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「
原
爆
の
図
」
に
描
か
れ
た
焼
津
と
第
五
福
竜
丸

岡

村

幸

宣

一

描
か
れ
た
時
間
と
描
い
た
時
間

一
九
五
四
年
三
月
一
日
、
太
平
洋
ビ
キ
ニ
環
礁
に
お
け
る
米
軍
の
水
爆

実
験
に
よ
っ
て
、
静
岡
県
焼
津
市
の
マ
グ
ロ
漁
船
・
第
五
福
竜
丸
の
乗
組

員
二
三
人
が
被
爆
し
た
。
半
年
後
の
九
月
二
三
日
に
は
、
そ
の
う
ち
の
ひ

と
り
、
無
線
長
の
久
保
山
愛
吉
が
死
亡
し
た
。
こ
の
一
連
の
事
件
は
、
原

水
爆
の
も
た
ら
す
放
射
能
被
害
に
つ
い
て
、
社
会
的
に
大
き
な
関
心
を
呼

び
起
こ
し
た
。

一
九
五
〇
年
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
た
丸
木
位
里
、
赤
松
俊
子
（
の
ち
丸

木
俊
）
の
共
同
制
作
「
原
爆
の
図
」
は
、
第
七
部
《
竹
や
ぶ
》
の
公
開
（
一

九
五
四
年
五
月
「
第
一
回
現
代
日
本
美
術
展
」）
を
間
近
に
控
え
て
い
た
が
、

広
島
・
長
崎
に
続
く
「
第
三
の
被
爆
」
と
し
て
日
本
の
人
び
と
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
こ
の
事
件
、
そ
し
て
直
後
に
広
が
っ
た
原
水
爆
禁
止
運
動

に
相
対
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
五
五
年
六
月
の
「
第
三
回
ニ
ッ
ポ
ン
展
」
に
発
表
さ
れ
た
第
九
部

《
焼
津
》、
一
九
五
六
年
二
月
の
「
第
九
回
日
本
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
」
に

発
表
さ
れ
た
第
一
〇
部
《
署
名
》
は
、
広
島
の
原
爆
被
害

―
爆
風
、
熱

線
に
よ
る
身
体
的
損
傷
を
描
き
続
け
た
「
原
爆
の
図
」
連
作
に
お
い
て
、

一
見
、
唐
突
な
路
線
変
更
の
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
直
前
の
一
九
五
五
年
二
月
、「
第
八
回
日
本
ア
ン
デ
パ
ン

ダ
ン
展
」
で
発
表
さ
れ
た
第
八
部
《
救
出
》
の
左
隻
に
、
作
者
自
身
の
姿

も
含
め
て
後
か
ら
救
援
活
動
に
駆
け
つ
け
た
人
び
と
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、
変
化
の
予
兆
と
し
て
注
目
し
た
い
。
爆
風
、
熱
線
の
身
体
的

損
傷
を
描
き
続
け
た
「
原
爆
の
図
」
に
お
い
て
、
入
市
被
爆
者

―
残
留

放
射
能
の
影
響
を
受
け
た
人
た
ち
が
表
象
さ
れ
る
の
は
《
救
出
》
の
左
隻

の
み
で
あ
る
。
こ
の
絵
が
こ
の
時
期
に
構
想
さ
れ
た
こ
と
は
、
決
し
て
偶

然
で
は
な
い
は
ず
だ
。《
救
出
》
は
、
一
九
四
五
年
八
月
の
広
島
の
光
景
を

描
き
つ
つ
、
一
九
五
四
年
三
月
の
ビ
キ
ニ
事
件
以
後
の
問
題
意
識
に
立
脚

す
る
と
い
う
二
重
の
構
造
を
も
つ
絵
画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
〇
年
に
は
じ
ま
っ
た
初
期
の
「
原
爆
の
図
」
が
、
同
時
期
の
朝

鮮
戦
争
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
描
か
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
た
び

た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
国
内
巡
回
展
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
一
九
五
〇
年

