
藤ふ
じ

井い

能
三

の
う
ぞ
う

さ
ん
が
、
１９
歳さ

い

に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

「
こ
れ
か
ら
、
お
前
に
家
の
仕
事
を
任ま

か

せ
よ
う
と
思
う
。
こ

の
能
登
屋

の

と

や

の
商
売
は
、
た
く
さ
ん
の
人
の
お
か
げ
で
、
う
ま

く
い
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
も
う
け
た
お
金
は
一
人
じ

め
せ
ず
、
地ち

域い
き

の
人
の
た
め
に
役
立
て
る
よ
う
に
、
心
が
け

て
く
れ
」

能
三
さ
ん
は
、
先せ

ん

祖ぞ

代
々
営

い
と
な

ん
で
き
た
回
船
問
屋

か
い
せ
ん
ど
ん
や

の
仕
事

を
、
お
父
さ
ん
か
ら
任
さ
れ
た
の
で
す
。

お
父
さ
ん
の
三
右
衛
門

さ

ん

え

も

ん

さ
ん
は
商
人
と
し
て
仕
事
に
取
り

組
み
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
自
分
の
お
金
で
波
よ
け
工
事
に

取
り
組
む
な
ど
、
地
域
の
た
め
に
力
を
惜お

し
ま
な
か
っ
た
人

で
し
た
。

そ
ん
な
父
の
姿

す
が
た

を
見
て
育
っ
た
能
三
さ
ん
は
、
力
強
く
答

え
ま
し
た
。

「
私
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
努ど

力
り
ょ
く

を
し
て
、
き
っ
と
町
の
た

町
の
た
め
、
ふ
る
さ
と
の
た
め

藤
ふ じ

井
い

能三
の う ぞ う

「ふるさとに新しい港をつくりたい」

伏
ふ し

木
き

港
こ う

を開いた功労者
こ う ろ う し ゃ
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現在の伏木港の様子。

神こ
う

戸べ

の
港
は
、
何
と
大
き
い
の
だ
ろ
う
…
。

そ
れ
に
、
こ
れ
か
ら
は
蒸

じ
ょ
う

気き

船せ
ん

の
時
代
だ
！

伏
木
港
も
大
型

お
お
が
た

船
が
入
港
で
き
る
よ
う
に
し
な
い
と
、

時
代
の
流
れ
か
ら
取
り
残の

こ

さ
れ
て
し
ま
う
―
―
。

よ
し
、
私
が
そ
の
仕
事
に
取
り
組
も
う
！



め
、
ふ
る
さ
と
の
た
め
に
つ
く
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
安
心
く

だ
さ
い
」

「
あ
あ
、
世
の
中
は
ど
ん
ど
ん
変か

わ
っ
て
い
る
ん
だ
！
」

仕
事
で
神
戸
に
来
た
能
三
さ
ん
は
、
神
戸
港
に
蒸
気
船
が

走
り
、
た
く
さ
ん
の
物ぶ

っ

資し

で
に
ぎ
わ
う
様
子
を
目
に
し
て
、

お
ど
ろ
き
の
声
を
上
げ
ま
し
た
。

能
三
さ
ん
の
胸む

ね

に
、
あ
る
思
い
出
が
よ
み
が
え
っ
て
き
ま

し
た
。

お
よ
そ
10
年
前
、
12
歳
の
と
き
の
こ
と
―
―
。

能
三
さ
ん
は
、
伏
木
沖お

き

に
煙

け
む
り

を
あ
げ
て
走
る

船
（
汽
船
）
を
初は

じ

め
て
見
た
の
で
す
。
強
く
て

速は
や

そ
う
な
西
洋
船
（
ロ
シ
ア
の
軍
艦

ぐ
ん
か
ん

）
で
し
た
。

当
時
、
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
船
は
、
北
前

き
た
ま
え

船ぶ
ね

と
呼よ

ば
れ
る
一
枚
帆ほ

の
和わ

船せ
ん

だ
っ
た
の
で
、

大
型

お
お
が
た

の
西
洋
船
を
見
て
、
能
三
さ
ん
は
本
当
に

お
ど
ろ
い
た
の
で
し
た
。

今
、
目
の
前
の
神
戸
港
は
、
あ
の
と
き
見
た

よ
う
な
西
洋
船
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

こ
の
神
戸
の
に
ぎ
わ
い
に
比く

ら

べ
て
、
ふ
る
さ

と
の
伏
木
港
は
ど
う
だ
ろ
う
―
―
。

能
三
さ
ん
は
、
伏
木
の
港
を
思
い
う
か
べ
、
大
き
な
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

