ま
す
。
同
技
手
が
、そ
の
後
の
葛
登
支
岬
灯
台
に
お
い
て
も
、

禄
剛
埼
灯
台
と
同
様
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
の
打
ち
込
み
工
事

を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
推
測
で
き
ま
す
。

（
明
治
18
年
1０
月
21
日
付
官
報
第
六
百
九
拾
三
号　

9
月
燈
台

局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
セ
ル
渡
島
國
葛
登
支
岬

燈と
う

臺だ
い

建
築
地
所
開
拓
ノ
工
事
ハ　

去
月
十
八
日
ニ
竣
成
セ
リ

○
燈
臺
及
貯
納
室
ノ
内
外
羽
目
張
並
ニ
内
部
造
作
等
ノ
工
事
ハ

去
月
三
十
一
日
落
成
セ
リ　

此
ノ
他
ノ
工
事
ハ　

英
国
ヨ
リ
燈

明
旋
転
機
械
延
着
ノ
故
ヲ
以
テ　

暫
ク
中
止
セ
リ
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同
年
12
月
22
日
に
廃
省
さ
れ
、
燈
台
局
は
逓
信
省
に
移
さ
れ
た

こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

葛
登
支
岬
灯
台
の
点
灯
開
始
は
12
月
15
日
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
灯
明
器
械
設
置
後
点
灯
開
始
ま
で
ち
ょ
う
ど
1
ヶ
月
を
要

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
2
等
レ
ン
ズ
で
あ
っ
た
宗
谷
岬
灯
台

が
、
12
日
間
で
あ
っ
た
例
か
ら
も
異
例
の
調
整
期
間
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
解
で
す
。
宗
谷
岬
灯
台
と
比
較
す
る
と
、
灯
台
の
規

模
は
高
さ
だ
け
を
見
て
も
約
半
分
で
、
工
場
で
の
準
備
期
間
も

短
期
間
で
し
た
が
、
現
地
で
は
同
時
期
に
工
事
が
開
始
し
た
の

に
、
点
灯
開
始
は
器
械
の
延
着
と
調
整
が
原
因
で
、
真
冬
の
時

期
に
ま
で
遅
れ
て
い
た
事
実
が
、
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
判
明
い

た
し
ま
し
た
。

（
後
編
「
究
極
の
レ
ン
ズ
」、「
現
存
す
る
霧
鐘
」
へ
続
く
）

み
で
し
た
。
燈
光
昭
和
9
年
3
月
号
の
「
燈
臺
用
レ
ン
ズ
の
発

達
に
就
い
て
」
の
記
事
に
は
、
葛
登
支
岬
灯
台
の
レ
ン
ズ
は
佛

國
「
バ
ー
ビ
ー
エ
ー
、
ベ
ナ
ー
ル
」
会
社
よ
り
購
入
し
た
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
灯
台
の
レ
ン
ズ
は
フ
ラ
ン
ス
製
で
す
が
、

灯
器
、
回
転
装
置
を
含
む
灯
明
器
械
と
し
て
、
当
時
は
ま
だ
ブ

ラ
ン
ト
ン
在
籍
当
時
と
変
わ
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
し
て
い

た
こ
と
が
、
こ
の
記
録
か
ら
分
か
り
ま
す
。

（
明
治
18
年
12
月
16
日
付
官
報
第
七
百
三
拾
九
号　

11
月
燈
台

局
報
告
）

葛
登
支
岬
燈と

う

臺だ
い　

前
月
報
告
書
ニ
記
載
セ
シ
渡
島
國
葛
登
支
岬

燈と
う

臺だ
い　

燈
明
器
械
類
ハ　

本
月
七
日
該
地
ニ
到
着
セ
ル
ヲ
以
テ

同
日
ヨ
リ
装
置
ニ
着
手
シ　

同
十
五
日
其
ノ
工
ヲ
畢お

わ

リ　

爾
後

器
械
全
部
ノ
磨
拭
等　

専
ラ
點
燈
ノ
準
備
中
ニ
在
リ

　

遅
れ
て
届
い
た
灯
明
器
械
は
、
葛
登
支
岬
灯
台
に
は
11
月
7

日
に
到
着
し
、
1
週
間
か
け
て
組
み
立
て
、
11
月
末
の
時
点
で

は
準
備
中
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
葛
登
支
岬
灯
台

の
報
告
は
こ
れ
を
最
後
に
、
翌
月
の
点
灯
開
始
時
の
最
後
の
報

告
は
官
報
に
は
掲
載
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
燈
台
局
報
告
が
、

こ
の
官
報
12
月
掲
載
の
11
月
報
告
を
最
後
に
掲
載
さ
れ
な
く
な

っ
た
た
め
で
す
。
そ
れ
は
、
燈
台
局
の
親
元
で
あ
る
工
部
省
が
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２
　
昭
和
２０
年
代
以
降
の
気
象
観
測
業
務

　

航
路
標
識
に
お
い
て
は
明
治
時
代
か
ら
気
象
の
観
測
が
行
わ

れ
、
ま
た
戦
後
も
気
象
の
観
測
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
重
点
的

に
整
備
さ
れ
、
そ
の
後
種
々
の
変
遷
を
経
て
、
平
成
９
年
5
月

正
規
気
象
観
測
箇
所
は
女
島
の
廃
止
で
全
て
無
く
な
っ
た
。

昭
和
２２
年
当
時
の
正
規
気
象
観
測
箇
所
整
備
年
度
（
２5
箇
所
）

年　

度

整　

備　

箇　

所

昭
和
１３
年

襟
裳
岬
、
尻
屋
埼
、
金
華
山
、
塩
屋
埼
、
都
井
岬

昭
和
１４
年

魹
ケ
埼

昭
和
１5
年

恵
山
岬
、
大
王
埼
、
舳
倉
島
、
土
佐
沖
ノ
島
、
細
島
、

佐
田
岬

昭
和
１６
年

佐
多
岬
、
経
ケ
岬
、
見
島
、
釣
掛
島
、
女
島

昭
和
１７
年

焼
尻
島
、
稲
穂
岬
、
厚
岸
、
古
志
岐
島
、
草
垣
島

昭
和
１８
年

神
威
岬
、
弾
埼
、
角
島

航
　
路
　
標
　
識
　
と
　
気
　
象
　
観
　
測
　（
そ
の
2
）

�

普
通
会
員 

門
　
田
　
雅
　
康

　

ま
た
、
正
規
気
象
観
測
以
外
に
終
戦
当
時
簡
易
気
象
観
測
を

８８
箇
所
で
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
本
来
の
航
路
標
識
業
務
の

発
展
飛
躍
に
伴
い
そ
の
業
務
量
が
増
加
し
、
昭
和
３３
年
に
は
簡

易
気
象
観
測
も
全
て
廃
止
さ
れ
た
。

　

一
方
、
新
に
船
舶
気
象
通
報
で
用
い
る
気
象
の
観
測
や
気
象

官
署
か
ら
の
通
知
に
よ
る
暴
風
標
識
あ
げ
お
ろ
し
が
開
始
さ
れ

た
。

正
規
気
象
観
測
箇
所
の
変
遷

年　

度

箇
所
数

観　

測　

箇　

所　

の　

変　

遷

昭
和
22
年

25

昭
和
2３
年

2４

Ｓ
　

2３
・
2　

厚
岸
廃
止

↓

↓

昭
和
３０
年

2３

Ｓ
　

３０
・
１１　

神
威
岬
廃
止

昭
和
３１
年

2４

Ｓ
　

３１
・
１　

積
丹
岬
開
始

↓

↓
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年　

度

箇
所
数

観　

測　

箇　

所　

の　

変　

遷

平
成
３
年

2

Ｈ
３
・
４　

襟
裳
岬
、
大
王
埼
、
恵
山
岬
、

尻
屋
埼
、
金
華
山
廃
止

↓

↓

平
成
７
年

１

Ｈ
７
・
４　

舳
倉
島
廃
止

↓

↓

平
成
９
年

０

Ｈ
９
・
5　

女
島
廃
止

　

当
時
の
業
務
内
容
と
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）　
正
規
気
象
観
測
箇
所

　

毎
日
、
３
時
、
９
時
、
１5
時
、
2１
時
に
気
圧
、
気
温
、
湿

度
、
風
、
雲
、
降
水
量
、
日
照
、
視
程
、
天
気
及
び
海
面
状

態
等
を
観
測
し
て
、
そ
の
結
果
を
、
さ
ら
に
台
風
の
接
近
し

た
場
合
は
、
毎
時
気
象
官
署
あ
て
に
電
報
で
報
告
し
、
又
、

気
象
月
表
を
作
成
し
て
海
難
防
止
及
び
航
路
標
識
業
務
の
改

善
等
の
資
料
と
す
る
。

（
２
）�　
簡
易
気
象
観
測
箇
所
（
昭
和
３３
年
航
路
標
識
業
務
規
則

の
改
正
に
伴
い
廃
止
）

　

毎
日
、
６
時
、
１４
時
及
び
22
時
に
気
圧
、
気
温
、
風
、
雲
、

降
水
量
、
天
気
及
び
海
面
状
態
を
観
測
し
て
、
そ
の
結
果
を

気
象
月
表
に
ま
と
め
海
難
防
止
及
び
航
路
標
識
業
務
の
運
用

改
善
の
資
料
と
す
る
。

年　

度

箇
所
数

観　

測　

箇　

所　

の　

変　

遷

昭
和
３３
年

25

Ｓ
　

３３
・
2　

臥
蛇
島
再
開

↓

↓

昭
和
３７
年

2４

Ｓ
　

３７
・
１１　

稲
穂
岬
廃
止

昭
和
３８
年

25

Ｓ
　

３８
・
１　

青
苗
岬
開
始

昭
和
３９
年

2３

Ｓ
　

３９
・
６　

角
島
、
古
志
岐
島
廃
止

↓

↓

昭
和
４６
年

22

Ｓ
　

４６
・
３　

見
島
廃
止

↓

↓

昭
和
４９
年

１5

Ｓ
　

４９
・
６　

焼
尻
島
、
積
丹
岬
、
魹
ケ
埼
、

塩
屋
埼
、
弾
埼
、
細
島
、
都
井
岬
廃
止

昭
和
5０
年

１４

Ｓ
　

5０
・
３　

臥
蛇
島
廃
止

昭
和
5１
年

１３

Ｓ
　

5１
・
３　

草
垣
島
廃
止

↓

↓

昭
和
5８
年

１2

Ｓ
　

5８
・
１2　

釣
掛
島
廃
止

昭
和
5９
年

１１

Ｓ
　

5９
・
１2　

佐
多
岬
廃
止

昭
和
６０
年

８

Ｓ
　

６０
・
４　

青
苗
岬
、

Ｓ
　

６０
・
１2　

土
佐
沖
ノ
島
、
佐
田
岬
廃
止

↓

↓

昭
和
６３
年

７

Ｓ
　

６３
・
5　

経
ケ
岬
廃
止

↓

↓
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受
け
た
が
、
復
旧
事
業
は
い
ち
早
く
着
手
さ
れ
昭
和
25
年
を
も

っ
て
完
了
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
後
の
船
舶
の
装
備
の
充
実
か
ら
、
船
舶
に
方
向

探
知
機
が
普
及
し
た
た
め
、
昭
和
３０
年
を
ピ
ー
ク
に
方
向
探
知

の
取
扱
い
件
数
が
減
少
し
、
航
路
標
識
と
し
て
の
電
波
の
利
用

は
、
陸
上
か
ら
の
電
波
発
射
方
式
が
多
く
利
用
さ
れ
る
傾
向
に

あ
っ
た
。

　

一
方
、
船
舶
に
と
っ
て
は
安
全
航
行
の
た
め
に
時
々
刻
々
の

気
象
状
況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
無
線
方
位
信
号

所
で
は
船
舶
か
ら
の
照
会
を
受
け
て
気
象
状
況
の
通
報
を
行
っ

て
い
た
。

　

昭
和
22
年
こ
ろ
か
ら
、
一
般
船
舶
の
利
用
の
た
め
、
気
象
情

報
の
放
送
を
要
望
す
る
声
が
多
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
航
路
標

識
付
近
に
お
け
る
気
象
観
測
の
結
果
を
無
線
に
よ
り
通
航
船
舶

に
通
報
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。

　

昭
和
2３
年
６
月
９
日
、
保
灯
監
第
３
３
９
号
に
よ
り
「
灯
台

よ
り
船
舶
に
対
し
て
気
象
放
送
を
行
う
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
」

と
し
て
官
房
総
務
課
長
、
保
安
局
保
安
課
長
、
同
通
信
課
長
、

同
海
務
課
長
、
灯
台
局
無
線
課
長
及
び
灯
台
局
監
理
課
長
を
招

集
し
、
同
月
１４
日
灯
台
局
長
室
に
お
い
て
協
議
が
な
さ
れ
た
。

　

そ
の
立
案
文
書
に
よ
る
と
、

（
３
）　
船
舶
気
象
通
報
箇
所
（
昭
和
２４
年
６
月
か
ら
開
始
）

　

