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今
か
ら
70
年
前
の
１
９
５
４
年
３
月
１
日
、
焼
津
の
マ
グ

ロ
漁
船
第
五
福
竜
丸
が
ビ
キ
ニ
環
礁
で
ア
メ
リ
カ
の
水
爆
実

験
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
焼
津
に
帰
港
し
た
第
五
福
竜
丸
の
乗

組
員
や
船
体
か
ら
放
射
能
が
検
出
さ
れ
る
と
、
焼
津
は
に
わ

か
に
世
界
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
当

時
の
焼
津
は
よ
う
や
く
戦
争
の
痛
手
を
乗
り
越
え
た
時
期

で
、
焼
津
港
の
整
備
も
順
調
に
進
み
、
後
に
東
洋
一
と
呼
ば

れ
る
魚
市
場
の
完
成
が
目
前
で
し
た
。

　

ま
た
、
翌
年
に
は
周
辺
町
村
と
の
大
合
併
が
予
定
さ
れ
る

な
ど
、
焼
津
が
「
漁
業
の
ま
ち
」
と
し
て
大
き
く
飛
躍
す
る

た
め
の
大
切
な
年
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
ん
な
激
動
の
70
年
前
、
１
９
５
４
年
の
焼
津

市
の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
令
和
の

焼
津
市
を
探
索
し
て
み
ま
し
た
！

　

当
時
と
同
じ
場
所
に
立
ち
、
眺
め
る
風
景
は
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

🅰

　写真🅰は建設途中の焼津港です。
空中写真の左上には、かつて焼津港の象徴ともさ
れた「かまぼこ屋根」が見えます。
　現在はかまぼこ屋根も撤去され、付近には「焼
津 PORTERS」が出来ました。古き良き焼津港の
面影を残しつつ、若者が多く集まる場所へと変化
を遂げています。

【焼津港】（焼津市中港）　港に係留中の第五福竜丸

内藤忠雄氏撮影

〜
第
五
福
竜
丸
が
ビ
キ
ニ
環
礁
で

核
実
験
に
遭
遇
し
て
か
ら
70
年
〜
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🅱【黒石川河口】
（焼津市本町１丁目）
黒石川河口へ移動する第五福竜丸

🅱

　奥には焼津の象徴である高草山をみるこ
とができます。

会期：2024 年 2 月 24 日 ( 土 ) ～ 6 月 30 日 ( 日 )

休館日：月曜日 ( ただし、祝日の場合は翌平日 )

入場無料

　

取
材
を
通
し
、
ま
ち
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
ま
し
た
が
、

変
わ
ら
ぬ
風
景
も
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
当
時
を

知
る
方
か
ら
「
漁
業
関
係
者
は
本
当
に
苦
労
し
た
」「
今
と

は
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
貧
し
か
っ
た
」
と
の
話
を
伺
う
こ

と
が
で
き
、
ま
ち
の
人
の
記
憶
の
中
に
も
１
９
５
４
年
は
焼

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　

現
在
、
焼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
特
別
展
「
ヤ
イ

ヅ　

１
９
５
４　

The Year of Fukuryu-M
aru

」
を
開
催

中
で
す
。
第
五
福
竜
丸
の
被
災
を
め
ぐ
り
、
70
年
前
の
焼
津

に
何
が
お
き
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た

の
か
、
そ
の
目
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

🅲 【焼津神社境内】（焼津市焼津２丁目）
久保山愛吉さんの回復を祈る市民

　当時の市役所庁舎は木造２階建
てでした。
　現在の庁舎は令和３年完成。７
階建てで、写真🅰の焼津港を望む
ことができます。

　焼津神社は「漁師の神様」とも
いわれ、漁業関係者から厚く信仰
されています。
　現在では観光客も多く訪れ、8
月 12 日、13 日に行われる焼津
神社例大祭は東海一の「荒祭り」
と称されます。祭りの渡御行列の
先頭を歩く「獅子木遣り」は県指
定無形民俗文化財です。