「
和
船
し
か
入
れ
な
い
伏
木
の
港
は
、
新
し
い
世
の
中
の
動

き
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
…
」

こ
の
日
か
ら
、
能
三
さ
ん
は
「
伏
木
港
を
整せ

い

備び

し
て
、
立り

っ

派ぱ

な
港
に
す
る
」
と
い
う
大
き
な
目
標

も
く
ひ
ょ
う

に
向
か
っ
て
、
人
生

を
歩
み
始
め
た
の
で
し
た
。

神
戸
で
見
た
お
ど
ろ
き
の
光
景

こ
う
け
い

と
こ
ろ
が
、
村
の
人
た
ち
は
、
能
三
さ
ん
の
話
を
ま
っ
た

く
聞
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。

「
そ
う
だ
。
村
の
人
た
ち
に
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を
知

っ
て
も
ら
お
う
。
新
し
い
時
代
に
生
き
て
い
く
子
ど
も
を
育

て
よ
う
。
よ
し
、
ま
ず
伏
木
で
の
学
校
づ
く
り
だ
！
」

伏
木
港
に
汽
船
を
呼よ

び
た
い
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1846年
1865年
1873年
1875年

1877年
1878年
1881年
1891年
1900年
1913年

西 暦 年齢

能三さんの人がら：①お酒もタバコも勝負ごともきらい　②時間をきびしく守る人　③洋服を着ていつもきちんとしている
紳士　④堂々とした人　⑤きちょうめんでおだやかな反面、熱い情熱がある人（「能三伝」より）

伏木村に生まれる
父・三右衛門から家の仕事を受けつぐ
伏木小学校を開く
伏木港に汽船を入港させるために、東京へお願いに行き
２せきの汽船が入港する
洋式灯台が完成する
伏木港築港を県に願い出る
伏木に船会社をおこす
「伏木築港論」を書く
庄川改修工事、伏木港築港工事が始まる
亡くなる
10月伏木港築港工事完成祝賀会が開かれる

19歳
27歳
29歳

31歳
32歳
35歳
45歳
54歳
66歳

１　世界に羽ばたこう

木造
もく ぞ う

で高さ11．5ｍ、白色で六角形。外国人の設計
せっ け い

に
よる日本海側初の西洋式灯台。工事の費

ひ

用
よう

は全部、能
三さんが支

し

払
はら

いました。

大正のころの伏木港。和船（帆のついている船）に混
ま

じって、蒸気船が見られます。

藤
井
能
三
さ
ん
の
ミ
ニ
年
表



木
の
港
も
に
ぎ
や
か
に
な
る
だ
ろ
う
」

能
三
さ
ん
は
苦く

労ろ
う

も
忘わ

す

れ
、
願ね

が

い
が
か
な
っ
た
喜
び
い
っ

ぱ
い
で
船
の
入
港
を
見
守
り
ま
し
た
。

汽
船
が
伏
木
港
に
入
港
し
、
航
路
が
開
か
れ
た
後
も
、
能

三
さ
ん
の
夢
は
ま
だ
ま
だ
終
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
大
き
な
船
が
岸
に
横
づ
け
で
き
る
よ
う
に
、
港
を
掘ほ

り
下

げ
、
岸
を
し
っ
か
り
築き

ず

く
工
事
を
し
た
い
」

能
三
さ
ん
は
、
国
や
県
に
何
度
も
何
度
も
築
港

ち
く
こ
う

工
事
を
願

い
出
ま
し
た
。
し
か
し
、
願
い
は
な
か
な
か
取
り
上
げ
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
間
に
、
能
三
さ
ん
は
、
経
済