夏
か
ら
五
三
年
夏
ま
で
の
三
年
間
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
朝
鮮
戦
争
の
交
戦

期
に
重
な
る
。
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つ
ま
り
「
原
爆
の
図
」
は
当
初
か
ら
、
一
九
四
五
年
八
月
の
広
島
を
主

題
に
し
て
描
き
な
が
ら
も
、
一
九
五
〇
年
代
と
い
う
描
か
れ
た
時
代
の
社

会
の
動
向
が
反
映
さ
れ
た
絵
画
だ
っ
た
。

絵
画
は
、
画
面
に
表
現
さ
れ
た
時
間
と
、
作
者
が
描
い
た
時
間
が
、
必

ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
画
面
に
描
か
れ
た
時
間
と
作

者
の
描
い
て
い
る
現
実
の
時
間
の
あ
い
だ
に
は
、
多
く
の
場
合
、
必
然
的

に
差
異
が
生
じ
る
。
そ
し
て
原
爆
の
図
第
九
部
《
焼
津
》
は
、
一
度
発
表

し
た
の
ち
に
加
筆
さ
れ
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
も
時
間
の
差
異
が
生
じ
、

そ
の
た
め
に
複
層
的
な
時
代
背
景
を
反
映
し
た
絵
画
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

二

一
九
五
五
年

―
焼
津
を
描
く

第
九
部
《
焼
津
》
は
、
ほ
か
の
「
原
爆
の
図
」
と
比
べ
て
、
作
者
自
身

の
言
及
は
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
な
か
で
は
、
俊
の
著
書
『
幽
霊

原

爆
の
図
世
界
巡
礼
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
）
に
お
け
る
次
の
回
想
が
、

も
っ
と
も
詳
し
い
。

九
部
は
「
焼
津
」
と
い
う
題
で
す
。
ビ
キ
ニ
で
水
爆
の
実
験
が
あ
り
、

日
本
人
漁
夫
が
死
の
灰
を
浴
び
、
そ
の
な
か
の
一
人
、
久
保
山
愛
吉
さ

ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
幾
度
か
、
焼
津
港
を
た
ず

ね
ま
し
た
。
富
士
を
背
に
、
静
か
な
入
江
の
焼
津
港
に
、
そ
ん
な
不
幸

が
お
と
ず
れ
た
と
も
思
え
ぬ
、
温
暖
な
豊
か
な
漁
港
で
し
た
。

わ
た
し
た
ち
は
、
さ
っ
そ
う
と
し
た
ゴ
ム
長
靴
ス
タ
イ
ル
の
女
た
ち

を
、
は
げ
し
い
思
い
の
母
と
子
を
描
き
ま
し
た
。
魚
河
岸
の
い
さ
ま
し

図１ 原爆の図第 9 部《焼津》（加筆前）1955 年

図２ 原爆の図第 9 部《焼津》（加筆後）
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い
に
い
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
い

て
、
は
ち
ま
き
姿
の
働
く
若
者

を
描
き
ま
し
た
。
み
ん
な
並
ん

で
、
怒
り
の
目
で
は
る
か
ビ
キ

ニ
を
眺
め
、
悲
し
み
と
不
安
の

福
竜
丸
の
帰
り
を
待
つ
群
像
と

し
た
の
で
す
。
半
分
に
は
富
士

と
、
太
平
洋
を
描
き
ま
し
た
。

富
士
を
描
い
て
み
て
、
ど
う
も

落
ち
つ
き
が
わ
る
い
の
で
す
。

日
本
の
山
、
富
士
は
、
わ
が
民

族
の
誇
り
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。
美
し
い
山

な
の
で
す
の
に
妙
な
思
い
が
残

る
の
で
す
。
日
の
丸
と
同
じ
よ

う
に
、
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
、

富
士
を
か
か
げ
て
侵
略
戦
争
を

や
ら
さ
れ
た
、
虐
殺
の
言
い
わ

け
に
富
士
を
讃
美
し
た
。
山
に

は
罪
が
な
い
で
し
ょ
う
に
。

あ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
焼
津

に
描
き
込
ん
だ
富
士
を
消
し

て
、
福
竜
丸
を
描
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
な
ん
と
な
く
落
ち

