
　

玄
界
灘
に
面
し
た
高
串
地
区
は
、
漁
業

と
農
業
が
盛
ん
な
所
で
、
約
３
８
０
世
帯
、

１
、２
０
０
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
区
で
は
、
増
田
巡
査
の
偉
業
を

た
た
え
、
７
月
26
日
に
一
番
近
い
日
曜
日
に
、

増
田
神
社
夏
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
祭
り
を
主
催
す
る
「
増
田
奉
賛
会
」
の
池

田
信
市
会
長（
高
串
区
長
）は
、「
私
た
ち（
区

民
）
は
増
田
神
社
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
親
し

み
を
込
め
て
『
増
田
さ
ん
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

増
田
さ
ん
が
い
な
か
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
今
の

自
分
た
ち
は
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
話

さ
れ
ま
し
た
。
池
田
会
長
は
、
地
元
の
子
ど

も
た
ち
や
、
毎
年
夏
祭
り
の
時
に
参
拝
に
来

る
佐
賀
県
警
察
学
校
の
学
生
な
ど
に
、
増
田

巡
査
の
話
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
７
月
27
日
（
日
）
に
、
そ
の
祭

り
は
行
わ
れ
ま
し
た
。
増
田
巡
査
が
火
葬
さ

れ
た
沖
合
い
の
小
松
島
へ
の
海
上
パ
レ
ー
ド
や
、

白
馬
に
乗
っ
た
増
田
巡
査
の
山
車
が
、
地
区

内
を
練
り
歩
き
、
夜
に
は
花
火
大
会
も
行
わ

れ
る
な
ど
、
高
串
地
区
で
最
大
の
祭
り
で
す
。

　

増
田
神
社
境
内
で
あ
っ
た
祭
事
に
は
、
増

田
家
、
佐
賀
県
、
佐
賀
県
警
察
本
部
、
同
警

察
学
校
生
徒
、
唐
津
市
、
菊
池
市
な
ど
の
関

係
者
約
３
０
０
人
が
参
列
し
ま
し
た
。
式
典

の
中
で
山
崎
篤
男
佐
賀
県
警
本
部
長
は
「
増

田
敬
太
郎
さ
ん
の
奉
仕
の
精
神
は
、
警
察
精

神
の
原
点
と
も
言
え
ま
す
。
増
田
さ
ん
を
尊

敬
し
、
県
民
の
安
心
・
安
全
な
暮
ら
し
を

守
る
こ
と
に
努
め
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。

増
田
巡
査
の
精
神
が
、
今
も
受
け
継
が
れ
て

い
ま
し
た
。

増田奉賛会の池田会長。増田巡査の功
績が地区住民に語り継がれています

増田神社境内であった祭事。港付
近では佐賀県警音楽隊のマーチン
グパレードも行われます

佐賀県警高串駐在所
原口　剛巡査長

佐賀県警察の巡視艇を先頭に、十数隻の漁船が増田巡査を
火葬した小松島まで海上パレードし、献花などを行います

　

敬
太
郎
さ
ん
を
先
祖
に
持
つ
こ
と
は
、
増

田
家
の
誇
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
物
心
つ
く

頃
か
ら
「
先
祖
に
は
神
様
が
お
ら
れ
る
の
だ
か

ら
・
・
・
」
と
厳
し
く
育
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
胸
に
「
悪
い
こ
と
は
何
ひ
と
つ
し

な
い
」
と
の
気
持
ち
で
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
敬
太
郎
さ
ん
の
偉

業
を
、
お
墓
を
、
そ
し
て
こ
の
増
田
家
全
体

を
、
私
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
受
け
継
い

で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
頃
か
ら
増
田
神
社
を
訪
れ
て
い

ま
す
が
、
い
つ
も
き
れ
い
に
し
て
あ
り
、
夏
祭

り
も
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
敬
太
郎
さ
ん

の
姪
に
あ
た
る
衣
恵
の
言
葉
に
「
神
と
し
て

祀
ら
れ
た
叔
父
が
神
様
か
、
神
と
祀
っ
て
い
た

だ
い
た
高
串
の
村
の
人
々
の
誠
心
が
神
様
か

私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
た
だ
、
あ
り

が
た
さ
で
い
っ
ぱ
い
で
す
」
と
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
も
同
じ
思
い
で
、「
地
域
の
皆
さ
ん
の
お