毎
時
、
風
向
、
風
速
、
天
気
、
視
程
、
風
浪
、
う
ね
り
、

流
氷
の
状
況
を
観
測
し
て
、
無
線
電
信
又
は
無
線
電
話
に
よ

っ
て
船
舶
に
通
報
し
、
船
舶
の
安
全
を
確
保
し
そ
の
運
航
能

率
の
増
進
に
寄
与
す
る
。

（
４
）�　
暴
風
標
識
あ
げ
お
ろ
し
箇
所
（
昭
和
２６
年
９
月
～
昭
和

３４
年
６
月
ま
で
）

　

気
象
官
署
か
ら
の
通
知
に
よ
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
標
識
を

掲
揚
し
、
付
近
航
行
の
船
舶
に
暴
風
の
来
襲
を
予
知
さ
せ
海

難
防
止
に
寄
与
す
る
。

３
　
船
舶
気
象
通
報
業
務
の
開
始

　

航
路
標
識
に
お
け
る
電
波
の
採
用
は
、
昭
和
2
年
に
円
島
に

お
い
て
方
向
探
知
業
務
と
し
て
開
始
し
、
国
内
に
お
い
て
は
、

昭
和
７
年
か
ら
犬
吠
埼
ほ
か
６
箇
所
に
お
い
て
無
線
方
位
信
号

所
が
業
務
開
始
し
て
い
る
。

　

最
初
は
、
船
舶
が
発
射
す
る
電
波
の
到
来
方
向
を
陸
上
の
航

路
標
識
で
測
定
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を
通
報
す
る
方
式
と
、
陸
上

か
ら
標
識
符
号
を
発
射
し
て
船
舶
で
そ
の
到
来
方
向
を
測
定
す

る
方
式
が
あ
っ
た
が
、
当
時
は
船
舶
に
測
定
装
置
を
搭
載
し
て

い
る
も
の
が
少
な
く
、
前
者
の
方
式
が
多
か
っ
た
。

　

第
2
次
大
戦
の
被
害
で
多
く
の
無
線
方
位
信
号
所
が
被
害
を
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状
態
を
放
送
し
て
い
な
い
の
で
、
最
近
に
於
い
て
は
之

等
の
特
殊
な
気
象
状
態
を
知
り
た
い
と
い
う
船
舶
か
ら

の
要
望
が
高
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

又
各
放
送
並
び
に
漁
業
気
象
報
が
放
送
さ
れ
る
ま
で

に
は
約
2
時
間
以
上
要
す
る
か
ら
時
間
の
経
過
と
共
に

気
象
状
況
は
異
な
っ
て
来
る
。

　

特
殊
な
気
象
実
況
と
気
象
変
化
の
状
態
を
知
り
た
い

と
い
う
船
舶
か
ら
の
要
望
に
対
し
て
は
直
接
応
答
す
る

事
が
適
切
で
あ
る
。

　

次
に
漁
業
気
象
報
、
航
行
警
報
の
例
を
示
す
。

　

低
気
圧
９
８
０
ミ
リ
バ
ー
ル
東
経
１
３
０
度　

北
緯

３４
度
に
あ
っ
て
毎
時
４０
キ
ロ
の
速
度
で
北
東
に
進
行
中

で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
山
陰
海
上
は
風
波
が
か
な
り
激
し
い
か
ら

此
の
方
面
の
漁
船
は
注
意
が
肝
要
で
あ
る
。

（
ハ
）　

何
故
灯
台
で
放
送
を
行
う
か

　

岬
と
か
海
峡
等
の
付
近
に
位
置
す
る
灯
台
の
既
設
の

気
象
観
測
施
設
や
無
線
施
設
を
利
用
し
て
局
地
的
な
気

象
放
送
を
行
え
ば
在
る
も
の
は
改
め
て
経
費
も
要
せ
ず

又
右
施
設
の
移
設
を
要
す
る
場
所
に
於
い
て
も
経
費
は

僅
少
で
あ
り
人
員
の
点
に
お
い
て
も
現
在
の
人
員
で
放

送
を
行
う
た
め
に
仕
事
が
過
重
と
な
る
こ
と
も
な
い
の

１
　
目
的

　

気
象
に
依
る
船
舶
の
遭
難
の
多
い
地
点
及
び
重
要
な
海

峡
、
岬
、
港
湾
口
に
於
け
る
灯
台
付
近
の
天
候
及
び
海
上
の

状
況
を
そ
の
付
近
を
通
航
中
の
船
舶
に
そ
れ
ぞ
れ
灯
台
か
ら

直
接
に
知
ら
せ
る
事
に
依
っ
て
航
行
の
安
全
及
び
迅
速
を
期

し
船
舶
運
航
能
率
の
増
進
を
図
る
。

（
イ
）　

船
舶
が
灯
台
の
気
象
放
送
を
利
用
す
る
場
合
の
一
例

　

船
舶
が
霧
の
か
か
っ
て
い
る
海
峡
を
通
適
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
一
方
の
対
岸
に
あ
る
灯
台
か
ら
そ
の
付
近

の
海
上
は
霧
が
濃
く
航
行
上
危
険
で
あ
る
旨
を
知
ら
さ

れ
た
と
し
、
又
他
方
の
対
岸
に
あ
る
灯
台
か
ら
は
そ
の

付
近
は
比
較
的
霧
が
薄
く
視
野
も
航
行
上
差
し
支
え
な

い
程
度
の
も
の
で
あ
る
旨
を
知
ら
さ
れ
れ
ば
船
舶
は
他

方
に
海
岸
寄
り
の
コ
ー
ス
を
速
力
を
落
と
す
必
要
も
な

く
航
行
出
来
る
。

（
ロ
）　

何
故
放
送
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か

　

中
央
気
象
台
や
海
岸
局
又
は
放
送
局
に
於
い
て
も
漁

業
気
象
報
、
航
行
警
報
等
と
し
て
船
舶
に
向
け
て
放
送

を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
放
送
さ
れ
る
観
測

地
点
は
多
く
が
平
坦
地
で
あ
っ
て
局
地
的
で
な
い
一
般

的
な
気
象
の
報
知
で
あ
る
。

　

特
殊
な
気
象
状
態
を
示
す
岬
の
突
端
付
近
等
の
気
象
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（
ホ
）　

う
ね
り　

次
の
5
階
級

う
ね
り
な
し
、う
ね
り
や
や
あ
り
、う
ね
り

普
通
、
う
ね
り
高
し
、
う
ね
り
甚
だ
高
し

（
へ
）　

そ
の
他　

 

霧
、
雪
、
流
木
、
流
氷
等
の
航
行
上
の

障
害
と
な
る
現
象
は
次
の
様
に
報
ず
る

霧　

南
東
方
に
拡
が
り
つ
つ
あ
り

東
方
2
キ
ロ
の
海
上
に
流
木
あ
り

霧　

Ａ
岬
方
面
の
み
に
あ
り

霧　

低
く
マ
ス
ト
の
見
え
る
程
度

例
１ 　

東
5
メ
ー
ト
ル
、
曇
り
、
視
界
１
０
０
０
メ
ー
ト
ル
、

波
普
通
、
う
ね
り
な
し
、
Ａ
岬
方
面
に
霧
あ
り
北
に
伸

び
る

2 　

北
西
１5
メ
ー
ト
ル
、
雪
、
視
界
5０
メ
ー
ト
ル
、
波
甚

だ
高
し
、
う
ね
り
高
し
、
北
東
方
に
流
氷
あ
り

３
　
通
報
場
所

（
１
）　
放
送
及
び
気
象
観
測
施
設
の
あ
る
箇
所

灯
台
名

記　
　
　
　
　

事

襟
裳
岬

無
線
羅
針
用
周
波
数
３
７
５
Ｋ
Ｃ
の
使
用
許
可
あ
る

場
合
直
ち
に
放
送

恵
山
岬

同

で
極
め
て
有
利
だ
か
ら
で
あ
る
。

２
　
計
画
内
容

（
イ
） 　

放
送
す
る
箇
所

　

気
象
の
原
因
に
よ
る
船
船
の
遭
難
の
多
い
箇
所
は
殆

ど
一
定
し
て
い
る
の
で
そ
の
中
の
特
に
重
要
な
地
点
付

近
の
灯
台
を
定
め
る
。
そ
の
灯
台
名
は
別
表
に
示
す
。

（
ロ
）　

放
送
種
頚

（
１
） 　

定
時
放
送　

毎
日
2
回　

７
時
、
１７
時
の
定
時
に

行
う

（
2
） 　

応
答
通
報　

船
舶
か
ら
問
い
合
わ
せ
の
あ
っ
た
時

に
随
時
行
う

（
ハ
） 　

放
送
の
内
容　

風
向
、
風
速
、
天
気
、
視
界
、
波
浪
、

う
ね
り
、
そ
の
他
霧
、
雪
、
流
氷
、
流
木
等
の
航
行
上

の
障
害
と
な
る
現
象

注 　

右
の
観
測
資
料
は
記
号
を
用
い
ず
和
文
で
放
送
す

る

（
イ
）　

風
向　

八
方
位

（
ロ
）　

風
速　

メ
ー
ト
ル
単
位

（
ハ
）　

視
界　

メ
ー
ト
ル
で
報
ず
る

（
ニ
）　

波
浪　

次
の
5
階
級

波
な
し
、
波
栴
あ
り
、
波
普
通
、
波
高
し
、

波
甚
だ
高
し
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灯　

台　

名

通　

報　

時　

刻

龍
飛
岬
、
魹
ケ
埼
、
舳
倉
島

７
時
、
１７
時

各　

5
分
よ
り
８
分
ま
で

松
前
、
金
華
山

　
　

８
分
よ
り
１１
分
ま
で

大
間
埼
、
塩
屋
埼

　
　

１１
分
よ
り
１４
分
ま
で

恵
山
岬
、
犬
吠
埼

　
　

１４
分
よ
り
１７
分
ま
で

尻
屋
埼
、
野
島
埼

　
　

１７
分
よ
り
2０
分
ま
で

襟
裳
岬

　
　

３０
分
よ
り
３３
分
ま
で

　

右
の
中
同
時
刻
か
ら
発
射
す
る
３
つ
又
は
2
つ
の
灯
台
の

電
波
は
互
い
に
混
信
を
生
じ
な
い
。

（
３
）　
無
線
及
び
気
象
観
測
施
設
復
旧
後
実
施
可
能
な
箇
所

草
垣
島　

復
旧
後
周
波
数
３
７
５
Ｋ
Ｃ
の
使
用
申
請
を

要
す
る
。

（
４
）　
新
た
に
放
送
施
設
を
要
す
る
箇
所

灯　

台　

名

記　
　
　
　
　

事

稲
穂
岬

無
線
羅
針
用
周
波
数
３
７
５
Ｋ

Ｃ
の
使
用
申
請
を
要
す
る

神
威
岬

同

大
王
埼

同

佐
田
岬

同

灯
台
名

記　
　
　
　
　

事

尻
屋
埼

同

松
前

同

魹
ケ
埼

同

金
華
山

同

塩
屋
埼

無
線
羅
針
用
周
波
数
３
７
５
Ｋ
Ｃ
の
使
用
許
可
あ
る

場
合
送
信
機
の
一
部
改
良
に
よ
り
放
送
可
能

舳
倉
島

無
線
羅
針
用
周
波
数
３
７
５
Ｋ
Ｃ
の
使
用
許
可
あ
る

場
合
直
ち
に
放
送

（
２
）　
新
た
に
気
象
観
測
施
設
を
要
す
る
箇
所

灯
台
名

記　
　
　
　
　

事

龍
飛
岬

無
線
羅
針
用
周
波
数
３
７
５
Ｋ
Ｃ
の
使
用
許
可
あ
る

場
合
直
ち
に
放
送

犬
吠
埼

同

大
間
埼

同

野
島
埼

同

　

以
上
は
昭
和
2３
年
度
よ
り
実
施
可
能
で
あ
る
。

　

な
お
以
上
の
灯
台
の
定
時
放
送
を
行
う
順
位
及
び
時
刻
は

次
の
通
り
で
あ
る
。



—  ３１  —

通
報
の
規
定
が
な
い
」
こ
と
か
ら
放
送
の
権
限
は
な
い
旨
回

答
さ
れ
た
。

　

こ
の
た
め
昭
和
2３
年
８
月
2３
日　

保
灯
監
第
１
４
７
７
号

で
官
房
あ
て
に
海
上
保
安
庁
法
の
改
正
を
下
記
の
と
お
り
申

込
ん
だ
。

　
「
当
局
に
お
い
て
は
、
海
員
、
船
舶
業
者
の
要
望
に
応
え

各
航
路
標
識
の
付
属
設
備
に
依
る
気
象
観
測
の
結
果
を
無
線

機
械
を
使
用
し
て
放
送
し
、
船
舶
の
航
行
安
全
を
図
る
計
画

を
た
て
逓
信
省
と
合
議
し
た
が
逓
信
省
の
意
見
は
海
上
保
安

庁
法
第
９
条
の
灯
台
局
の
所
掌
事
項
の
中
に
「
気
象
観
測
」

と
あ
る
が
そ
の
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
は
何
も
記
載
が
な
い

か
ら
放
送
の
権
限
は
な
い
も
の
と
し
て
承
認
が
得
ら
れ
な

い
。

　

就
い
て
は
今
回
の
改
正
を
機
会
に
左
の
通
り
改
正
方
取
り

計
ら
わ
れ
た
い
。

第
９
条

二 　

灯
台
そ
の
他
航
路
標
識
の
付
属
の
設
備
に
よ
る
気
象

観
測
に
関
す
る
事
項

　