つ
き
の
わ
る
い
よ
う
な
作
品
で

す
。（
中
略
）
被
爆
し
た
、
や
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
ば
か
り
で
は
い
け

な
い
。
怒
り
を
描
か
ね
ば
、
抵
抗
を
描
か
ね
ば
、
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

思
い
の
方
が
先
に
走
っ
て
、
筆
が
つ
い
て
い
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

こ
の
回
想
に
あ
る
よ
う
に
、
当
初
《
焼
津
》
に
は
、
右
隻
に
富
士
山
と

海
が
、
左
隻
に
「
福
竜
丸
の
帰
り
を
待
つ
群
像
」
が
描
か
れ
た
（
図
１
）。

し
か
し
、
現
在
の
《
焼
津
》
は
、
当
初
は
一
九
名
だ
っ
た
群
像
が
四
三
名

と
二
倍
以
上
の
人
数
に
増
え
、
富
士
山
で
は
な
く
第
五
福
竜
丸
の
船
影
が

幻
の
よ
う
に
宙
に
浮
か
ん
で
い
る
（
図
２
）。
加
筆
の
理
由
に
つ
い
て
小
沢

節
子
は
、「
こ
の
絵
の
富
士
山
は
、
一
九
五
五
年
当
時
の
丸
木
夫
妻
の
、
そ

し
て
こ
の
絵
を
原
水
爆
禁
止
を
訴
え
る
平
和
の
施
設
と
し
て
世
界
に
向
け

て
送
り
出
そ
う
と
し
た
人
び
と
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
心
情
を
体
現
し
、
そ
し

て
、
そ
う
し
た
心
情
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
批
判
と
作
者
自
身
の
反
省
に

よ
っ
て
絵
の
な
か
か
ら
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
」（『「
原
爆
の
図
」
描
か
れ
た
〈
記

憶
〉、
語
ら
れ
た
〈
絵
画
〉』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

実
際
、
同
時
代
の
評
論
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
積
極
的
に
評
価

し
た
例
は
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
作
者
自
身
も
決
し
て
満
足
で
き

る
絵
画
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
後
に
一
時
的
に
画
集
か
ら
削
除
さ
れ
た
こ

と
か
ら
も
窺
え
る
。

当
時
の
位
里
と
俊
は
、「
原
爆
の
図
」
を
発
表
し
て
全
国
巡
回
展
を
成
功

さ
せ
、
一
九
五
三
年
か
ら
は
初
期
三
部
作
の
海
外
巡
回
も
は
じ
ま
っ
て
い

た
。
隆
盛
し
つ
つ
あ
っ
た
原
水
爆
禁
止
運
動
を
芸
術
家
と
し
て
背
負
う
立

場
だ
と
い
う
自
覚
を
、
と
り
わ
け
俊
は
強
く
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
焼
津
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
、
俊
は
「
わ
た
し
た

図３ 俊スケッチ No.324 焼津港図４ 旧焼津港（『焼津漁業史』より）
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ち
は
、
幾
度
か
、
焼
ね
ち
は
、
幾
度

ち
は
、
幾
度
か
、
焼
津
港
を
た
ず
ね
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、『
丸
木

位
里
画
文
集

流
々
遍
歴
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
で
位
里
は
焼
津
に

つ
い
て
一
切
触
れ
て
お
ら
ず
、
初
め
て
焼
津
を
訪
れ
た
の
が
い
つ
だ
っ
た

か
、「
幾
度
か
」
の
訪
問
が
実
際
に
何
度
だ
っ
た
の
か
は
、
現
時
点
で
確
認

で
き
な
い
。

た
だ
し
、
俊
が
生
涯
に
残
し
た
一
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
ス
ケ
ッ
チ
は
遺