陰
」
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
生
家

の
前
に
も
記
念
碑
が
建
立
し
て
あ
り
、
お
墓

も
近
く
に
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
守
ら
れ
て
い

る
と
い
う
気
持
ち
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

　

泗
水
町
で
活
動
す
る
、
し
す
い
っ
子
童
話
会

（
前
田
和
子
会
長
）
の
メ
ン
バ
ー
が
、
増
田

巡
査
の
偉
業
を
後
世
へ
伝
え
て
い
こ
う
と
、
昨

年
紙
芝
居
「
伝
え
た
い
ふ
る
さ
と
の
話
『
神

様
に
な
っ
た
警
察
官
』
増
田
敬
太
郎
物
語
」

を
作
成
し
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
披
露
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
唐
津
市
民
劇
実
行
委
員
会
（
千
喜

田
俊
朗
実
行
委
員
長
）
に
よ
る
「
増
田
敬
太

郎
物
語
・
警
神
」
の
市
民
劇
が
、
９
月
23
日

（
祝
）
と
９
月
27
日
（
土
）
に
唐
津
市
で
行

わ
れ
る
予
定
で
す
。

　

２
つ
の
地
域
で
、
増
田
巡
査
の
偉
業
を
語

り
継
ぐ
新
し
い
動
き
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
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泗水町（泗水田中区）にある、増田巡査が生まれ育った生家と入口横にある記念
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和　典

衣　恵

　増田巡査は独身で子どもがいませんでしたが、
弟の亥平さんがおり、佐賀県警察学校に入る前
に増田家の家督を譲っています。
　亥平さんの孫の義親さん（写真左）と、ひ孫
の和

とものり

典さん（写真右）は、泗水町に在住されて
います。増田巡査を先祖に持つことについて聞
きました。

地
域
の
た
め
に

増
田
巡
査
の
偉
業
を

　
　
　
　
語
り
継
ぐ

地
域
で
も
語
り
継
ぐ

神様になった警察官 増田敬太郎物語

自分から子へ
子から孫へと語り継ぐ

　
「
増
田
巡
査
の
こ
と
は
、
学
校
で
習
う
前

か
ら
家
庭
で
話
題
に
な
っ
て
自
然
と
学
ん
で
い

ま
し
た
」
と
祭
り
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
。

地
区
の
皆
さ
ん
が
、
増
田
巡
査
を
救
い
の
神

だ
と
思
い
、
コ
レ
ラ
に
人
柱
と
な
っ
て
立
ち
向

か
っ
た
姿
を
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
こ
の
祭
り

を
通
し
て
、
語
り
継
が
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

今
の
高
串
地
区
を
守
っ
て
い
る
、
佐
賀
県

警
高
串
駐
在
所
に
勤
務
す
る
原
口　

剛
巡
査

長
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
「
昨
年
の
９
月
に
赴
任
し
ま
し
た
。
６
年
前

に
、
私
も
こ
の
夏
祭
り
に
参
加
し
た
一
人
で
す
。

こ
の
駐
在
所
で
は
歴
代
の
人
み
ん
な
が
一
生
懸

命
努
め
て
き
た
の
で
、
当
然
自
分
も
し
っ
か
り

や
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
住
民
の
皆
さ

ん
の
期
待
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

将
来
は
、
増
田
巡
査
の
よ
う
に
大
き
な
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
、『
自
分
に
任

せ
て
お
け
ば
大
丈
夫
』
く
ら
い
の
専
門
的
な

知
識
を
つ
け
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
好
か
れ
る

警
察
官
に
な
り
た
い
で
す
」
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