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通
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　【
写
真
】
大
正
初
年
の
大
分
高
等
女
学
校

発刊に当たって

▽この電子ブック「大分今昔」は昭和 37（1962）年 11 月から翌 38（1963）年 12 月末まで、１年２カ月にわたり大分合同新

聞に 295 回連載され、連載から 20 年後の昭和 58（1983）年大分合同新聞文化センターで書籍として出版されたものを、電子ブッ

クとして再編集したものです。したがって、文中の「現在」とか「いま」というのは昭和 37、8（1962 ～ 63）年当時のことです。

▽使われている町名も、その後、街区制の変更によって連載当時とは変わっており、その場所を知る手がかりになる建物も、

いまでは移転したり、なくなったりしているものがあります。このため、おもなものは各章の終わりに「注」として、昭和

58（1983）年現在の町名、場所を説明し、わかりやすくしています。
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大正初年の大分高等女学校
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竹
町
通
り
に
た
い
し
て
、
本
町
通
り
が
商
店
街
第
二
号
と
し
て
台
頭
し

て
き
た
が
、
若
松
通
り
は
さ
し
ず
め
商
店
街
第
三
号
候
補
と
し
て
胎
動
し

て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。

　
映
画
、
パ
チ
ン
コ
、
飲
食
店
と
最
も
人
間
的
な
欲
望
と
と
な
り
合
わ
せ

の
営
業
が
ハ
バ
を
き
か
せ
て
い
る
。
バ
ラ
ッ
ク
式
新
興
商
店
街
か
ら
ぬ
け

き
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
そ
れ
な
り
に
ど
っ
し
り
と
根
を
張
っ

て
道
頓
堀
的
特
徴
を
発
揮
し
て
き
た
ら
、
将
来
大
分
の
名
所
に
な
ら
な
い

と
も
か
ぎ
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
通
り
の
昔
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
の
じ
み

な
、
忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
町
が
…
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
こ
こ
は
、
も
と
も
と
府
内
城
を
中
心
と
し
た
武
家
屋
敷
町
（
荷
揚
町
）

の
南
の
は
し
の
通
り
で
あ
っ
た
。
道
路
と
し
て
は
、
鶴
崎
方
面
か
ら
大
分

の
町
へ
は
い
る
唯
一
の
一
本
道
だ
が
、そ
れ
ぞ
れ
用
向
き
の
あ
る
町
へ「
通

り
抜
け
る
」
道
路
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
い
ま
で
も
区
画
上
の
町
名
は
、
道
路
の
北
側
の
家
並
み
は
荷
揚
町
、
南

側
は
南
新
地
だ
。

　
南
新
地
は
、
中
堀
が
い
ま
の
電
車
通
り
に
あ
っ
た
堀
か
ら
折
れ
曲
が
っ

て
、
深
く
入
り
こ
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
、
明
治
年
代
に
埋
め
立
て
、
新
し

い
町
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
、
大
正
年
代
ま
で
は
「
開
墾
地
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。

　
荷
揚
町
側
は
、
中
級
以
下
の
府
内
藩
士
の
住
宅
の
土
べ
い
が
、
ひ
っ
そ

り
と
並
ん
で
、
そ
の
奥
に
ワ
ラ
ぶ
き
の
さ
む
ら
い
屋
敷
が
、
庭
木
に
か
こ

ま
れ
て
あ
っ
た
の
だ
。
あ
の
ワ
ラ
ぶ
き
の
家
や
土
べ
い
は
、
昭
和
に
な
っ

わ
ら
屋
根
の
町
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て
か
ら
も
部
分
的
に
残
っ
て
い
た
。
ワ
ラ
屋
根
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
草
が

は
え
、
土
べ
い
に
は
青
ご
け
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
、
ナ
ズ
ナ
や
ド
ク
ダ
ミ

が
わ
が
も
の
顔
に
は
び
こ
っ
て
、
昔
を
な
つ
か
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
お
そ
ま
き
な
が
ら
商
店
街
の
戦
列
に
加
わ
ろ
う

と
す
る
大
き
な
変
革
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
は
戦
後
の
こ
と
だ
。
そ
れ
ま