族
の
丸
木
ひ
さ
子
の
も
と
に
現
存
し
、
そ
の
な
か
に
、
一
九
五
五
年
五
月

に
焼
津
を
描
い
た
六
点
の
鉛
筆
ス
ケ
ッ
チ
が
確
認
で
き
る
。

俊
の
ス
ケ
ッ
チ
に
は
通
し
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
３
２
４
番
の
ス

ケ
ッ
チ
（
図
３
）
は
、
当
時
の
焼
津
港
の
第
一
船
渠
西
岸
壁
を
描
い
て
お

り
、
右
下
に
「
焼
津
港

１
９
５
５
・
５
・
２
７
」
と
い
う
書
き
込
み
が

あ
る
。
停
泊
す
る
漁
船
の
奥
に
は
、
一
九
五
四
年
六
月
に
完
成
し
た
ば
か

り
の
、
か
ま
ぼ
こ
型
の
屋
根
が
特
徴
的
な
魚
市
場
が
見
え
、
左
端
に
は
一

九
五
三
年
一
〇
月
完
成
の
砕
氷
塔
も
描
か
れ
て
い
る
。
魚
市
場
は
老
朽
化

の
た
め
二
〇
〇
七
年
に
解
体
さ
れ
て
新
港
へ
移
転
し
た
が
、『
焼
津
漁
業
史
』

（
焼
津
漁
業
協
同
組
合
、
一
九
六
四
年
、
非
売
）
に
掲
載
さ
れ
た
昔
の
魚
市
場

の
写
真
（
図
４
）
は
、
俊
の
ス
ケ
ッ
チ
と
ほ
ぼ
同
じ
角
度
か
ら
撮
影
さ
れ

て
い
て
、
往
時
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
２
５
番
の
ス
ケ
ッ
チ
（
図
５
）
に
は
「
焼
津
港
に
て
」
と
い
う
書
き

こ
み
が
あ
り
、
金
毘
羅
丸
、
海
王
丸
と
い
う
文
字
の
見
え
る
漁
船
が
描
か

れ
て
い
る
。

３
２
６
番
の
ス
ケ
ッ
チ
（
図
６
）
に
は
、
く
つ
ろ
い
だ
表
情
の
四
人
の

若
い
漁
師
が
船
上
に
描
か
れ
て
い
る
。「
焼
津
港

洗
た
く
日
和
」
と
い
う

書
き
込
み
が
あ
る
と
お
り
、
左
側
に
立
っ
て
い
る
ふ
た
り
の
漁
師
は
洗
濯

図５ 俊スケッチ No.325 焼津港にて図６ 俊スケッチ No.326 焼津港

図７ 俊スケッチ No.327 焼津港図８ 焼津新港より 2022 年 11 月撮影
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も
の
を
干
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ

ろ
う
。
３
２
７
番
の
ス
ケ
ッ
チ

（
図
７
）
は
、
海
上
に
浮
か
ぶ
帆

つ
き
の
小
舟
が
描
か
れ
て
お
り
、

「
焼
津
港
」
と
書
き
込
み
が
あ

る
。
小
舟
の
背
後
に
見
え
る
の

は
、
焼
津
の
漁
師
の
信
仰
の
対

象
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在

で
あ
る
当
目
山
（
虚
空
蔵
山
）
で
、

山
麓
に
は
小
さ
く
漁
村
（
久
保
山

の
生
家
や
、
彼
の
墓
碑
の
建
つ
弘

徳
院
の
あ
る
浜
当
目
）
の
集
落
も

描
か
れ
て
い
る
。
右
手
に
は
伊

豆
半
島
の
山
な
み
を
臨
み
、
そ

の
先
の
雲
の
向
こ
う
に
は
富
士

山
が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
旧
焼
津
港
か
ら
富
士

山
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
当
目

山
な
ど
近
く
の
山
の
影
に
隠
れ

て
し
ま
い
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の

よ
う
に
山
裾
ま
で
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
海
岸
線
に
沿
っ
て