気
象
観
測
の
次
に
「
並
び
に
そ
の
通
報
」
を
挿
入
す
る
。

　

尚
、
本
件
に
つ
い
て
は
中
央
気
象
台
と
打
合
せ
の
結
果
そ

の
了
解
を
得
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
。」

　

こ
の
申
し
入
れ
に
よ
り
航
路
標
識
の
付
属
施
設
に
よ
る
通
報

灯　

台　

名

記　
　
　
　
　

事

沖
ノ
島

同

（
5
）　
新
た
に
放
送
及
び
気
象
観
測
施
設
を
要
す
る
箇
所

灯　

台　

名

記　
　
　
　
　

事

友
ガ
島

無
線
羅
針
用
周
波
数
３
７
５
Ｋ

Ｃ
の
使
用
申
請
を
要
す
る

釧
路
埼

同

御
前
埼

同

　

以
上
の
計
画
を
協
議
し
、
昭
和
2３
年
６
月
2９
日　

保
灯
監

第
６
６
２
号
で
灯
台
局
長
か
ら
中
央
気
象
台
長
あ
て
格
段
の

協
力
と
意
見
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
2３
年
７
月
2３
日　

気
企
第
１
７
８
号
に
よ
り
海
上
保
安
庁
灯
台
局
長
あ
て
次
の

と
お
り
回
答
が
あ
っ
た
。

　
「
右
の
件
に
つ
い
て
は
誠
に
結
構
な
案
で
あ
る
と
考
え
ま

す
が
、
そ
の
放
送
内
容
は
灯
台
付
近
の
限
定
せ
ら
れ
た
陸
上

の
範
囲
に
於
け
る
実
況
通
報
と
せ
ら
れ
ま
す
様
に
望
み
ま

す
」

　

一
方
、
電
波
の
使
用
に
つ
い
て
逓
信
省
と
協
議
し
て
い
た

が
、
海
上
保
安
庁
法
に
は
「
気
象
の
観
測
の
規
定
は
あ
る
が
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せ
が
あ
っ
た
と
き
に
行
う
も
の
を
い
う
。

（
通
報
内
容
）

第
３
条 　

気
象
通
報
は
、
灯
台
で
観
測
し
た
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
船
舶
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
は
、
符
号
を
用
い
な
い
で
次
の
と
お
り
和
文
で

2
回
く
り
返
し
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

１　

観
測
時
刻　

2４
時
間
制
（
日
本
標
準
時
）

2　

風　
　

向　

１６
方
位

３　

風　
　

速　

１
秒
間
メ
ー
ト
ル

４　

天　
　

候　

晴
、曇
、雨
、
雷
雨
、雪
、吹
雪
、霧

5　

視　
　

程　

メ
ー
ト
ル

６　

波　
　

浪　

次
の
４
階
級

波
な
し
、
波
や
や
あ
り
、
波
高
し
、

波
甚
だ
高
し

７　

う
ね
り　

次
の
４
階
級

う
ね
り
な
し
、う
ね
り
や
や
あ
り
、

う
ね
り
高
し
、
う
ね
り
甚
だ
高
し

８　

流
氷
の
状
況

（
通
報
箇
所
）

第
４
条　

気
象
通
報
を
行
う
灯
台
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

襟
裳
岬
、
尻
屋
埼
、
恵
山
岬
、
大
間
埼
、
龍
飛
埼
、

松
前

が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
正
式
に
航
路
標
識
の
付

属
施
設
で
の
船
舶
気
象
通
報
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
昭
和
2４
年

６
月
１７
日　

海
上
保
安
庁
告
示
第
１
１
５
号
で
「
船
舶
気
象
通

報
取
扱
規
程
」
を
定
め
、昭
和
2４
年
６
月
１5
日
か
ら
施
行
し
た
。

船
舶
気
象
通
報
取
扱
規
程

（
目
的
）

第
１
条 　

こ
の
規
定
は
、
気
象
に
よ
る
船
舶
の
遭
難
が
多
い

地
点
及
び
重
要
な
海
峡
、
み
さ
き
、
港
湾
口
に
お
け

る
灯
台
付
近
の
天
候
並
び
に
海
上
の
状
況
を
そ
の
付

近
の
船
舶
に
灯
台
か
ら
無
線
電
信
に
よ
り
直
接
に
知

ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
期
し

そ
の
運
航
能
率
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
通
報
種
類
）

第
2
条 　

気
象
通
報
の
種
類
を
随
時
通
報
と
応
答
通
報
の
二

種
類
と
す
る
。

１　

随
時
通
報
と
は
、
霧
、
吹
雪
等
で
視
界
が
千
メ

ー
ト
ル
以
下
に
な
っ
た
と
き
、
又
は
暴
風
（
風
速

１5
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
た
め
航
行
が
危
険
に
な
っ

た
と
き
に
す
る
も
の
を
い
う
。

2　

応
答
通
報
と
は
、
船
舶
か
ら
天
候
の
問
い
合
わ
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＝
訂
正
＝

　

本
誌
5
月
号
「
航
路
標
識
と
気
象
観
測
（
そ
の
１
）
の
本
文
、
Ｐ

2８
上
段
１０
行
目
～
「
３
時
、
６
時
、
９
時
、
１2
時
、
１８
時
、
2１
時
の

８
回
観
測
～
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
正
し
く
は
、「
午
前
０
時
」

と
「
１５
時
」
が
入
り
８
回
と
な
り
ま
す
。

（
通
報
周
波
数
）

第
5
条 　

気
象
通
報
に
使
用
す
る
周
波
数
は
、
随
時
通
報
及

び
応
答
通
報
と
も
３
７
５
キ
ロ
サ
イ
ク
ル
と
す
る
。

（
通
報
時
刻
）

第
６
条　

気
象
通
報
の
時
刻
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

偶
数
時
の
０
分
か
ら
2
分
ま
で　
　
　

襟
裳
岬

同　
　
　

2
分
か
ら
４
分
ま
で　
　
　

尻
矢
埼

同　
　
　

１０
分
か
ら
１2
分
ま
で　
　
　

恵
山
岬

同　
　
　

１2
分
か
ら
１４
分
ま
で　
　
　

大
間
埼

同　
　
　

25
分
か
ら
2７
分
ま
で　
　
　

松
前

同　
　
　

2７
分
か
ら
2９
分
ま
で　
　
　

龍
飛
埼

（
通
報
記
録
）

第
７
条 　

気
象
通
報
の
内
容
は
、
通
信
日
誌
に
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

付
則

こ
の
規
程
は
昭
和
2４
年
６
月
１5
日
か
ら
施
行
す
る
。

　燈光会では、下記の会員がございます。
　　◦普通会員：�航路標識事業に従事されている職員の方および過去に

従事されていた方
　　◦一般会員：航路標識事業に関心のある方
　　◦団体会員：同上（企業）
　　◦賛助会員：本会の支援者になってくださる方

　会員の皆さまからの、勧誘、紹介も歓迎いたします。
　詳細は、当会事務局までお問い合わせください。

　　燈光会事務局第二事業部（担当者：鈴木）
　　　　電話番号　03−3501−1054　／ FAX　03−3507−0727
　　　　Eメール� ：　jigyo2@tokokai.org
　　　　ホームページ� ：　http://www.tokokai.org

 燈 光 会 会 員 募 集
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　志摩半島の南東端、遠州灘と熊野灘とを分けるよ
うに太平洋に向かってそびえる大王崎。昔から「伊
勢の神崎、国崎の鎧、波切大王なけりゃよい」と唄
われていたほどの海の難所となっていました。そし
て、大王岩には「だんだら法師」という鬼が住みつき、
沖合を通る船を誘い寄せ沈めたという伝説がありま
す。三重県の無形文化財に指定されている神事「わ

らじ曳き」は、長さ 3ｍもの大わらじを作って海に流し「だんだら法師」を驚か
せ海を鎮めるためのものといわれています。そして、灯台の設置については、大
正 2年のサンマ漁船遭難（死者51名）、ついで大正 6年には日本海軍巡洋艦「音羽」
が大王岩に激突、座礁したことから灯台建設に拍車がかかりました。しかし、灯
台建設はなぜかそれから約10年後の昭和 2年、灯台局直営で着工、同年10月 5 日
に点灯しました。円形白塗灯塔の下部は扇形の二階建付属舎をもつ、当時として
は斬新な設計でした。平成25年国の登録有形文化財に指定され、そして今年で点
灯から90年を迎え、さらには、9月に「わらじ曳き（わらじ祭り）」が行われます。
今年の夏はぜひ大王埼灯台へお出かけしてみてはいかがですか！

＊＊ 　概　 　要　 ＊＊
所 在 地 三重県志摩市大王町波切54
位 置 北緯34度16分34秒　東経136度53分58秒
灯質（光り方） 単せん白赤互光　毎30秒に白 1せん光、赤 1せん光
光度（光の強さ） 白光　250,000カンデラ　赤光 47,000カンデラ
光 達 距 離 白光18.5海里（約34キロメートル）　赤光17.5海里（約32キロメートル）
高 さ 地上～灯塔頂部　22.5メートル　　平均水面～灯火　45.53メートル
塗色・構造 白色　塔形　コンクリート造
灯 器 ＬＵ－Ｍ型灯器（Lighthouse Unite Metalhalidelamp）　
着 工 昭和 2年 5月16日（1927年）
竣 工 昭和 2年10月10日（1927年）
初 点 灯 昭和 2年10月 5 日（1927年）
参 観 開 始 昭和29年 9 月13日（1954年）
ア ク セ ス バス：近鉄鵜方駅～大王埼灯台　約30分

車：伊勢自動車道伊勢西ＩＣ～伊勢道路～国道167号～国道260号

今月は…

★ 大王埼灯台 ★

のぼれる灯台 introduction
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海上保安庁ファンです‼中に巡視
船の写真などもかざってあってと
てもわくわくしました‼

もうすぐ100年。がんばれ大王埼‼ 灯台に興味がもてて楽しかったです！

東京から来ました。海が少し荒れ
ていました。海上保安庁かっこよ
かったです。がんばってください！
いつか入ります‼

名古屋から夫婦で来ました。立て看
板のマップを見ると大王埼灯台が目
にとまり行くことにしました。想像
以上に美しい風景が、らせん階段の
上で待っていました。主人も（あま
り感動しない人が）満足していまし
た。来て良かったです‼

初めての伊勢・志摩です。青い海、緑の山々、自然いっぱいで素敵な場
所です。熊本地震で疲れた心身にちょっぴり安心と癒しを与えてもらい
ました。

どこまで登るのか
わからなかった。
でも、ついた時は
達成感あってきれ
いやった‼

徳島から灯台を見
に来ました！灯台
マニアにはたまり
ませんね。

フレネルレンズの仕組みが大変興味深く、勉強になりました。また、そのような工
夫のもと届けられる光にこれからも一層の感謝の念に絶えません。今回は本当に来
てよかったです。

自然条件の激しい場所にあり、活躍している様が展示されてあり勉強になりました。
灯台の仕組み、使用されている特殊レンズ等、普段知ることが出来ないことばかり。
勉強、勉強です。

風が強くて気持ちよかった。トンビもみたよ‼（資料館の）クイズ楽しかったな。
灯台はみんなの協力でできたと知って大切にしなきゃ‼と思いました。

灯台の技術を知ってすごいと
思いました。特に光り方や遠
くに届ける工夫は勉強になり
ました。

11歳で初めて灯台に来ました。大王埼
灯台にあるミュージアムで灯台の歴史
について色々なことが分かったので良
かったです。

♪大王埼灯台の思い出♪
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30年ぶりに来ました。当時付き合っ
ていた人と結婚し今日は家族で来ま
した‼

いつも主人が船から見ている灯台に来ました‼大王埼灯台の沖を通るたびに今日
を思い出してくれるかな♪日本の生活を支えてくれている船乗りさん達の安全を
いつ見守ってくれてありがとう‼

大王埼でプロポーズされて 8
年。ようやく赤ちゃんを授か
りました。生まれる前の最後
の 2 人での旅行で灯台に来ら
れてよかったです。次は 3 人
で来ます!!