🅳【焼津市役所庁舎】（焼津市本町２丁目）
市役所に設置された第五福竜丸被害対策本部

田中茂氏撮影

🅳 🅲 
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今
回
の
学
芸
員
の
推
し
を
担
当
す
る
の
は
…

新
村
学
芸
員
の
推
し
は
？

石
い

し

わ

き

じ

ょ

う

脇
城
で
す

ほ
ぉ
〜
そ
こ
を
推
し
て
き
ま
す
か
？！

で
は
、
思
う
存
分
語
っ
ち
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
！

▲　石脇城 ( 焼津市石脇上 )

▶
北
条
早
雲
と
石
脇
城
の
漫
画

休
日
は
2
人
の
お
子
さ
ん
と
公
園
に
お
出
か
け
す
る

の
が
楽
し
み
!!
と
語
る
パ
パ
さ
ん
学
芸
員
！
新
村
学

芸
員
で
す
。

　

石
脇
城
は
焼
津
の
石
脇
地
区
に
あ
る
山
城
で
、
小
田
原
北
条
氏
の

祖
の
伊い
せ
し
ん
く
ろ
う
も
り
と
き

勢
新
九
郎
盛
時
︵
北
ほ
う
じ
ょ
う
そ
う
う
ん

条
早
雲
︶
ゆ
か
り
の
城
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

早
雲
が
今
川
氏
の
家
督
争
い
を
手
助
け
し
た
時
に
使
用
し
た
と
い

わ
れ
、
北
条
氏
が
関
東
の
大
大
名
と
し
て
出
世
を
し
て
い
く
礎
に

な
っ
た
城
と
も
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ
な
ど
で
小
田

原
北
条
氏
が
と
り
あ
げ
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
石
脇
城
が
ク
ロｰ

ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

城
と
い
う
と
姫
路
城
や
名
古
屋
城
の
よ
う
な
立

派
な
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
を
持
つ
城
を
イ
メｰ

ジ
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
戦
国
時
代
の
城
の
ほ
と
ん
ど
が
山

城
で
、
周
囲
を
見
張
る
事
が
出
来
る
見
晴
ら
し
の

良
い
山
に
堀
な
ど
の
防
御
の
機
能
を
持
た
せ
た
も

の
で
し
た
。

　

以
前
は
竹
に
覆
わ
れ
薄
暗
い
場
所
で
し
た
が
、

10
年
ほ
ど
前
か
ら
市
役
所
職
員
の
有
志
で
作
る
高

草
山
研
究
会
が
毎
週
末
竹
林
整
備
を
行
う
よ
う
に

な
り
、
そ
の
後
歴
史
民
俗
資
料
館
で
整
備
を
す
す

め
、
今
で
は
明
る
く
散
策
し
や
す
い
山
城
に
な
り

ま
し
た
。
当
時
私
も
高
草
山
研
究
会
の
一
員
と
し

て
毎
週
末
石
脇
城
で
竹
を
切
っ
て
い
ま
し
た
が
、

竹
に
覆
わ
れ
う
っ
そ
う
と
し
た
山
か
ら
曲
輪
跡
な

ど
少
し
ず
つ
山
城
の
姿
が
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
令
和
４
年
度
か
ら

歴
史
民
俗
資
料
館
配
属
に
な
り
、
こ
の
石
脇
城
を

よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
く
石
脇
城
を

説
明
す
る
マ
ン
ガ
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

石
脇
城
は
現
在
の
麓
か
ら
は
高
さ
約
30
ｍ
、
登

り
口
か
ら
は
10
分
程
度
で
本
丸
ま
で
登
る
事
が
出

来
る
散
策
し
や
す
い
小
さ
な
山
城
で
す
の
で
是
非

一
度
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

▲　石脇城土塁の様子
( 焼津高校書道部 )

竹林の伐採作業
(H26 年　高草山研究会 )