南
へ
移
動
し
、
当
目
山
の
右
側

に
富
士
山
が
現
れ
る
角
度
に
立

つ
に
は
、
現
在
の
新
港
（
一
九
五

五
年
当
時
は
浜
で
あ
り
、
後
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
）
の
位
置
ま
で
数
百
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
図
８
）。

３
２
８
番
の
ス
ケ
ッ
チ
（
図
９
）
は
海
を
行
く
漁
船
が
描
か
れ
て
い
る
。

３
２
９
番
の
ス
ケ
ッ
チ
（
図

）
に
は
、
３
２
４
番
と
は
異
な
る
角
度

10

か
ら
第
一
船
渠
西
岸
壁
の
魚
市
場
と
砕
氷
塔
が
描
か
れ
、
裏
面
に
「
焼
津

魚
市
場
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
丹
念
な
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り
、
初
め
て
焼
津
を
訪
問
し
た
新
鮮

さ
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
く
な
る
が
、
ス
ケ
ッ
チ
の

日
付
は
一
九
五
五
年
六
月
一
二
日
に
原
爆
の
図
第
九
部
《
焼
津
》
が
発
表

さ
れ
る
直
前
だ
。
そ
し
て
《
焼
津
》
に
描
か
れ
た
漁
師
た
ち
の
姿
は
ス
ケ

ッ
チ
に
見
ら
れ
な
い
。《
焼
津
》
の
群
像
の
な
か
に
は
位
里
の
母
で
あ
る
丸

木
ス
マ
を
モ
デ
ル
に
し
た
女
性
像
（
左
端
か
ら
二
人
目
）
も
含
ま
れ
て
い
る

の
で
、
当
時
、
東
京
・
練
馬
区
に
あ
っ
た
位
里
と
俊
の
ア
ト
リ
エ
で
、
身

近
な
人
た
ち
を
中
心
に
、
築
地
な
ど
の
「
魚
河
岸
の
い
さ
ま
し
い
に
い
さ

ん
」
の
協
力
を
得
て
描
か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
加
筆
前
の
《
焼
津
》
の
右
隻
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
富
士
山
が

単
独
で
空
に
そ
び
え
る
雄
大
な
風
景
を
見
る
た
め
に
は
、
焼
津
港
か
ら
南

へ
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
小
川
港
よ
り
さ
ら
に
南
の
石
津
浜
の
周

辺
ま
で
移
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
俊
は
「
太
平
洋
」
と
書
い
て
い
る
が
正

確
に
は
駿
河
湾
の
対
岸
に
、
伊
豆
半
島
の
山
な
み
が
見
え
、
そ
の
上
に
富

士
山
が
雲
間
か
ら
頭
を
の
ぞ
か
せ
る
。

つ
ま
り
《
焼
津
》
に
描
か
れ
た
富
士
山
と
海
の
風
景
は
、
広
い
意
味
で

の
焼
津
の
象
徴
的
な
風
景
か
も
し
れ
な
い
が
、
焼
津
港
か
ら
直
接
見
え
る

風
景
と
は
言
え
な
い
の
だ
。
あ
ら
た
め
て
《
焼
津
》
の
画
面
を
確
認
す
る

と
、
焼
津
港
を
実
際
に
訪
れ
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
描
写
は
存
在
し
な
い

図９ 俊スケッチ No.328図10 俊スケッチ No.329 焼津魚市場



47

こ
と
に
気
づ
く
。
位
里
と
俊
が
《
焼
津
》
を
描
く
前
に
実
際
に
焼
津
港
を

取
材
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
焼
津
港
を
訪
れ
な
く
て

も
描
け
た
絵
画
だ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

二

一
九
七
〇
年

―
第
五
福
竜
丸
を
描
く

加
筆
前
の
《
焼
津
》
は
、
一
九
五
九
年
に
虹
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
画

集
『
原
爆
の
図
』
に
参
考
図
版
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
同
年
発
行
さ
れ