私達家族は「大王（だいおう）」
という名前です！なので、こ
こに来られて嬉しい！良い思
い出になりました。

真珠婚式（結婚30年）を記念して私
のふるさと志摩に来ました。私たち
夫婦にとって良き日となりました。

暗いニュースが多いですが、この灯台のように光を放つよ
うな未来になる事を祈ります。

写真－ 2　第四等 2面フレネル式せん光レンズ
　1927年10月の点灯から2005年11月までの約
80年間使用していました。この灯器は現在、
大王埼の展示室にて展示しております。

写真－ 1　チャンス式石油蒸発白熱灯器
　点灯当初から、大王埼灯台で非常灯と
して使用されていました。（乙式600燭光
白熱灯）

昔の大王埼灯台
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第
　
八
　
章

　

給
仕
は
さ
っ
き
か
ら
客
の
前
に
赤
く
塗
っ
た
台
（
ロ
シ
ア
で

婦
人
が
足
を
の
せ
る
台
く
ら
い
の
大
き
さ
の
も
の
）
を
運
ん
で

い
る
。
丁
度
頭
の
高
さ
に
、
仰
々
し
く
台
を
持
ち
上
げ
客
の
も

と
に
歩
み
よ
り
、
膝
ま
ず
き
、
正
確
で
し
か
も
機
敏
な
動
作
で

客
の
前
に
音
も
立
て
ず
に
そ
れ
を
置
く
。
六
人
の
給
仕
が
並
ん

で
客
に
歩
み
寄
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
台
を
置
く
の
だ
が
、
だ
れ
も

側
の
者
に
触
れ
合
わ
な
か
っ
た
。

　

ど
の
台
に
も
、
コ
ー
ヒ
ー
茶
碗
程
の
大
き
さ
の
手
の
つ
い
て

な
い
木
製
の
塗
物
椀
が
所
せ
ま
し
と
並
べ
て
あ
る
。
ど
の
椀
も

日
本
渡
航
記
（
そ
の
13
）

徳
　
力
　
真
太
郎 

訳

同
じ
よ
う
な
木
製
の
皿
で
蓋
っ
て
あ
る
。
青
色
の
磁
器
の
茶
碗

も
あ
る
。
豆
が
入
っ
た
小
さ
な
鉢
が
あ
る
。
二
本
の
小
さ
な
棒

が
添
え
て
あ
る
。

─
─ 

フ
ー
ン
、
こ
れ
で
は
食
物
を
前
に
お
い
て
た
だ
眺
め
て
い

よ
、
と
言
う
も
ん
だ

二
本
の
白
い
す
べ
す
べ
し
て
、
先
の
あ
ま
り
尖
っ
て
い
な
い
編

針
の
よ
う
な
の
を
睨
ん
で
私
は
唸
っ
た
。
こ
れ
で
は
何
物
も
掴

む
こ
と
は
で
き
ま
い
。
ど
う
し
て
食
べ
る
の
か
？
隣
席
の
ウ
ン

コ
ー
フ
ス
キ
ー
も
同
じ
思
い
で
い
る
よ
う
だ
。
腹
の
虫
に
せ
き

た
て
ら
れ
た
の
か
、
二
本
の
棒
を
取
り
上
げ
た
も
の
の
、
浮
か

ぬ
顔
を
し
て
た
だ
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
。
全
権
達
は
こ
れ
を
見

て
笑
い
だ
し
た
が
、
や
が
て
食
事
を
始
め
る
た
め
に
棒
を
手
に

と
っ
た
。
そ
の
と
き
六
人
の
給
仕
が
ま
た
現
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
我
々
の
た
め
の
銀
の
匙
と
肉フ

ォ
ー
ク又

を
の
せ
た
盆
を
も
っ
て
い

る
。

─
─ 

貴
方
が
た
に
出
し
た
も
の
が
み
な
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
先
ず
私
達
が
食
べ
て
お
見
せ

帝
政
ロ
シ
ア
の
文
豪
が
見
た
日
本

連 

載
連 

載
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し
よ
う
。
ど
う
ぞ
椀
の
蓋
を
と
っ
て
お
あ
が
り
下
さ
い
。

さ
て
何
が
気
に
召
す
や
ら
…
…

と
、
老
人
が
言
う
。

─
─
エ
ー
ト
、
こ
の
椀
に
入
っ
て
い
る
の
は
何
か
ネ
？

蓋
を
開
い
て
み
て
私
は
隣
に
囁
い
た
。
椀
の
中
に
は
塩
気
の
な

い
煮
た
米
が
あ
る
。
全
然
味
が
な
い
、こ
ん
な
の
は
始
め
て
だ
。

そ
れ
に
パ
ン
が
つ
い
て
い
な
い
。

　

私
は
両
手
で
飯
の
茶
碗
を
し
ば
ら
く
持
っ
て
い
た
が
、
も
と

の
場
所
へ
置
い
た
。
次
の
椀
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
か
、
と
開

い
て
み
た
。
得
体
の
知
れ
ぬ
ス
ー
プ
み
た
い
な
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
匙
を
手
に
し
て
す
く
っ
て
味
わ
っ
た
。
う
ま
い
！
タ
ウ

ヂ
サ
に
似
た
野
菜
で
根
も
入
っ
て
い
る
。

─
─ 

日
本
で
は
す
べ
て
の
皿
の
お
菜
一
口
毎
に
飯
を
食
べ
ま

す
。
ど
な
た
か
皿
が
あ
け
ば
、
ど
う
ぞ
お
代
わ
り
を

と
、
二
人
目
の
全
権
が
言
っ
た
。
大
き
な
円
い
顔
の
、
上
向
き

加
減
の
ア
ラ
ビ
ア
人
の
よ
う
な
肉
厚
の
鼻
を
し
た
式
部
官
は
全

権
の
坐
っ
て
い
る
台
の
傍
ら
に
立
っ
て
、
目
配
せ
と
、
そ
れ
と

分
か
ら
ぬ
ぐ
ら
い
の
身
振
り
で
給
仕
た
ち
を
指
揮
し
て
い
る
。

栄
之
助
の
後
ろ
に
二
人
の
給
仕
が
踵
に
尻
を
く
っ
つ
け
て
坐
っ

て
い
る
。
一
人
は
や
か
ん

0

0

0

を
持
ち
、
も
う
一
人
は
熱
い
飯
の
入

っ
た
丸
櫃
を
持
っ
て
い
る
。

　

我
々
は
一
つ
の
椀
か
ら
他
の
椀
へ
と
あ
ち
こ
ち
匙
を
動
か
し

て
い
っ
た
。
時
々
お
互
い
の
間
で
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
。

─
─
こ
れ
を
食
べ
て
み
給
え

パ
シ
エ
ー
ト
は
誰
に
と
も
な
く
言
う

─
─ 

青
色
の
茶
碗
に
入
っ
て
い
る
え
び

0

0

の
サ
ラ
ダ
は
う
ま
い

よ
！

そ
れ
は
え
び
に
魚
の
白
子
か
、
或
は
魚
肉
を
摺
り
つ
ぶ
し
た
も

の
を
か
け
、
野
菜
を
添
え
た
も
の
だ
。

─
─ 

そ
い
つ
は
す
っ
か
り
平
ら
げ
た
よ
！
そ
れ
よ
り
君
は
そ
こ

の
生
魚
を
食
べ
た
か
い

─
─
い
や
、
そ
れ
は
ど
れ
だ
い

─
─
そ
れ
！
そ
こ
の
う
す
く
切
っ
て
あ
る
の
さ

─
─ 

え
っ
！
こ
れ
は
生
か
い
、
チ
ェ
ッ
、
知
ら
な
か
っ
た
。
も

う
半
分
食
べ
て
し
ま
っ
た

彼
は
顔
を
し
か
め
て
つ
ぶ
や
い
た
。

　

魚
肉
の
ス
ー
プ
の
椀
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
五
つ
目
か
六
つ
目

の
か
覚
え
て
い
な
い
が
、
椀
の
蓋
を
と
る
と
魚
の
切
れ
目
が
き

れ
い
に
澄
ん
だ
熱
湯
の
よ
う
な
汁
の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
。
こ

れ
は
多
分
魚
の
ス
ー
プ
で
あ
ろ
う
。
匙
で
四
度
程
す
く
っ
て
飲

ん
で
み
た
が
一
寸
も
う
ま
く
は
な
い
。
た
だ
の
熱
湯
以
外
の
何

物
で
も
な
い
。
私
の
隣
は
さ
っ
き
か
ら
し
き
り
に
棒
を
操
っ
て

食
物
を
は
さ
も
う
と
し
て
─
─
我
々
皆
が
そ
う
だ
が
─
─
再
三

ま
わ
り
の
日
本
人
を
笑
わ
し
て
い
る
。
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我
々
が
食
物
を
前
に
し
て
半
ば
奇
ら
し
げ
に
、
半
ば
疑
わ
し

げ
に
し
げ
し
げ
と
眺
め
。
恐
る
恐
る
口
に
入
れ
る
の
を
み
て
日

本
達
は
手
で
口
元
を
抑
え
て
笑
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
一
つ
二

つ
の
椀
の
も
の
を
試
食
し
た
後
は
、
も
う
そ
れ
が
何
で
あ
る
ぞ

と
考
え
る
こ
と
を
止
め
て
皆
平

ら
げ
た
。
匙
を
盛
に
運
ん
で
ど

ん
な
料
理
も
つ
つ
い
た
。
パ
ン

が
な
い
の
で
代
り
に
飯
を
時
々

ほ
ほ
ば
り
な
が
ら
。
魚
の
焼
い

た
の
や
牡
蛎
の
煮
た
も
の
─
─

牡
蛎
に
似
た
別
の
軟
体
動
物
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
─
─
が

ど
ん
な
か
始
め
て
知
っ
た
。
ゴ

シ
ケ
ビ
ッ
チ
は
な
ま
こ

0

0

0

が
あ
っ

た
と
言
う
。
そ
う
い
え
ば
黒
色

の
ぬ
る
ぬ
る
し
た
骨
っ
ぽ
い
も

の
が
あ
っ
た
が
、
何
物
か
知
ら

ず
に
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
何
か

甘
い
固
形
物
、
─
─
多
分
梨
で
あ
ろ
う
─
─
赤
い
甘
い
汁
を
か

け
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
口
に
入
れ
て
噛
ん
で
み
る
と
漬
物
の

塩
味
の
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
根
で
日
本
で
は
食
卓
の

塩
の
役
目
を
す
る
も
の
だ
。
青
色
の
磁
器
の
茶
碗
に
ど
ろ
ど
ろ

と
し
た
卵
の
よ
う
な
の
が
入
っ
て
い
る
。
人
蔘
の
煮
た
の
が
あ

る
。
熱
い
湯
の
中
に
鴨
の
肉
が
青
い
野
菜
と
一
緒
に
浮
ん
で
い

る
。

　

各
人
の
食
台
の
向
う
に
な
お
一
つ
台
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
は
頭
と
尾
を
上
方
へ
向
け

た
一
尾
の
焼
き
魚
が
載
っ
て
い

る
。
最
初
か
ら
私
は
そ
れ
を
手

近
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
考
え
て

い
た
の
で
、
手
を
延
そ
う
と
構

え
る
と
、
こ
れ
を
見
て
二
番
目

の
全
権
が
注
意
を
し
た
。

─
─ 

日
本
で
は
こ
の
魚
は
正
餐

の
際
に
は
い
つ
も
出
る
も

の
で
す
が
、
そ
の
場
で
食

べ
る
も
の
で
は
な
く
、
後

刻
客
の
家
へ
菓
子
等
と
一

緒
に
送
り
届
け
る
の
で
す
。

こ
こ
に
、
其
の
場
で
実
際
に
食

べ
ら
れ
る
食
物
を
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
食

わ
な
い
の
か
？
こ
の
魚
は
、
私
に
と
っ
て
は
何
か
の
象
徴
に
し

か
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　

給
仕
が
順
次
に
客
の
前
に
来
て
手
を
差
延
べ
る
。
客
の
膳
か
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ら
空
に
な
っ
た
皿
を
運
び
去
っ
た
。
何
か
別
の
も
の
を
持
っ
て

く
る
の
か
と
思
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
彼
が
持
っ
て
来
た
も

の
を
み
る
と
全
く
同
じ
食
物
だ
。
し
ば
ら
く
は
躊
躇
し
た
が
、

再
び
ス
ー
プ
に
手
を
つ
け
、
ま
た
煮
魚
の
始
末
に
か
か
ろ
う
と

し
た
が
、私
の
隣
人
は
食
事
を
や
め
た
の
で
私
も
て
を
お
い
た
。

　

我
々
が
食
事
を
し
て
い
る
様
を
見
て
主
催
者
達
は
非
常
に
満

足
げ
な
面
持
ち
で
あ
っ
た
。
老
人
は
目
も
と
に
愛
想
を
た
た
え

て
我
々
を
順
次
に
眺
め
、
私
の
隣
り
が
苦
労
を
し
な
が
ら
も
箸

を
動
か
し
て
食
事
を
し
て
い
る
の
を
見
て
無
邪
気
に
笑
っ
た
。

　

食
事
の
終
り
の
頃
に
給
仕
が
湯
気
の
た
っ
て
い
る
や
か
ん

0

0

0

を

捧
げ
て
現
れ
た
。
今
度
は
何
が
出
る
か
と
我
々
は
好
奇
の
目
を

向
け
た
。

─
─
さ
て
、
今
度
は
酒
に
い
た
し
ま
し
ょ
う

と
老
人
が
言
う
と
、
給
仕
達
は
赤
塗
の
平
ら
な
椀
に
熱
い
飲
み

物
を
注
い
だ
。
我
々
は
皆
そ
れ
を
飲
ん
だ
。
以
前
に
艦
へ
食
糧

を
運
ん
で
き
た
と
き
に
壺
に
入
れ
て
酒
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が

あ
っ
て
、
日
本
の
酒
は
我
々
の
嗜
好
に
合
わ
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
い
ま
こ
こ
に
出
さ
れ
て
い
る
酒
は
そ
れ
よ
り
数
等
上