で
は
ま
だ
ま
だ
の
ん
び
り
し
て
い
た
。

　
明
治
年
代
、
中
央
通
り
か
ら
は
い
っ
て
左
側
、
い
ま
の
ニ
コ
ニ
コ
パ
チ

ン
コ
店
か
ら
紅
心
堂
写
真
機
店
の
あ
る
か
ど
に
至
る
一
角
を
国
家
材
木
店

が
占
め
て
い
た
。
こ
の
材
木
店
よ
り
ず
っ
と
お
く
れ
て
、
中
央
通
り
の
三

倉
屋
材
木
店
の
番
頭
だ
っ
た
人
が
、
の
れ
ん
を
分
け
て
も
ら
っ
て
、
い
ま

の
二
十
八
万
石
付
近
に
店
を
開
い
た
。
こ
れ
が
大
津
材
木
店
で
、
昭
和
初

年
に
は
店
を
閉
じ
た
が
、
こ
の
店
の
む
す
こ
が
、
戦
後
の
犯
罪
史
に
名
を

残
し
た
カ
ー
ビ
ン
銃
事
件
の
大
津
健
一
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
若
竹
公
園
は
い
ま
掘
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ル
が
建
ち
新
し
い
商
店
が

軒
を
並
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
南
新
地
の
商
店
が
あ
そ
こ
に
出
て
き

て
、
商
店
が
引
っ
越
し
た
あ
と
に
公
園
が
移
る
と
い
う
、
敷
き
地
の
交
換

を
や
っ
た
わ
け
だ
。

　
若
松
通
り
が
商
店
街
と
し
て
発
展
す
る
た
め
に
は
、
あ
の
広
い
敷
き
地

に
公
園
が
あ
っ
て
は
じ
ゃ
ま
だ
。
公
園
は
商
店
街
の
裏
側
に
あ
っ
て
効
用

を
発
揮
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
戦
後
あ
そ
こ
に
竹
の
公
園
を
造
成

す
る
と
き
、
若
松
通
り
商
店
街
が
、
い
ま
の
よ
う
に
成
長
し
よ
う
と
は
上

田
市
長
も
考
え
つ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
そ
こ
が
公
園
地

若
宮
さ
ま
と
公
園
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に
指
定
さ
れ
た
の
に
は
、土
地
の
因
縁
か
ら
み
て
も
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
。

　「
あ
そ
こ
に
は
、
も
と
若
宮
さ
ま
が
あ
っ
た
よ
」

　
土
地
の
人
は
、
そ
う
い
っ
て
な
つ
か
し
が
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
上
野
東
横
前
に
あ
る
若
宮
八
幡
さ
ま
は
、
明
治
十
四
年
か
ら
大
正

九
年
ま
で
の
、
約
四
十
年
間
を
南
新
地
に
鎮
座
し
て
、
市
民
に
親
し
ま
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
若
宮
さ
ま
の
あ
っ
た
聖
地
、
あ
の
あ
た
り
の
こ
ど
も

が
境
内
で
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
た
り
、
マ
リ
つ
き
を
し
た
り
し
た
楽
し
い
土

地
、
そ
こ
に
、
こ
ど
も
公
園
を
設
け
る
こ
と
は
、
公
園
造
成
に
熱
心
だ
っ

た
当
時
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
。

　
若
宮
八
幡
は
、
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。「
能
直
（
大
友
）
又
家
臣

を
鎌
倉
に
つ
か
わ
し
鶴
岡
八
幡
宮
を
勧
請
せ
し
む
」
と
「
豊
府
聞
書
」
に

あ
る
。
こ
れ
は
大
友
能
直
が
守
護
と
し
て
豊
後
へ
入
国
し
た
建
久
七
年

（
一
一
九
六
年
）
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
神
社
は
初
め
古
河
津
留
（
東

大
分
＝
い
ま
の
岩
田
町
の
あ
た
り
）
に
建
立
し
た
が
、
し
ば
し
ば
水
災
に

み
ま
わ
れ
る
の
で
、
上
野
の
現
在
地
の
、
や
や
東
寄
り
に
遷
座
し
た
。

　
島
津
軍
が
府
内
に
攻
め
こ
ん
で
き
た
と
き
、
若
宮
八
幡
の
宮
司
高
山
氏

は
難
を
の
が
れ
る
た
め
に
社
宝
な
ど
を
船
に
積
み
、
一
族
の
者
を
ひ
き
つ

れ
て
海
路
京
都
に
向
か
お
う
と
し
て
佐
賀
関
沖
で
台
風
に
あ
っ
て
沈
没
、

全
員
水
死
し
て
し
ま
っ
た
。
兵
乱
ぐ
ら
い
で
、
社
殿
を
捨
て
て
逃
げ
だ
す

よ
う
な
こ
と
で
は
、八
幡
さ
ま
の
怒
り
に
触
れ
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る「
神