た
中
国
版
の
画
集
『
日
本
画
家
丸
木
位
里
・
赤
松
俊
子
作
品
選
集
』（
李
平

凡
編
、
人
民
美
術
出
版
社
）
に
は
四
三
人
に
加
筆
さ
れ
た
左
隻
の
み
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
七
年
に
田
園
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
画

集
『
原
爆
の
図
』
に
は
「
作
者
の
強
い
希
望
に
よ
り
」
掲
載
を
見
送
ら
れ

て
い
る
。
同
じ
経
緯
を
た
ど
っ
た
《
署
名
》
と
と
も
に
現
在
の
姿
の
《
焼

津
》
が
、
ほ
か
の
「
原
爆
の
図
」
と
同
じ
扱
い
で
画
集
に
掲
載
さ
れ
た
の

は
、
一
九
七
二
年
の
新
潟
Ｂ
Ｓ
Ｎ
美
術
館
「
原
爆
の
図
展
」
の
た
め
に
発

行
さ
れ
た
『
原
爆
の
図
』
画
集
で
あ
る
。

こ
う
し
た
履
歴
か
ら
推
考
す
る
と
、《
焼
津
》
の
右
隻
は
一
九
七
〇
年
前

後
に
決
定
的
な
加
筆
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一

九
六
八
年
三
月
一
〇
日
の
朝
日
新
聞
「
声
」
欄
に
、「
沈
め
て
よ
い
か
第
五

福
竜
丸
」
と
い
う
武
藤
宏
一
に
よ
る
投
書
が
掲
載
さ
れ
、
東
京
・
江
東
区

の
ご
み
処
分
場
だ
っ
た
「
夢
の
島
」
の
埋
立
地
の
海
で
廃
船
と
な
っ
て
放

置
さ
れ
て
い
た
第
五
福
竜
丸
の
存
在
が
再
び
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
タ
イ
ミ

ン
グ
と
も
一
致
す
る
。
一
九
六
九
年
に
立
ち
上
が
っ
た
第
五
福
竜
丸
の
保

存
運
動
は
、
一
九
七
六
年
の
都
立
第
五
福
竜
丸
展
示
館
の
開
館
へ
と
結
実

す
る
。
こ
の
時
期
に
《
焼
津
》
に
第
五
福
竜
丸
の
船
影
が
加
筆
さ
れ
た
の

は
、
こ
う
し
た
社
会
の
動
き
へ
の
応
答
と
い
え
よ
う
。

《
焼
津
》
の
右
隻
に
描
か
れ
た
第
五
福
竜
丸
の
船
影
が
、
観
る
者
に
不

自
然
な
印
象
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
も
し
地
面
あ
る
い
は

水
面
か
ら
空
に
浮
遊
す
る
船
を
見
る
な
ら
ば
、
見
上
げ
る
角
度
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
は
、
現
在
の
第
五
福
竜
丸
展

示
館
で
船
体
を
見
上
げ
れ
ば
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
（
図

）。
し
か
し
、
実
際

11

の
絵
は
、
船
が
空
に
浮
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
下
ろ
す
角
度
で

描
写
さ
れ
て
い
る
た
め
、
視
線
が
ち
ぐ
は
ぐ
に
感
じ
ら
れ
る
（
図

）。
お

12

そ
ら
く
船
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
東
京
湾
に
放
置
さ
れ
、
沈
み
か
け
た
姿
を
ス

ケ
ッ
チ
し
た
か
、
写
真
を
も
と
に
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
（
図

）。

13

位
里
と
俊
は
も
と
も
と
《
焼
津
》
の
で
き
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

第
五
福
竜
丸
の
存
在
が
再
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
そ
の
船
影
を
上
描

図12 第9部《焼津》 に描かれた第五福竜丸

図11 第五福竜丸展示館の展示風景
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き
し
た
の
は
、「
原
爆
の
図
」
と
し
て
《
焼
津
》
を
意
味
づ
け
な
お
す
行
為

で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

加
筆
の
時
期
を
示
す
絵
画
の
痕
跡
は
、
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
第
五
福
竜