級
の
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
分
は
弱
く
気
の
抜
け
た
ラ
ム

酒
に
似
て
い
る
。
日
本
酒
は
米
か
ら
造
る
蒸
留
酒
に
再
び
水
を

割
っ
た
も
の
で
あ
る
。我
々
が
次
の
杯
を
断
わ
ろ
う
と
す
る
と
、

老
人
は
、
日
本
の
習
慣
で
は
酒
は
三
杯
飲
む
べ
き
も
の
だ
と
説

明
し
た
の
で
三
杯
飲
み
、
全
権
達
も
同
じ
だ
け
杯
を
重
ね
た
。

我
々
が
食
事
中
に
も
絶
え
ず
熱
い
飯
が
つ
ぎ
足
さ
れ
た
。

　

雨
の
後
に
ま
た
湯
気
の
た
っ
て
い
る
や
か
ん

0

0

0

が
運
ば
れ
て
き

た
。
ま
た
酒
を
も
っ
て
き
た
か
と
思
っ
た
が
、
老
人
は
、
熱
い

湯
を
お
飲
み
に
な
ら
ぬ
か
、
と
す
す
め
る
。
こ
れ
は
何
の
冗
談

だ
ろ
う
？
熱
湯
を
御
馳
走
と
で
も
考
え
て
い
る
の
か
！

─
─
い
や
、
欲
し
く
な
い

と
答
え
た
も
の
の
私
は
考
え
た
。
日
本
の
食
事
を
す
る
以
上
す

べ
て
日
本
式
に
や
ら
ね
ば
な
る
ま
い
と
。
結
局
、
そ
の
熱
湯
を

飲
ん
だ
が
、
日
本
式
食
卓
に
あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
何
の

変
哲
も
な
い

─
─
飯
に
湯
で
も
か
け
て
食
べ
ら
れ
て
は
如
何
？

と
老
人
は
す
す
め
る
。「
欲
し
な
い
！
」
と
答
え
た
。
そ
の
間

に
二
人
の
全
権
は
茶
碗
に
熱
湯
を
注
ぎ
飲
み
ほ
し
て
、
食
事
を

す
る
と
喉
が
渇
く
の
で
と
言
っ
た
。

　

座
の
主
人
達
は
非
常
に
愛
想
よ
く
我
々
を
も
て
な
す
。
も
う

読
者
諸
君
に
彼
等
の
名
前
を
告
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
老

人
は
、
筒
井
肥
前
守
様
と
い
う
。
次
席
全
権
は
川
治
左
衛
門
守

…
…
否
、
守
で
は
な
く
丞
だ
、
左
衛
門
丞
様
で
あ
る
。
守
も
丞

も
同
じ
位
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
三
席
は
荒
尾
土
佐
守
様
、
四

席
は
…
…
忘
れ
た
、
後
で
書
く
こ
と
に
す
る
。
つ
い
で
に
言
う

が
、
後
の
二
人
の
全
権
は
た
だ
威
厳
を
加
え
る
た
め
の
数
と
し
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て
列
席
し
て
い
る
だ
け
で
、実
際
は
た
だ
頭
を
垂
れ
て
坐
っ
て
、

黙
っ
て
上
席
の
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
る
─
─
或
は
全
然
聞
い

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
─
─
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。

　

食
事
の
後
に
何
か
独
特
の
香
り
の
す
る
茶
が
出
さ
れ
た
。
茶

碗
の
中
を
見
る
と
底
に
丁
子
の
芽
が
こ
ろ
こ
ろ
し
て
い
る
。
何

と
い
う
粗
暴
さ
だ
！
茶
の
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
─
─

　

老
人
は
終
始
、
親
し
げ
な
眼
差
で
我
々
を
眺
め
、
に
こ
や
か

に
笑
み
を
浮
べ
我
々
を
も
て
な
し
て
い
た
が
、
口
を
も
ぐ
も
ぐ

さ
せ
な
が
ら
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
話
し
出
し
た
。

─
─
我
々
は
何
百
里
と
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
し
、
諸

氏
は
何
千
里
の
彼
方
か
ら
遥
々
来
ら
れ
た
。
お
互
い
に
こ
ん
な

に
も
離
れ
て
住
ん
で
お
り
今
日
ま
で
見
も
知
り
も
し
な
か
っ
た

も
の
が
、
今
こ
こ
で
知
り
合
い
、
一
堂
に
坐
し
て
語
り
合
い
、

食
事
を
共
に
し
て
い
る
。
何
と
奇
妙
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
何

と
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
か
！

　

我
々
一
同
は
こ
の
心
の
こ
も
っ
た
感
情
の
表
明
に
対
し
て
、

感
謝
す
る
に
も
言
葉
が
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。
我
々
も
全
権
達

と
身
近
に
座
し
て
、
同
じ
よ
う
な
感
慨
に
耽
っ
て
い
た
と
こ
ろ

だ
っ
た
の
だ
。
手
厚
い
も
て
な
し
に
感
謝
し
、
日
本
の
食
事
の

勝
れ
て
い
る
こ
と
を
称
賛
し
た
。私
が
特
に
気
付
い
た
こ
と
は
、

食
物
の
う
ち
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
と
よ
く
似
た
も
の
が
あ

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
人
は
、
他
の
正
し
い
秩
序
を
も
っ
た

国
民
と
等
し
く
、
調
理
を
決
し
て
軽
く
見
て
い
な
い
こ
と
を
知

っ
た
。
実
際
、
白
い
ソ
ー
ス
を
か
け
た
魚
の
料
理
は
世
界
中
何

処
へ
出
し
て
も
立
派
な
も
の
だ
と
思
う
。
た
だ
そ
れ
に
パ
ン
が

添
え
て
あ
れ
ば
満
腹
す
る
ま
で
食
べ
ら
れ
た
の
だ
が
、
パ
ン
な

し
で
は
、
お
か
し
な
こ
と
に
腹
が
い
っ
ぱ
い
か
ど
う
か
自
分
で

分
ら
な
い
、
そ
の
く
せ
も
う
食
べ
る
気
が
し
な
い
の
だ
。

　

食
事
の
後
は
午
睡
す
る
い
つ
も
の
慣
わ
し
と
違
っ
て
、
こ
の

日
は
色
々
と
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

嘗
て
日
本
人
の
食
事
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
を
読
ん
だ
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
彼
等
が
ひ
ま
し

0

0

0

油
を
つ
か
っ
て
調
理
す

る
と
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。

日
本
で
は
一
般
に
植
物
油
は
稀
に
し
か
使
わ
な
い
し
、
そ
れ
も

野
菜
の
料
理
に
限
ら
れ
て
い
る
。そ
の
他
の
も
の
は
焼
い
た
り
、

酒
と
醤
油
を
混
ぜ
た
水
の
中
で
煮
た
り
す
る
。
後
に
主
人
達
に

言
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
人
は
極
東
の
諸
国
民
の
う
ち
で

は
、
生
活
の
智
慧
と
道
徳
で
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
従
来
ロ
シ

ア
で
は
思
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
日
本
に
関
し
て
書

物
か
ら
の
知
識
で
あ
る
が
、我
々
は
日
本
に
来
て
実
際
を
見
て
、

そ
の
正
し
い
こ
と
を
認
め
た
。

　

午
餐
は
終
わ
っ
た
。
食
卓
が
片
付
け
ら
れ
、
五
分
程
た
つ
と

茶
と
、
我
々
に
既
に
馴
染
み
の
箱
に
入
っ
て
菓
子
が
運
ば
れ
て

き
た
。
竹
の
枝
を
型
ど
っ
た
氷
菓
子
や
、
ハ
ー
ト
型
、
魚
の
形
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の
菓
子
は
日
本
の
テ
ー
ブ
ル
の
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
（
始
め
と

終
わ
り
の
意
）
で
、
上
は
貴
族
か
ら
下
は
貧
乏
人
ま
で
何
処
に

も
み
ら
れ
る
も
の
だ
。
そ
の
他
に
ザ
ラ
メ
砂
糖
や
米
粉
で
作
っ

た
菓
子
の
入
っ
た
壺
が
出
た
。

　

デ
ザ
ー
ト
が
終
わ
り
片
付
け
ら
れ
た
と
き
、
提
督
は
、
そ
の

目
的
の
た
め
に
渡
米
し
た
用
件
に
関
し
て
二
つ
の
質
問
を
全
権

に
提
示
し
、
な
お
即
日
に
そ
の
回
答
を
要
求
し
た
。
老
人
は
懐

中
か
ら
紙
の
束
を
取
り
出
し
、
そ
の
一
枚
を
丁
寧
に
め
く
っ
て

鼻
を
か
み
、
紙
屑
を
袂
に
入
れ
て
か
ら
、
言
葉
短
め
に
、

─
─
日
本
の
習
慣
で
は
初
対
面
の
席
で
は
、
客
を
も
て
な
す
儀

礼
上
、
用
談
は
避
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

と
返
答
し
た
。
提
督
は
こ
の
質
問
は
何
も
困
難
な
回
答
を
要
求

す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
諾
か
否
か
二
つ
の
言
葉
で
す
む
も

の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
お
互
い
の
間
に
結
ば
れ
た
親
睦
を
阻

害
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
応
え
た
。
我
々
が
見
た
と
こ

ろ
、
彼
等
は
要
件
の
話
を
面
倒
臭
が
っ
て
い
た
、
食
事
の
後
で
、

高
官
達
や
そ
の
他
の
役
人
達
は
、
言
葉
で
言
い
現
わ
せ
な
い
間

投
詞
を
発
し
、
唸
る
よ
う
な
声
が
部
屋
中
に
響
い
た
。
要
件
に

つ
い
て
の
話
を
す
る
の
が
作
法
に
か
な
わ
ぬ
と
言
い
な
が
ら
、

こ
の
無
作
法
さ
は
ど
う
だ
。

　

二
つ
の
質
問
の
件
は
翌
日
書
面
と
し
て
送
る
と
い
う
こ
と
に

提
督
は
同
意
し
た
。
が
そ
の
回
答
は
、
当
日
の
夕
刻
ま
で
に
必

ず
も
た
ら
す
こ
と
と
要
求
す
る
と
、
質
問
の
内
容
を
存
知
せ
ぬ

う
ち
に
何
と
し
て
そ
れ
を
約
束
で
き
る
か
と
反
対
し
た
が
、
結

局
、
若
し
出
来
る
な
ら
そ
の
よ
う
に
す
る
と
約
し
て
彼
等
と
別

れ
た
。

　

帰
り
は
、
よ
く
晴
れ
て
暖
か
い
日
光
を
浴
び
な
が
ら
、
往
き

と
同
じ
く
楽
隊
の
奏
す
る
響
き
に
つ
れ
て
フ
レ
ガ
ー
ト
艦
へ
帰

還
し
た
。

　

帰
途
船
着
場
へ
の
道
中
で
は
、
張
り
廻
ら
さ
れ
た
幕
の
向
う

に
、
狭
い
露
地
や
痩
せ
た
立
木
、
物
影
に
姿
を
隠
す
女
な
ど
が

目
に
つ
い
た
。

─
─ 

物
影
で
こ
そ
こ
そ
と
何
か
う
ま
く
や
っ
て
る
な
、
お
歯
黒

女
め
！

と
誰
か
が
言
う
。
黒
い
歯
を
し
て
い
る
の
は
す
っ
ぱ
い
葡
萄
を

食
べ
た
か
ら
だ
と
人
は
思
う
だ
ろ
う
。
実
際
女
達
は
真
っ
黒
な

歯
を
し
て
い
る
。
女
は
結
婚
す
る
と
或
る
物
質
で
歯
を
黒
く
染

め
る
の
だ
が
、
未
婚
の
女
は
自
然
の
白
い
歯
を
し
て
い
る
。

　

フ
ァ
ー
ジ
ェ
フ
も
従
卒
に
混
じ
っ
て
上
陸
し
た
が
、
前
よ
り

は
接
待
は
ま
し
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

─
─
お
前
達
に
は
何
が
出
た
の
だ

と
聞
い
て
み
た
。

─
─
赤
と
白
の
粥
で
、
吐
き
気
が
し
た
の
で
す
よ

─
─
そ
れ
は
ま
た
何
故
？
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─
─ 

魚
は
ま
る
で
ね
り
も
の
み
た
い
に
塩
気
も
な
く
、
そ
れ
に

パ
ン
無
し
で
は
ね

　

我
々
に
続
い
て
沢
山
の
日
本
の
舟

が
フ
レ
ガ
ー
ト
艦
に
来
た
。
上
級
役

人
は「
接
待
は
満
足
で
あ
っ
た
か
？
」

と
聞
く
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
口
実

で
、
彼
等
は
我
々
を
艦
に
見
送
り
、

帰
っ
て
か
ら
恙
な
く
フ
レ
ガ
ー
ト
艦

へ
送
り
届
け
ま
し
た
、
と
報
告
す
る

役
目
が
あ
る
の
だ
。
途
中
で
何
か
不

祥
事
が
起
こ
れ
ば
、
勿
論
見
送
ら
れ

る
側
の
我
々
の
責
任
で
防
止
す
る
べ

き
こ
と
で
は
な
い
が
、
彼
等
は
罰
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
一
時
間