風
」
が
吹
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
大
友
の
あ
と
も
代
々
の
府
内
城
主
は
若
宮
八
幡
を
崇
敬
し
た
。
大
給
近

貞
の
息
女
八
十
姫
は
心
願
の
す
じ
が
あ
っ
て
ク
シ
（
櫛
）
三
十
三
枚
を
奉

納
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
こ
ろ
社
殿
新
築
の
た
め
富
ク
ジ
で
資
金

を
集
め
大
工
事
を
し
て
い
る
。
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こ
れ
が
明
治
十
四
年
に
、
上
野
か
ら
南
新
地
に
遷
座
し
た
理
由
は
は
っ

き
り
し
な
い
が
、氏
子
が
南
新
地
十
間
堀
か
ら
東
一
帯
に
わ
た
っ
て
お
り
、

と
く
に
こ
の
南
新
地
付
近
の
氏
子
数
が
多
か
っ
た
の
で
、
便
利
の
い
い
町

内
に
移
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
と
、
現
在
の
神
官
さ
ん

が
い
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
町
の
発
展
と
と
も
に
、
あ
の
あ
た
り
も
俗
化

し
、
し
か
も
境
内
が
狭
い
の
で
、
大
正
九
年
に
も
と
の
土
地
に
お
引
っ
越

し
願
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
あ
と
は
戦
災
で
焼
け
る
ま
で
商
店
が
雑

居
し
て
「
若
宮
市
場
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
神
社
－
若
宮
市
場
－
公
園
－

商
店
街
。
ず
い
ぶ
ん
変
動
し
た
土
地
だ
が
、
も
う
落
ち
着
く
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

　
電
車
通
り
か
ら
は
い
っ
た
あ
た
り
は
、
前
に
書
い
た
国
家
材
木
店
を
は

じ
め
、
明
治
年
代
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
大
き
い
店
舗
が
あ
っ
た
。
現
在
の

大
分
銀
行
の
位
置
に
は
近
代
的
金
融
業
の
草
分
け
の
よ
う
な
登
高
社
が
、

明
治
初
年
に
創
立
さ
れ
、
の
ち
に
は
、
二
十
三
銀
行
の
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な

役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
が
、
こ
の
登
高
社
の
う
し
ろ
、
現
在
は
大
分
銀

行
の
敷
き
地
内
に
は
い
っ
て
い
る
あ
た
り
に
大
分
活
版
合
資
会
社
が
あ
っ

た
。
明
治
十
一
年
の
創
立
だ
か
ら
、
印
刷
会
社
と
し
て
は
草
分
け
の
部
類

に
は
い
る
だ
ろ
う
。
南
新
地
か
ら
若
松
通
り
に
ま
た
が
っ
た
大
き
な
工
場

で
、
明
治
三
十
五
年
ご
ろ
に
は
男
子
職
工
四
十
二
人
を
使
っ
て
い
た
と
あ

る
か
ら
、
相
当
大
き
な
印
刷
所
だ
っ
た
わ
け
だ
。

　
む
ろ
ん
動
力
で
動
か
す
印
刷
機
を
見
た
の
は
、
大
分
市
内
で
は
大
正
に

は
い
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
か
ら
、
明
治
年
代
の
印
刷
機
は
手
回
し
で
、
ガ

ラ
ガ
ラ
バ
ッ
タ
ン
、
ガ
ラ
ガ
ラ
バ
ッ
タ
ン
と
や
っ
て
い
た
。

最
初
の
印
刷
所



大分今昔（11）若松通り 8

　
鶴
崎
の
武
士
だ
っ
た
原
田
由
也
さ
ん
が
、
廃
藩
後
、
家
禄
奉
還
賜
金
と

し
て
与
え
ら
れ
た
公
債
を
出
資
し
て
数
人
の
人
と
創
立
し
た
も
の
だ
っ

た
。
の
ち
、
大
正
十
年
に
小
林
良
三
郎
さ
ん
ら
が
、
こ
の
大
分
活
版
を
買

収
し
て
大
分
印
刷
株
式
会
社
と
し
、
新
し
い
機
械
を
購
入
し
て
事
業
を
拡

張
し
て
い
た
。

　
つ
い
で
だ
が
、
大
分
町
に
最
初
に
印
刷
技
術
を
持
ち
こ
ん
で
印
刷
業
を

始
め
た
の
は
白
井
吉
太
郎
さ
ん
と
い
う
人
で
、
県
庁
の
布
達
な
ど
を
印
刷

す
る
た
め
、
京
都
の
村
上
書
林
に
い
た
吉
太
郎
さ
ん
が
明
治
六
年
に
請
わ

れ
て
大
分
に
き
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
吉
太
郎
さ
ん
は
堀
川