丸
は
被
爆
後
、
東
京
水
産
大
学
（
現
・
東
京
海
洋
大
学
）
の
練
習
船
と
な
っ

て
「
は
や
ぶ
さ
丸
」
と
名
を
改
め
ら
れ
た
。
東
京
湾
で
再
発
見
さ
れ
た
際
、

当
初
は
船
体
に
「
は
や
ぶ
さ
丸
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
図

）、
一
九
七
〇

14

年
二
月
二
一
日
に
船
名
を
第
五
福
竜
丸
に
書
き
直
す
刻
銘
式
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
と
き
、
い
っ
た
ん
新
字
の
常
用
漢
字
「
竜
」
が
記
さ
れ
、
後
に
も
と

の
船
と
同
じ
旧
字
体
「
龍
」
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
位
里
と
俊
が
《
焼

津
》
に
描
い
た
第
五
福
竜
丸
を
見
る
と
、
船
体
に
は
新
字
の
「
竜
」
が
記

さ
れ
て
い
る
。

第
五
福
竜
丸
に
「
竜
」
の
字
が
記
さ
れ
て
い
た
時
期
は
長
く
な
い
か
ら
、

《
焼
津
》
の
加
筆
は
、
刻
銘
式
と
同
時
期
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
加

筆
は
一
九
七
〇
年
頃
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

当
時
は
一
九
六
四
年
の
原
水
爆
禁
止
運
動
の
分
裂
の
記
憶
が
生
々
し
く

残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
第
五
福
竜
丸
の
保
存
運
動
は
、
中
野
好
夫
、

三
宅
泰
雄
、
檜
山
義
夫
、
鈴
木
正
久
、
壬
生
照
順
、
畑
中
政
春
、
森
滝
市

郎
、
美
濃
部
亮
吉
と
い
う
肩
書
な
し
の
個
人
の
八
名
に
よ
っ
て
、
特
定
の

団
体
で
は
な
く
幅
広
く
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
位
里
と
俊
は
直
接
運
動
に
は

関
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
第
五
福
竜
丸
の
船
影
を
《
焼
津
》
の
画
面
に
加
筆

し
、
保
存
運
動
の
記
録
を
絵
画
に
残
し
た
。

《
焼
津
》
の
画
面
に
は
、
一
九
五
四
年
の
ビ
キ
ニ
事
件
を
主
題
に
し
て
、

事
件
直
後
の
人
び
と
の
不
安
や
怒
り
を
描
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
第
五
福

竜
丸
と
い
う
船
の
保
存
の
重
要
性
が
社
会
に
認
識
さ
れ
て
い
く
一
九
七
〇

年
前
後
の
時
間
も
重
ね
ら
れ
た
。
広
島
で
原
爆
ド
ー
ム
の
保
存
が
正
式
に

決
議
さ
れ
た
の
は
一
九
六
六
年
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
「
原
爆
の
図
」
を
保

存
展
示
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
原
爆
の
図
丸
木
美
術
館
が
開
館
し
た
の
も
、

一
九
六
七
年
だ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
、

ヒ
ト
の
語
る
記
憶
と
と
も
に
、
モ
ノ
が
伝
え
る
記
憶
を
保
存
す
る
方
向
へ
、

社
会
の
関
心
が
移
り
は
じ
め
た
時
期
で
も
あ
る
。《
焼
津
》
の
画
面
に
流
れ

る
複
数
の
時
間
か
ら
は
、
そ
う
し
た
時
代
の
変
遷
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

図

の
画
像
は
第
五
福
竜
丸
展
示
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り

11
図

、

の
画
像
は
『
第
五
福
竜
丸
は
航
海
中

ビ
キ
ニ
水
爆
被
災
事

13

14

件
と
被
ば
く
漁
船

年
の
記
録
』（
公
益
財
団
法
人
第
五
福
竜
丸
平
和
協
会
編

60

・
発
行
、
二
〇
一
四
年
）
よ
り

図14 「はやぶさ丸」1968年頃

図13 刻銘式後の「第五福竜丸」1970年