後
に
は
船
室
は
折
箱
で
一
ぱ
い
に
な

っ
た
。
大
き
な
箱
に
は
食
卓
に
出
て

い
た
既
に
見
知
り
の
魚
が
入
っ
て
お

り
、
そ
の
他
に
甘
い
パ
ン
や
菓
子
の

入
っ
た
箱
が
あ
っ
た
。

─
─ 

そ
の
魚
は
あ
ち
ら
へ
持
っ
て
ゆ

け

と
フ
ァ
ー
ジ
ェ
フ
に
言
い
つ
け
た
。
夕
方
、
彼
に
何
処
へ
片
付

け
た
か
と
聞
く
と

─
─
友
達
と
一
緒
に
平
ら
げ
ま
し
た

と
言
う
。

─
─
ど
う
だ
、
う
ま
か
っ
た
か
？

─
─ 

嫌
な
臭
い
が
し
た
が
、
う
ま
か

っ
た
で
す

　

翌
日
、１
８
５
４
年
1
月
1
日（
注

ロ
シ
ア
の
旧
暦
、
日
本
旧
暦
で
は
12

月
15
日
）
栄
之
助
が
明
日
の
次
第
を

打
合
せ
る
た
め
に
来
船
し
た
。
我
々

が
皆
、
祝
日
の
盛
装
を
着
用
し
て
い

る
の
を
見
て
何
故
か
と
聞
く
。
彼
に

新
年
を
迎
え
た
の
だ
と
言
っ
た
ら
、

彼
は
祝
賀
を
述
べ
た
。
多
分
酒
好
き

だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
、
彼
に
シ
ャ

ン
パ
ン
を
出
す
よ
う
命
じ
た
。
栄
之

助
も
、
連
れ
の
二
人
の
役
人
も
顔
を

真
っ
赤
に
し
て
し
た
た
か
酔
払
っ

た
。
栄
之
助
は
英
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語

と
フ
ラ
ン
ス
語
に
長
崎
の
方
言
ま
で
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
酩
酊
を

詫
び
た
。
真
実
酔
っ
て
い
た
証
拠
に
は
犬
の
毛
皮
の
肩
衣
を
忘
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れ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
栄
之
助
は
シ
ャ
ン
パ
ン
の
飲
み
方
を
ア

メ
リ
カ
人
に
習
っ
た
そ
う
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
人
は
僅
か
6
日
間

し
か
滞
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
に
、
よ
く
も
早
く
覚
え

た
も
ん
だ
。

　

気
候
は
冷
涼
だ
。
い
ま
や
冬
の
最
中
と
い
う
が
気
温
は
た
か

だ
か
六
度
く
ら
い
。
空
は
よ
く
澄
ん
で
、
夜
は
明
る
い
夜
空
が

つ
づ
き
波
は
キ
ラ
キ
ラ
と
光
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
う
言

う
と
、
長
崎
は
気
候
の
点
だ
け
で
言
う
な
ら
世
界
中
で
一
番
恵

ま
れ
た
と
こ
ろ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
天
気
は
総
じ
て
穏

や
か
で
、
北
風
の
あ
る
と
き
は
清
澄
で
す
が
す
が
し
い
。
南
風

は
雨
を
伴
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
晴
天
が
多
か
っ
た
。

　

次
の
日
の
予
定
は
延
期
さ
れ
た
。
我
々
は
前
代
未
聞
の
こ
の

盛
儀
に
備
え
て
準
備
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
実
行
さ
れ
な
か
っ

た
の
だ
。
こ
の
儀
式
は
─
─
即
ち
日
本
の
制
度
、
そ
の
他
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
時
勢
の
前
に
そ
の
無
力
さ
を
証
明
す
る
重
大
な
出

来
事
で
あ
る
。

　

極
東
の
諸
国
民
─
─
特
に
日
本
人
は
久
し
く
我
々
と
交
際
を

浴
せ
ず
、
常
に
我
々
を
拒
否
し
て
、
住
む
世
界
を
異
に
し
て
き

た
で
は
な
か
っ
た
か
？
奉
行
は
我
々
を
そ
ん
な
態
度
で
、
言
え

ば
常
識
を
外
さ
れ
た
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
で
傲
然
と
我
々
に
応
対
し

た
。
そ
し
て
い
ま
や
四
人
の
遙
か
身
分
の
上
の
高
官
が
我
々
の

客
と
な
っ
て
自
分
で
艦
に
出
向
い
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
こ
ん
な
こ
と
は
恐
ら
く
日
本
の
歴
史
上
嘗
て
例
の
な
い
事

件
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
は
こ
れ
に
二
日
間
の
延
期
を
申
し
出
て

い
る
。
だ
か
ら
初
め
の
約
束
の
金
曜
日
で
な
く
日
曜
日
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
金
曜
日
は
日
本
人
に
は
何
か
の
祭

日
に
あ
た
る
と
言
う
。

　

な
お
、
こ
の
延
期
の
交
渉
中
の
途
中
で
、
萩
原
は
栄
之
助
を

伴
っ
て
礼
砲
の
件
で
談
じ
に
来
た
。
我
々
は
昨
日
の
経
験
の
際

に
も
日
本
側
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
何
か
異
見
が
出
る
か
と
実
は

期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
日
本
人
達
は
客
の
接
待
の
礼
儀
を
全

く
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
と
み
え
て
、
一
言
も
そ
れ
に
触
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
で
も
あ
ろ
う
、
い
ま
萩
原
は
奉
行
か
ら

の
苦
情
を
も
っ
て
や
っ
て
来
て
い
る
。
初
め
は
冗
談
を
言
っ
て

受
け
答
え
し
て
い
た
が
遂
に
一
言
彼
等
に
説
明
し
た
。

─
─ 

礼
砲
の
件
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
で
こ
れ
を
受
け
る
か
否

か
に
つ
い
て
前
も
っ
て
は
っ
き
り
言
わ
な
い
か
ら
、
我
方

で
は
こ
れ
を
承
諾
の
も
の
と
解
し
て
発
射
し
た
の
だ

す
る
と
、
今
後
は
砲
の
発
射
は
や
め
て
く
れ
と
懇
願
し
は
じ
め

た
。

─
─ 
全
権
が
礼
砲
の
発
射
を
好
ま
ぬ
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
を
行

う
理
由
が
な
い
か
ら
や
め
る
こ
と
に
し
よ
う

と
パ
シ
エ
ー
ト
が
言
う
と

─
─
好
み
ま
せ
ん
と
も
、
絶
対
に
！
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る
。
そ
の
繁
些
な
こ
と
、
面
倒
な
こ
と
、
─
─
こ
の
二
日
間
と

い
う
も
の
を
す
っ
か
り
つ
ぶ
し
た
。

　

こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
全
部
の
客
を
同
じ
部
屋
に
入
れ
、

一
つ
の
大
き
な
卓
に
坐
ら
せ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た

や
り
方
は
出
来
な
い
。
日
本
で
は
身
分
や
階
級
の
区
別
を
と
て

も
や
か
ま
し
く
言
う
の
で
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
却
っ
て

敵
を
つ
く
る
結
果
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
を
接
待
す
る

に
は
細
心
の
注
意
を
以
て
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国

で
は
、
礼
儀
作
法
を
習
う
こ
と
が
重
要
な
学
問
に
な
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
も
他
に
学
問
ら
し
い
も
の
が
な
い
為
で
あ
る
。

グ
ワ
リ
チ
エ
ー
リ
は
日
本
に
関
す
る
彼
の
著
書
の
う
ち
で
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
の
考
え
で
礼
儀
正
し
い
こ
と
は
日
本
で
は
無
作
法

で
あ
り
、
無
作
法
と
思
う
こ
と
が
日
本
で
は
礼
儀
に
か
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
と
注
意
し
て
い
る
。
例
え
ば
客
の
前
で
立
つ
の

は
無
礼
で
あ
り
必
ず
坐
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
尊
敬
の
印
に
帽
子
を
脱
ぐ
が
、
日
本
人
は
履
物
を
脱
ぐ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
外
出
す
る
と
き
に
外
套
を
着
る
が
、
日
本
人

は
巾
広
い
股
引
か
ス
カ
ー
ト
を
着
用
し
、
家
に
入
る
と
そ
れ
を

脱
ぐ
。（
艦
に
来
る
日
本
人
の
習
慣
も
変
化
し
た
の
か
？
）
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
の
好
む
麻
色
の
髪
や
白
い
歯
は
彼
等
は
嫌
が
る
。

日
本
で
は
女
は
歯
を
真
黒
く
す
る
し
、
髪
も
煤
の
よ
う
に
黒
く

な
け
れ
ば
、
真
黒
く
染
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
我
々
の
方
で
は
婦

と
力
を
入
れ
て
言
い
、
重
ね
て
気
遣
わ
し
げ
に
聞
く

─
─ 
仮
に
、
ま
た
別
の
提
督
が
来
る
か
予
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
従
っ
て
そ
の
時
に
礼
砲
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か

は
今
考
慮
す
る
こ
と
で
は
な
い

と
答
え
た
。

　

質
問
は
恐
ら
く
別
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
英
国
人
が
来
航
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
に
も
彼
等
は
、
我
々
に
次
い
で
他
の
国

が
通
商
を
要
求
し
て
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
危
惧
を
述
懐
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。

　

元
旦
の
夜
、
艦
で
既
に
就
寝
の
時
間
が
過
ぎ
て
か
ら
全
権
の

使
者
が
二
級
の
通
訳
庄
三
と
良
太
を
伴
っ
て
き
た
。
提
督
が
出

し
た
二
つ
の
質
問
の
回
答
を
も
た
ら
し
た
の
だ
。
パ
シ
エ
ー
ト

は
寝
て
い
た
の
で
私
が
甲
板
に
出
て
彼
等
を
迎
え
た
。
書
面
に

は
、
全
権
は
提
示
さ
れ
た
質
問
に
即
答
が
出
来
な
い
こ
と
と
な

れ
ば
全
権
は
ロ
シ
ア
国
の
書
簡
に
対
す
る
最
高
会
議
（
老
中
）

の
返
書
を
所
持
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
見
ら
れ
れ
ば
提
督
も

恐
ら
く
質
問
の
回
答
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
、
と
あ
っ
た
。
─
─
仕
方
が
な
い
待
つ
こ
と
に

し
よ
う
。

　

ロ
シ
ア
と
言
わ
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
艦
船
で
嘗
て
迎
え
た
こ
と

の
な
い
珍
客
を
受
け
い
れ
る
た
め
の
準
備
に
か
か
り
き
っ
て
い
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い
と
き
に
は
、
そ
ん
な
姿
勢
、
つ
ま
り
体
を
折
り
曲
げ
歩
き
な

が
ら
別
れ
て
い
る
。
日
本
人
の
召
使
い
達
は
体
を
前
に
屈
め
、

掌
を
膝
に
当
て
た
ま
ま
で
捌
け
て
い
る
。
そ
ん
な
恰
好
で
い
る

と
必
要
な
と
き
素
早
く
地
面
に
這
い
つ
く
ば
れ
る
か
ら
だ
。

　

身
分
の
高
い
者
の
面
前
で
は
、
日
本
人
は
咄
嗟
に
身
を
お
と

し
踵
に
尻
を
つ
け
地
面
に
頭
を
つ
け
て
お
辞
儀
を
す
る
。
全
権

自
身
さ
え
同
様
に
頭
を
床
に
つ
け
て
お
辞
儀
を
す
る
の
だ
。
四

人
の
全
権
は
い
ず
れ
も
頭
を
前
に
垂
れ
て
坐
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
も
習
慣
か
ら
で
、
自
分
よ
り
身
分
の
高
い
者
の
前
に
出
れ
ば

身
を
突
き
伏
せ
る
順
番
に
な
る
の
だ
。
勿
論
、
長
崎
に
い
る
間

は
そ
ん
な
こ
と
を
練
習
す
る
必
要
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
し
か
し

江
戸
に
帰
れ
ば
ど
う
だ
か
？

�

（
以
下
次
号
）

人
の
魅
力
あ
る
場
所
（
或
る
人
達
は
そ
う
呼
ん
で
い
る
）
は
裕

や
か
な
ブ
ラ
ウ
ス
で
包
む
の
だ
が
、
日
本
の
女
は
反
対
に
強
く

緊
し
め
て
い
る
。
女
が
分
娩
の
と
き
、
我
方
で
は
母
親
や
嬰
児

を
温
か
い
湯
で
洗
う
（
多
分
そ
う
す
る
だ
ろ
う
）
が
、
日
本
で

は
冷
た
い
水
を
つ
か
う
。
ガ
リ
チ
エ
ー
リ
は
こ
ん
な
対
比
を
列

挙
し
た
の
な
ら
、
何
故
に
序
に
、
日
本
人
が
食
事
の
と
き
、
前

に
も
述
べ
た
よ
う
に
熱
い
湯
を
飲
む
が
、
我
々
は
冷
た
い
水
を

飲
む
こ
と
も
書
か
な
か
っ
た
か
。
或
は
、
こ
れ
は
近
頃
の
日
本

人
が
そ
う
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

す
べ
て
が
こ
の
よ
う
だ
。
多
分
こ
ん
な
対
比
は
こ
の
他
に
い

く
つ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
私
は
日
本
人
が
体
を
真
直
ぐ

に
伸
ば
し
て
立
っ
て
、
歩
い
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

必
ず
い
つ
も
前
屈
み
に
な
り
両
手
を
前
に
構
え
、
又
は
膝
に
つ

い
て
、誰
か
に
頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

辺
り
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
見
廻
し
て
い
る
。
誰
か
自
分
と
同
輩
を