町
に
小
さ
な
学
校
用
品
文
房
具
店
を
開
き
、
か
た
わ
ら
県
庁
の
出
版
物
を

引
き
受
け
て
木
版
に
起
こ
し
手
刷
り
の
印
刷
を
し
て
い
た
。
ま
た
木
版
刷

り
で
「
大
分
一
週
新
聞
」
を
出
版
し
、
県
政
の
こ
と
や
市
井
の
見
聞
を
読

者
に
提
供
し
て
い
た
。
こ
れ
が
大
分
県
に
お
け
る
新
聞
の
開
祖
で
あ
る
。

の
ち
に
大
分
町
で
は
珍
し
い
三
階
建
て
洋
式
家
屋
を
京
町
に
建
て
て
活
版

印
刷
業
と
文
房
具
店
を
手
広
く
や
っ
て
い
た
村
上
堂
の
、
こ
れ
が
前
身
で

あ
る
。
も
う
一
つ
古
い
印
刷
所
で
は
八
風
堂
と
い
う
の
が
、
古
老
の
記
憶

に
残
っ
て
い
る
。
警
察
官
を
し
て
い
た
数
人
の
人
が
明
治
の
末
ご
ろ
中
央

通
り
で
始
め
た
の
だ
そ
う
で
、
こ
れ
を
の
ち
に
高
山
英
明
さ
ん
が
買
収
し

て
高
山
活
版
社
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
話
が
横
道
に
そ
れ
た
が
、
若
松
通
り
の
西
部
地
区
に
は
、
こ
の
大
分
活

版
の
大
き
な
工
場
や
、
い
ま
の
松
尾
組
の
と
こ
ろ
に
生
山
竜
太
郎
と
い
う

人
の
経
営
す
る
生
山
絹
織
物
所
が
あ
っ
た
。
ま
た
大
分
ロ
マ
ン
の
付
近
に

は
、
の
ち
に
長
崎
控
訴
院
判
事
を
し
て
い
た
衛
藤
一
方
さ
ん
の
大
き
な
邸

宅
が
白
い
土
べ
い
を
広
く
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
。

　
大
正
年
代
に
な
る
と
こ
れ
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
て
、
朝
日
旅
館
、
二
見
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旅
飴
、
長
芳
旅
館
、
田
崎
タ
ク
シ
ー
な
ど
が
あ
の
あ
た
り
に
並
び
、
あ
る

い
は
松
の
湯
（
現
中
央
温
泉
）
や
安
達
洋
服
店
が
店
を
出
し
て
電
車
通
り

に
接
近
し
た
小
じ
ん
ま
り
し
た
町
並
み
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
電
車
通
り
に
近
い
西
の
方
か
ら
、若
松
通
り
は
徐
々
に
開
け
て
き
た
が
、

い
ま
の
若
竹
日
活
の
あ
た
り
は
、
ず
い
ぶ
ん
後
ま
で
寂
し
い
通
り
で
、
裏

通
り
と
い
う
こ
と
ば
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
を
し
て
い
た
。
南
側
の
家
は
、
ほ

と
ん
ど
が
南
新
地
の
通
り
に
玄
関
を
向
け
て
、
こ
ち
ら
側
は
勝
手
口
の
く

ぐ
り
戸
が
あ
る
て
い
ど
の
も
の
。
北
側
は
武
家
屋
敷
の
土
べ
い
と
か
ぶ
き

（
冠
木
）
門
だ
け
。

　
い
ま
の
藤
沢
薬
品
会
社
の
と
こ
ろ
に
明
治
の
中
ご
ろ
、
宇
都
宮
と
い
う

人
が
洋
式
二
階
建
て
を
新
築
し
て
医
院
を
開
業
し
た
。
も
ち
ろ
ん
玄
関
は

南
向
き
で
、
若
松
通
り
に
は
シ
リ
を
向
け
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
ハ
イ