け
い
ざ
い

の
急
な
変へ

ん

化か

の
た
め
、

家
や
土
地
な
ど
す
べ
て
の
財
産

ざ
い
さ
ん

を
失

う
し
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
能
三
さ
ん
は
少
し
も
く
じ
け
ず
、
伏
木
港
の
工

事
を
願
い
続つ

づ

け
ま
し
た
。

「
日
本
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
に
は
、
伏
木
港
か
ら
ロ
シ

ア
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
船
で
渡わ

た

っ
て
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を

通
る
ほ
う
が
近
道
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
と
貿
易

ぼ
う
え
き

を

さ
か
ん
に
し
、
世
界
と
日
本
を
結
ぶ
役
目
を
す
る
新
し
い
港

日
本
と
世
界
を
結
ぶ
港
に
し
た
い

こ
う
し
て
、
能
三
さ
ん
は
学
校
づ
く
り
の
準
備

じ
ゅ
ん
び

を
始
め
、

自
分
の
家
を
教
室
に
し
て
学
校
を
開
き
ま
し
た
。
地
域
の
発は

っ

展て
ん

を
考
え
、
自
分
の
お
金
を
お
し
み
な
く
使
っ
て
努
力
す
る

能
三
さ
ん
の
姿
に
、
人
々
の
考
え
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。

次
に
、
能
三
さ
ん
は
、
東
京
の
大
き
な
船
会
社
の
社
長
で

あ
る
岩
崎

い
わ
さ
き

弥
太

や

た

郎ろ
う

と
い
う
人
に
会
い
に
行
き
ま
し
た
。

「
伏
木
港
を
航こ

う

路ろ

に
加く

わ

え
て
、
あ
な
た
の
会
社
の
汽
船
を
伏

木
に
回
し
て
く
だ
さ
い
」

「
伏
木
の
よ
う
な
小
さ
な
村
に
は
、
積つ

み
込こ

む
荷
物
な
ど
も

少
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
と
て
も
無
理

む

り

だ
と
思
う
。
だ
が
、
も

し
次
の
よ
う
な
条
件

じ
ょ
う
け
ん

な
ら
、
船
を
回
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
」

「
そ
の
条
件
と
は
、
何
で
す
か
」

「
一
つ
は
、
積
み
込
む
荷
物
を
す
ぐ
に
集
め
る
こ
と
。
二
つ

目
は
、
荷
物
が
船
の
半
分
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
、
運
賃

う
ん
ち
ん

を
弁べ

ん

し
ょ
う
す
る
こ
と
。
三
つ
目
は
、
す
ぐ
に
灯
台

と
う
だ
い

を
建た

て
る
こ

と
だ
」

そ
れ
は
、
と
て
も
難

む
ず
か

し
い
条
件
で
し
た
。

し
か
し
、
能
三
さ
ん
は
こ
の
条
件
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

ど
ん
な
こ
と
だ
っ
て
、
最
初

さ
い
し
ょ

か
ら
あ
き
ら
め
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
―
―
。

能
三
さ
ん
は
、
さ
っ
そ
く
伏
木
に
帰
り
、
荷
物
集
め
と
灯

台
づ
く
り
の
た
め
に
か
け
ま
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
結け

っ

果か

、
と
う
と
う
２
せ
き
の
西
洋
型
汽
船
が
伏
木
港

に
入
港
し
た
の
で
す
。
約
束

や
く
そ
く

の
灯
台
は
、
ま
だ
完
成
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
能
三
さ
ん
の
熱ね

つ

意い

に
感
心
し
た
岩
崎
さ

ん
が
、
船
を
回
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

伏
木
港
に
は
、
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
り
、
驚

お
ど
ろ

き
と
喜

よ
ろ
こ

び

の
声
を
あ
げ
ま
し
た
。

「
こ
れ
で
北
陸

ほ
く
り
く

の
米
を
い
つ
で
も
他
の
地
方
に
送
れ
る
。
伏

16能三さんの学校：能三さんが作った学校（現在の高岡市立伏木小学校）は、ほかの寺子屋と違い、理科の時間に地球儀を使っ
たり、英語まで教えたりしたそうです。また、船によわないように、校庭のブランコで練習したそうです。