見
る
と
彼
は
す
ぐ
に
、
ま
る
で
足
が
あ
っ
て
申
し
訳
な
い
と
詫

び
て
で
も
い
る
よ
う
に
膝
を
屈
め
、
つ
い
で
体
を
二
つ
に
折
り

曲
げ
、
手
は
伸
ば
し
て
膝
に
く
っ
つ
け
て
、
お
辞
儀
を
す
る
。

そ
し
て
そ
の
姿
勢
で
数
秒
間
は
じ
っ
と
し
て
い
る
か
と
思
う
と

急
に
体
を
伸
ば
し
、
ま
た
身
を
折
り
曲
げ
る
。
こ
う
し
て
少
な

く
と
も
三
回
或
は
そ
れ
以
上
繰
り
返
す
。
二
人
の
日
本
人
が
道

で
会
っ
た
り
す
る
と
き
に
は
、
止
ま
っ
て
話
を
す
る
こ
と
も
無
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燈
光
歌
壇

選

横　

浜　
　

宮　

田　
　
　

昭

○
夜
の
海
の
一
縷
の
明
か
り
燈
光
は
未
来
へ
通
じ
る
道
筋
照
ら

す
○
練
習
船
の
熱
き
思
い
は
忘
れ
得
ず
野
島
埼
灯
台
レ
ン
ズ
の
火

照
り

○
潮
騒
の
志
摩
に
ゆ
っ
く
り
日
の
落
ち
て
安
乗
の
埼
に
明
か
り

の
点
る

○
幾
歳
月
な
め
ら
か
に
今
も
諳
ん
じ
る
灯
台
部
で
あ
り
し
過
ぎ

し
日
偲
ぶ

○
闇
の
夜
に
駆
け
る
カ
ン
デ
ラ
潮
騒
に
明
る
く
船
は
軌
道
を
正

す評　

灯
台
に
勤
務
し
灯
台
に
生
き
た
作
者
の
一
連
は
、実
体
験
が
綴

る
若
々
し
さ
に
溢
れ
る
。
ひ
と
筋
の
灯
光
は
細
く
て
も
未
来

に
通
じ
る
道
筋
を
照
ら
し
て
い
る
の
だ
、人
生
の
道
案
内
と
い

う
。
練
習
船
時
代
の
熱
き
思
い
が
、東
京
湾
を
出
て
野
島
埼
の

明
か
り
を
見
た
感
動
の
記
憶
が
レ
ン
ズ
の
火
照
り
で
あ
り
熱

き
血
潮
の
青
春
な
の
で
あ
る
。永
遠
の
灯
台
青
年
の
姿
を
見
る
。

葉　

山　
　

長　

島　

博　

子

○
お
得
意
の
ぬ
た
作
ら
む
と
わ
か
め
の
香
ま
と
ひ
し
友
の
は
ず

ん
だ
声
す

○
赤
々
と
咲
き
ほ
こ
る
花
ア
マ
リ
リ
ス
愛
で
た
る
人
は
家
族
い

と
し
む

○
書
の
ま
つ
り
筆
に
ぎ
り
し
め
目
光
ら
せ
名
を
書
き
終
え
て
子

ら
は
安
ら
ぐ

○
葉
ざ
く
ら
に
音
な
く
細
き
雨
の
降
り
連
休
明
け
の
朝
を
く
つ

ろ
ぐ

評　

一
連
の
作
品
は
明
る
く
暖
か
い
。
わ
か
め
の
香
り
を
ま
と
っ

た
友
の
は
ず
ん
だ
声
が
春
を
よ
び
こ
ん
で
く
る
。
書
の
ま
つ

り
の
作
品
を
一
生
け
ん
命
書
い
て
い
る
子
供
の
様
子
が
筆
に

ぎ
り
し
め
と
目
光
ら
せ
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
て
ほ
ほ
え
ま

し
い
。
下
句
に
子
供
の
安
ら
ぐ
姿
に
作
者
も
ほ
っ
と
し
て
い

る
様
子
が
見
え
る
。
葉
ざ
く
ら
に
音
も
な
く
降
る
雨
を
眺
め

て
く
つ
ろ
ぐ
、
連
休
明
け
の
朝
が
と
て
も
い
い
。
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近　

詠

桜　

沢　

つ
や
子

○
点
滴
の
針
が
な
か
な
か
入
ら
な
い
師
匠
呼
び
ま
す
と
青

年
走
る

○
雨
上
が
り
庭
の
楓
の
細
枝
に
今
朝
生
ま
れ
た
る
新
芽
が

匂
ふ

○
体
長
の
ち
が
ふ
雀
と
鵯
が
距
離
お
き
て
﨔
の
新
芽
啄
む

東　

京　
　

し
ら
た
き
よ
う
子

○
壁
越
し
に
声
降
り
注
ぐ
春
休
み
動
物
園
は
い
ま
花
ざ
か
り

○
咲
く
花
も
戦
車
も
雨
に
打
た
れ
を
り
土
浦
航
空
隊
予
科
練
あ

り
き

○
ワ
ン
ピ
ー
ス
バ
ッ
グ
に
似
合
は
む
動
物
園
の
オ
カ
ピ
ー
の
縞

に
見
と
れ
る

○
今
世
紀
最
大
の
取
り
組
な
ら
む
牛
久
大
仏
と
ゴ
ジ
ラ
の
戦
い

○
貴
女
へ
の
呪
文
を
筆
が
進
め
ゆ
く
女
は
黙
っ
て
二
百
枚
と
ぞ

評　

春
休
み
に
入
っ
た
上
野
動
物
園
の
壁
越
し
に
届
く
子
供
た
ち

の
歓
声
が
桜
の
開
花
と
共
に
春
を
盛
り
上
げ
る
。
七
つ
ボ
タ

ン
は
桜
に
錨
と
歌
わ
れ
た
予
科
練
の
二
首
目
は
戦
争
体
験
者

に
は
切
な
い
。
シ
ン
ゴ
ジ
ラ
の
背
丈
１
１
８
米
、
牛
久
大

仏
１
２
０
米
、
実
現
す
れ
ば
今
世
紀
最
大
の
取
り
組
み
と

な
ろ
う
た
の
し
い
一
首
。「
女
は
黙
っ
て
二
百
枚
」
書
家
な

ら
で
は
の
呪
文
の
効
果
は
。
書
に
か
ぎ
ら
ず
練
習
は
多
い
方

が
結
果
が
出
る
の
で
は
。

川　

崎　
　

吉　

田　

公　

一

○
妻
逝
き
て
一
人
暮
ら
し
の
良
薬
は
酒
少
々
に
肴
ほ
ど
ほ
ど

○
朝
夕
の
食
事
の
用
意
に
疲
れ
果
て
こ
の
世
の
慣
い
疎
ま
し
く

な
り

○
敬
老
の
倶
楽
部
で
仲
間
と
語
り
合
い
生
き
る
力
が
沸
き
て
く

る
な
り

○
体
操
の
動
き
に
慣
れ
し
こ
の
頃
は
歩
行
も
あ
わ
せ
て
楽
に
な

り
た
り

評　

実
感
の
実
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
作
品
で
す
。一
首
目
、色
々

や
っ
て
み
て
辿
り
着
い
た
境
地
と
言
う
感
じ
で
す
。
初
句
が

切
な
く
下
区
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
。
疎
ま
し
い
こ
と
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
三
首
目
、
下
の
句
「
生
き
る
力
が
湧
き
て
来

る
な
り
」は
明
る
く
前
向
き
の
作
者
が
み
え
て
た
の
も
し
い
。

体
操
も
健
康
体
操
、
リ
ハ
ビ
リ
体
操
と
沢
山
あ
っ
て
会
場
は

賑
や
か
、
歩
行
が
楽
に
な
る
こ
と
は
健
康
上
大
切
な
こ
と
で

読
ん
で
楽
し
い
作
品
で
す
。
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れ
て
細
く

な
っ
て
い

ま
し
た
。

「
4
年
が

限
界
で
す

ね
～
」
、

工
事
監
督

で
立
ち
会

っ
た
ベ
テ

ラ
ン
主
任

航
行
援
助

管
理
官
の

見
解
。
以

前
は
、
２

年
ご
と
の

交
換
で

も
、
吊
り

上
げ
る
と

全
体
に
カ

キ
や
海
藻

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で 

横
浜
港
を
頼
む
ぞ
！ 

～
横
浜
東
水
堤
灯
浮
標
～

　

２
月
の
冬
晴
れ
の
横
浜
港
で
、
ブ
イ
の
交

換
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
は
、
海

保
の
設
標
船
で
行
わ
れ
て
い
た
ブ
イ
の
交
換

作
業
は
、
今
で
は
す
べ
て
業
者
の
請
負
工
事

で
す
。
こ
の
日
交
換
さ
れ
た
横
浜
東
水
堤
灯

浮
標
は
、
横
浜
海
上
保
安
部
の
す
ぐ
近
く
に

あ
り
、
保
安
部
を
出
港
す
る
と
最
初
に
目
に

す
る
ブ
イ
で
す
。
元
々
防
波
堤
灯
台
が
あ
っ

た
場
所
に
、
防
波
堤
が
撤
去
さ
れ
、
変
わ
り

に
同
ブ
イ
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時

撤
去
さ
れ
た
灯
台
は
、
今
も
山
下
公
園
の
氷

川
丸
の
隣
で
、
横
浜
市
の
管
理
に
よ
り
保
存

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
ブ
イ
は
4
年

ご
と
に
交
換
さ
れ
て
い
ま
す
。
吊
り
上
げ
ら

れ
た
ブ
イ
は
、
ま
だ
使
え
そ
う
な
ぐ
ら
い
綺

麗
な
状
態
で
し
た
。
し
か
し
、
固
定
用
の
錘

と
ブ
イ
を
繋
ぐ
チ
ェ
ー
ン
（
鉄
鎖
）
は
、
摺

写
真
─
2
　
撤
去
移
設
さ
れ
る
旧
横
浜
東
水

堤
灯
台
（
昭
和
38
年
３
月
撮
影
）

写
真
─
1
　
交
換
さ
れ
る
横
浜
東
水
堤
灯
浮

標
（
平
成
29
年
２
月
撮
影
）

写真ー 3・ 4　台船上で横にされて交換を待つ横浜東水堤灯浮標
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次
に
交
換
さ
れ
る
の
は
4
年
後
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
翌
年
で
す
。
そ
れ
ま
で
に
、
こ

の
横
浜
港
も
新
東
京
マ
ー
チ
ス
の
発
足
や
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
伴
う
再
開
発
な
ど
更
に
大
き

く
変
わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

東
水
堤
の
ブ
イ
よ
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
終
わ
る
ま
で
横
浜
港
を
し
っ
か
り
見
守
っ

て
く
れ
よ
！

（
横
浜
海
上
保
安
部
交
通
課
）

が
び
っ
し
り
と
付
着
し
て
い
ま
し
た
が
、
塗

料
の
改
良
で
、
そ
れ
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。灯
器
は
電
球
式
か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
な
り
、

バ
ッ
テ
リ
ー
は
補
液
式
か
ら
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

フ
リ
ー
の
密
閉
式
に
変
わ
り
、
充
電
不
足
で

バ
ッ
テ
リ
ー
の
交
換
を
行
う
定
例
作
業
も
な

く
な
り
、
点
検
も
年
に
一
度
と
楽
に
は
な
り

ま
し
た
が
、
ブ
イ
へ
の
愛
着
や
思
い
入
れ
が

以
前
に
比
べ
自
然
に
薄
ら
い
で
い
く
こ
と
に

一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
こ
の
ブ
イ
が

「
第
16
回
芳は

や養
し
お
さ
い
ま
つ
り 

「
軽
ト
ラ
ッ
ク
市
」」で
海
難
防
止
啓
発
活
動

　

田
辺
海
上
保
安
部
で
は
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ

ー
ト
や
釣
り
な
ど
の
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
活
動

が
活
発
化
す
る
前
の
Ｇ
Ｗ
前
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
絞
り
、
地
元
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に

あ
わ
せ
海
難
防
止
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

4
月
15
日
（
土
曜
日
）
に
新
芳
養
漁
港
で

行
わ
れ
た
「
第
16
回
芳
養
し
お
さ
い
ま
つ
り

「
軽
ト
ラ
ッ
ク
市
」」
は
、
新
鮮
な
海
産
物
や

農
産
物
を
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
載
せ
て
直

接
販
売
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
当
日
は
風
が

強
く
出
漁
で
き
な
か
っ
た
た
め
メ
イ
ン
で
あ

る
地
元
芳
養
の
特
産
物
の
生
シ
ラ
ス
の
販
売

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
絶
好

の
行
楽
日
和
の
た
め
朝
か
ら
子
供
か
ら
お
年

寄
り
ま
で
た
く
さ
ん
の
来
客
者
が
あ
り
（
主

催
者
発
表
２
、０
０
０
人
）、立
ち
寄
っ
て
き
て

く
れ
た
方
へ
積
極
的
に
海
難
防
止
を
Ｐ
Ｒ
し

ま
し
た
。（
写
真
─
1
）

　