この白灯台は、1999年に開港百周年
しゅうねん

を
記念して、藤井能三さんの建てた西洋式
灯台を再現

さい げ ん

したものです。

伏木港に入港したロシア船。ロシアのほかに、中国や韓国
かん こ く

の船
なども伏木港を訪

おとず

れます。

高岡市立伏木小学校の校庭にたつ
能三さんの銅像

どう ぞ う

。
♪運動場に能三さん。
港や町見て立っている
いつも前見て立っている
やさしい目をして立っている♪
（小学校で歌われている
「運動場に能三さん」の歌）



能
三
さ
ん
は
、
み
ん
な
の
こ
と
や
未
来
の
こ

と
を
考
え
て
、
人
生
の
ほ
と
ん
ど
を
費つ

い

や
し
た
。

意
見
を
な
か
な
か
分
か
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た

り
、
反
対
さ
れ
た
り
、
財
産
を
失
っ
た
り
し
て

も
、
能
三
さ
ん
は
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
。
新
し

い
時
代
に
む
け
て
、
港
を
よ
く
し
た
い
と
い
う

強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
、
最さ

い

後ご

ま
で
が
ん

ば
れ
た
の
だ
と
思
う
。
私
は
、
能
三
さ
ん
の
願

い
を
し
っ
か
り
受
け
つ
ぎ
、
伏
木
港
が
世
界
と

つ
な
が
る
港
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
た
。

（
高
岡
市
立
伏
木
小
学
校
６
年
　
柳
澤
顕
恵
さ
ん
）

未
来
を
考
え
る

子
ど
も
の
感
想

１　世界に羽ばたこう

を
、
ぜ
ひ
伏
木
に
造つ

く

る
べ
き
だ
」

能
三
さ
ん
は
、
地
域
の
こ
と
を
思
い
、
新
し
い
時
代
に
合

う
近
代
的

き
ん
だ
い
て
き

な
港
の
建
設

け
ん
せ
つ

を
夢
見
て
い
た
の
で
す
。
能
三
さ
ん

の
熱
意
は
だ
ん
だ
ん
人
々
に
伝
わ
り
、
よ
う
や
く
伏
木
港
開

港
に
つ
い
て
協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
始
め
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
伏
木
港
は
開
港
場

か
い
こ
う
じ
ょ
う（

外
国
と
貿
易
で
き
る
港
）

と
し
て
、
一
人
前
の
港
と
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
大

が
か
り
な
築
港
工
事
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
伏
木

港
は
、
３
０
０
０
ト
ン
級
の
大
型
汽
船
が
ら
く
ら
く
と
横
づ

け
で
き
る
近
代
的
な
港
に
な
っ
た
の
で
す
。

能
三
さ
ん
が
築
港
の
願
い
を
出
し
て
か
ら
、
す
で
に
35
年

も
の
年
月
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。

能
三
さ
ん
は
、
自
分
の
一
生
を
か
け
て
、
伏
木
に
近
代
的

で
立
派
な
港
を
築
い
た
の
で
し
た
。

伏木小学校のお友達が、能三さんのことにくわしい古岡英明さんにイン
タビューしました。

能三さんについて調
べたことを、紙芝居

し ば い

にして発表しました。
(高岡市立伏木小学校
6年 柳澤顕恵さん、
山名真理華さん、岩
田舞希さん、本元裕
輔さん)

海外との貿易に
は港も大切ですが、大
型汽船を用意したり、航路を開
いたりすることも必要です。
次のページでは、中国との間に、
新しく航路を開いた南嶋間作さんを紹介します。

現在、伏木港は、「環
かん

日
に

本海
ほん か い

交流
こうりゅう

の拠点
きょ て ん

」
として大型船が入港できるよう外港計画
が進められています。能三さんの夢は、
今も受けつがれているのです。