場
所
柄

南
海
ト
ラ

フ
地
震
へ

の
興
味
の

あ
る
方
も

い
ま
し
た

の
で
、
海

洋
情
報
部

か
ら
提
供

頂
い
た
３

Ｄ
海
図
や

田
辺
港
の

写真ー ５　交換された横浜東水堤灯浮標
（後方は横浜ベイブリッジ）

写真ー 1　啓発活動
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ー
ト
船
長
に
対
し
て
の
活
動
は
（
写
真
─

3
）、
手
馴
れ
た
海
上
安
全
指
導
員
に
積
極

的
に
呼
び
か
け
て
頂
き
、
我
々
が
つ
い
て
回

る
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

　

午
前
中
に
出
港
し
た
も
の
の
、
風
が
出
て

来
た
午
後
に
早
々
に
入
港
し
て
き
た
プ
レ
ジ

ャ
ー
ボ
ー
ト
4
隻
に
対
し
て
霧
海
難
防
止
、

自
己
救
命
策
確
保
及
び
小
型
船
に
対
す
る
遵

守
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

（
田
辺
海
上
保
安
部
交
通
課
）

津
波
防
災
情
報
図
の
説
明
を
し
ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
場
所
を
変
え
て
、
田
辺
市
に

あ
る
天
神
崎
の
磯
場
で
釣
り
中
の
方
に
対
し

て
救
命
胴
衣
の
重
要
性
を
説
い
て
回
る
と
と
も

に
（
写
真
─
２
）、
海
の
駅
で
は
、
プ
レ
ジ
ャ

ー
ボ
ー
ト
船
長
な
ど
に
対
し
て
海
上
安
全
指

導
員
と
一
緒
に
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
天
気
も
よ
く
お
年
寄
り
か
ら
子

供
ま
で
多
数
の
釣
り
客
が
い
る
天
神
崎
で

は
、
２0
名
に
対
し
て
自
己
救
命
策
確
保
の
説

明
を
実
施
し
ま
し

た
。
反
応
も
様
々

で
し
た
が
、
写
真

の
小
学
生
か
ら
は

救
命
胴
衣
の
効
果

が
ど
れ
く
ら
い
あ

る
の
か
逆
に
質
問

さ
れ
、
交
通
課
に

着
任
し
た
ば
か
り

の
新
人
も
少
し
戸

惑
う
程
で
し
た
。

　

海
の
駅
で
行
っ

た
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ

高
速
道
路
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
で
の 

Ｇ
Ｗ
安
全
推
進
活
動 

～
救
命
胴
衣
着
用
の
徹
底
の
呼
び
か
け
～

　

紀
伊
半
島
の
温
暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
る
田

辺
海
上
保
安
部
管
内
は
、
年
間
を
通
し
て
マ

リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
方
が
多
く
訪
れ
ま

す
。

　

田
辺
管
内
で
事
故
を
発
生
し
た
プ
レ
ジ
ャ

ー
ボ
ー
ト
の
船
長
の
住
所
と
定
係
場
所
を
調

写真－ 2　啓発活動 2

写真－ 3　啓発活動 3

写真－ 1　啓発活動 1
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衣
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
18
名
に
お
い
て

は
半
分
以
下
の
8
名
（
44
％
）
の
生
存
率
で

あ
る
の
対
し
て
、
救
命
胴
衣
を
着
用
し
て
い

た
15
名
に
お
い
て
は
1２
名
（
80
％
）
が
生
存

し
て
い
た
こ
と
。」
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
大

半
が
驚
い
た
表
情
を
浮
か
べ
、
救
命
胴
衣
の

購
入
に
つ
い
て
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け

ま
し
た
。

　

印
南
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
で
の
安
全
推
進
活

動
を
始
め
て
、
約
２
時
間
で
持
参
し
て
い
た

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
２
０
０
部
は
す
べ
て
配
布
し
、

無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

Ｇ
Ｗ
初
日
は
多
く
の
方
々
に
興
味
・
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
安
全
推
進
活
動
と
な

り
ま
し
た
。

（
田
辺
海
上
保
安
部
交
通
課
）

全
管
理
や
海
の
安
全
情
報
に
つ
い
て
説
明
す

る
と
、
早
速
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
取
り
出
し

て
海
の
安
全
情
報
を
調
べ
た
り
、
職
員
が
配

布
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
熱
心
に
読
み
、
説

明
に
対
し
て
も
興
味
を
持
っ
て
聞
い
て
い
ま

し
た
。（
写
真
─
２
）

　

ま
た
、
救
命
胴
衣
の
着
用
に
つ
い
て
も
、

釣
り
中
の
事
故
を
例
に
「
過
去
5
年
間
の
海

中
転
落
等
の
事
故
者
33
名
の
救
命
胴
衣
の
着

用
率
と
生
存
率
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
救
命
胴

べ
た
と
こ
ろ
、
船
舶
は
田
辺
管
内
に
係
留
し

て
い
る
も
の
の
、約
50
％
が
県
外
に
在
住
し
、

車
等
で
田
辺
管
内
に
訪
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
阪
和
自
動
車
道
印
南
サ
ー
ビ
ス

エ
リ
ア
で
Ｇ
Ｗ
安
全
推
進
活
動
を
行
い
ま
し

た
。

　

ま
た
、白
浜
温
泉
や
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ワ
ー

ル
ド
等
の
観
光
地
が
多
く
存
在
し
、
同
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
は
、
白
浜
方
面
へ
向
か
う
前
の

最
後
の
休
憩
場
所
と
な
っ
て
お
り
、
休
日
に

は
多
く
の
観
光
客
が
休
憩
に
訪
れ
る
こ
と
か

ら
、
広
く
一
般
の
観
光
客
に
対
し
て
も
、
併

せ
て
海
難
防
止
啓
発
を
行
い
ま
し
た
。（
写

真
─
1
）

　

平
成
２9
年
4
月
２9
日
は
、
Ｇ
Ｗ
初
日
に
ふ

さ
わ
し
い
晴
天
に
恵
ま
れ
、
安
全
推
進
活
動

を
開
始
し
た
午
前
8
時
に
は
、
す
で
に
印
南

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
は
多
く
の
観
光
客
で
賑
わ

い
、
次
か
ら
次
へ
と
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま

し
た
。

　

う
み
ま
る
が
、
小
さ
な
子
供
達
の
人
気
を

独
り
占
め
し
て
い
る
間
に
、
保
護
者
の
お
父

さ
ん
、
お
母
さ
ん
に
、
海
辺
で
子
供
へ
の
安

写真－ 2　啓発活動 2
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＝お詫びと訂正＝
　本誌 5月号に掲載いたしました、平成29年度収支予算書にについて、科目及び
金額に誤りがありましたので、ここにお詫びし訂正いたします。正しくは下記の通
りです。

平成29年度収支予算書（正）
  （単位：円）

科　　　　　目 29年度予算 28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 2,463,000 3,124,000 -661,000
特定資産受取利息 2,463,000 3,124,000 -661,000

～ ～ ～ ～

受取寄附金 148,215,000 144,000,000 4,215,000
受取寄附金 148,200,000 144,000,000 4,200,000
受取賛助寄附金 15,000 0 15,000
雑収益 1,923,000 1,857,000 66,000
受取利息 13,000 7,000 6,000
雑収益 1,910,000 1,850,000 60,000

経常収益計 178,970,000 175,890,000 3,080,000

平成29年度収支予算書（誤）
  （単位：円）

科　　　　　目 29年度予算 28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 2,463,000 3,124,000 -661,000
特定資産受取利息 2,463,000 3,124,000 -661,000

～ ～ ～ ～

受取寄附金 148,215,000 144,000,000 4,215,000
受取寄附金 148,200,000 144,000,000 4,200,000
雑収益 15,000 0 15,000
受取利息 1,923,000 1,857,000 66,000
雑収益 13,000 7,000 6,000

経常収益計 178,970,000 175,890,000 3,080,000



—  60  —

【応募期限】平成２９年９⽉２０⽇（⽔）必着
【テ ー マ】① 残波岬灯台：残波岬灯台が被写体に含まれ、残波岬の魅⼒を伝える作品

② 美 ら 海：読谷村周辺の海で働く人々、船舶、マリンレジャー等を題材とした美ら
海 魅⼒を伝 人 海 安全意識を気付か 作品

テーマ①：残波岬灯台
テーマ②：美ら海

（※掲載写真：平成２８年入賞作品）

○ 船舶事故
・船⻑は運航前に発航前点検を励⾏しましょう。
・⽔上オートバイ船⻑は遊具の曳航（トーイング）時は、プレーヤー、曳航ロー
プ等の監視を励⾏願います。ロープをインペラに絡ませる事故が多発しています。

海の魅⼒を伝え、人々の海での安全意識を気付かせる作品
【応募形態】プリントまたは画像データ
【応募方法】①作品のタイトル ②応募テーマ（残波岬灯台or美ら海） ③作品のコメント ④撮影場所

⑤撮影時期 ⑥⽒名 ⑦年齢 ⑧住所 ⑨連絡先（電話番号・E-mail）を応募⽤紙に記載し、
プリントの場合は作品の裏⾯に貼り付け、データの場合は添付し応募して下さい。

【応 募 先】持参又は郵送の場合：那覇海上保安部交通課あて
〒９００－０００１ 沖縄県那覇市港町４－６－５ ℡０９８－９５１－３８５５
Ｅメールの場合 zanpa-toudai@yomitan.jp

○ 海で遊ぶときは事前に天気（気象・海象）の情報を確認し、悪天候が予測
される場合は、 中止する勇気を持ちましょう。

○ 海浜事故
・ダイビングする際は器材の点検、体調管理の徹底、無理のない計画をお願いします。
・シュノーケリングでは、正しい技術の習得、ライフジャケットの着用をお願いします。

主催・共催：那覇海上保安部・読谷村
後 援：㈱FMよみたん、沖縄県、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、（公財）海上保安協会沖縄

地⽅本部、（公社）燈光会、（一社）読谷村観光協会、読谷村商⼯会（順不同）

※詳しくは、 でチェック！！那覇海上保安部 検索
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　空撮を趣味とされる丸屋空撮（ペンネーム）様から、ラジコンヘリ（マルチコプター）
で撮影された犬吠埼灯台をはじめ、著名な灯台の動画を改めて紹介させて頂きます。
　鳥になった気分で、白亜の灯台周辺の空中散歩を堪能ください。
　なお、燈光会ホームページでも紹介されていますので、併せてご覧ください。

記

灯台の貴重な空撮ビデオを紹介します

塩屋埼灯台

http://youtu.be/
aV1K7Uof9Wo

日立灯台

http://youtu.be/
cTcsxYIQv9E

犬吠埼灯台

http://youtu.be/
OhF6Eq9tk0w

勝浦灯台

http://youtu.be/
Sxnn6dxtxyo

野島埼灯台

http://youtu.be/
jgXAPWzGEjo

洲埼灯台

https://youtu.be/ 
CW6p_TOpUDQ

観音埼灯台

http://youtu.be/ 
GvG0B760kYs

湘南港灯台・江ノ島灯台

http://youtu.be/
dgx3lbx2mUk

城ケ島灯台

http://youtu.be/
tiZZxdNhzX0

剱埼灯台

http://youtu.be/
u81p7Q5ik-I

爪木埼灯台

http://youtu.be/
BM0RWtMr-mM

石廊埼灯台

http://youtu.be/
p4EGO2R_7wY

清水灯台

https://youtu.be/ 
8haa5tWEmJk

御前埼灯台

http://youtu.be/
uWCKfrhhwwI

大王埼灯台

https://youtu.be/
Pfe2eeomOm0

安乗埼灯台

https://youtu.be/ 
eo1AyvYQ1GQ
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応募先 

〒105−0003
東京都港区西新橋1−14−9

西新橋ビル3F　
　　公益社団法人　燈　光　会
　ＴＥＬ（03）3501−1054
　ＦＡＸ（03）3507−0727

応募方法  

◦作品は、未発表のオリジナル作品
に限ります。

◦サイズは、A３・B３又は八ッ切・
四ッ切の画用紙とします。

◦画材は、絵の具（水彩）、クレヨン、
パステル等消えにくい材料とし、
鉛筆や木炭等は除きます。

◦作品の裏面に次の事項を記入して
ください。

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

意ください。

賞 

海上保安庁長官賞：
賞状及び副賞（図書カード）

　　　　全作品から1名
金　賞：賞状及び副賞（図書カード） 
　　　　各部門から1名
銀　賞：賞状及び副賞（図書カード） 
　　　　各部門から2名
銅　賞：賞状及び副賞（図書カード） 
　　　　各部門から5名

発　表  

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

主催　公益社団法人 燈光会 　　　後援　海上保安庁 

灯台 のある風景  

応募資格応募資格応募資格 応募締切応募締切応募締切

❶ 応募者は、応募の時点で本募集要項に記載の諸条件に同意したものとします。
❷ 応募された作品は、応募を撤回された場合も含めてご返却いたしません。
❸ 応募作品の版権・使用権は、（公社）燈光会に帰属し、応募者の承諾を得ることなく発表、展示、印刷及び頒布する権利を有するものとします。
❹ 当会が実施する過去のコンテストにおいて入賞した作品及び当会以外が実施するコンテストに応募中の作品は、このコンテストに応募できません。

応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項応募上の注意事項

2017
募集要項

灯台絵画コンテスト灯台絵画コンテスト
テ ー マ

2016 海上保安庁長官賞　泉　優音
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