カ
ラ
な
西
洋
館
は
異
彩
を
は
な
っ
た
。
個
人
で
洋
風
の
家
を
建
て
た
の

は
、
こ
の
医
師
が
最
初
ら
し
い
。
ガ
ラ
ス
の
は
ま
っ
た
窓
が
あ
る
の
も
珍

し
か
っ
た
。
そ
の
窓
か
ら
日
本
髪
に
白
い
エ
プ
ロ
ン
の
看
護
婦
さ
ん
が
チ

ラ
ッ
と
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
大
正
年
代
に
は
、
こ
の
洋
館
の
主
は
医
師
で
は
な
く
、
た
だ
の
住
宅
と

な
っ
て
い
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
こ
の
あ
た
り
で
は
異
様
に
大
き
な
建
て
物

で
、し
か
も
古
び
て
陰
気
な
空
気
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
。
こ
ど
も
た
ち
は
、

こ
ん
な
家
は
、
す
ぐ
化
け
も
の
屋
敷
の
名
を
つ
け
た
が
る
も
の
で
、
こ
こ

も
「
化
け
も
の
」
が
で
る
だ
の
、
草
む
し
た
屋
敷
内
に
ム
ジ
ナ
が
住
ん
で

い
る
だ
の
と
い
っ
て
、
こ
わ
が
っ
た
。

西
洋
館
の
ム
ジ
ナ
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と
こ
ろ
が
大
手
通
り
の
か
ど
ま
で
行
く
と
、
七
間
余
も
間
口
の
あ
る
東

屋
呉
服
店
が
あ
っ
て
、
こ
こ
だ
け
が
商
店
の
明
る
さ
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
い

た
。
明
治
九
年
に
、
い
ま
新
県
庁
舎
が
建
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
分
県
師

範
学
校
が
新
築
開
校
さ
れ
た
と
き
、
古
川
町
で
米
屋
を
し
て
い
た
東
屋
佐

藤
宇
三
郎
さ
ん
が
出
て
き
て
、
学
用
品
や
雑
貨
の
店
を
出
し
、
の
ち
に
呉

服
商
に
転
じ
た
の
だ
っ
た
。

　
大
正
年
代
以
後
は
む
す
こ
の
信
一
さ
ん
が
あ
と
を
継
い
で
、
竹
町
方
面

の
競
争
の
激
し
い
呉
服
屋
と
は
異
な
っ
た
ふ
ん
い
き
を
維
持
し
て
い
た
。

い
つ
も
森
閑
と
し
た
あ
の
通
り
に
、
ゆ
う
ぜ
ん
と
構
え
た
上
品
さ
が
、
婦

人
の
好
み
に
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。

　
東
屋
は
戦
災
で
店
を
た
た
ん
だ
が
、
戦
後
、
こ
の
通
り
に
商
店
が
盛
ん

に
で
き
始
め
た
と
き
、
町
名
の
な
い
商
店
街
は
お
か
し
い
と
い
う
の
で
、

信
一
さ
ん
が
名
付
け
親
と
な
っ
て
「
若
松
通
り
」
と
し
、
振
興
会
も
作
っ

た
の
で
あ
る
。

　
大
手
通
り
は
、
い
ま
遊
歩
公
園
と
な
っ
て
大
分
市
の
名
所
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
が
、
も
と
の
大
手
通
り
は
現
在
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
。
三
分

の
二
は
西
側
に
広
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
大
手
通
り
に
、
明
治
三
十
二
年
に
擷
芳
園
（
き
っ
ぽ
う
え
ん
）
と

い
う
私
学
校
が
新
築
さ
れ
た
。
二
十
八
年
に
京
町
に
開
校
し
、
浄
安
寺
や

来
迎
寺
の
間
借
り
授
業
の
後
、
大
手
通
り
に
学
校
を
建
て
た
の
だ
っ
た
。

元
気
の
い
い
若
者
が
就
学
し
て
い
た
と
み
え
、
大
手
通
り
に
面
し
た
寄
宿

舎
の
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
、
前
を
通
る
女
学
生
を
ひ
や
か
す
の
で
大
分
高

女
の
生
徒
か
ら
は
き
ら
わ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
校
長
は
浅
沢
源
八
郎
と
い

う
豪
放
ら
い
ら
く
な
人
で
、
酒
が
好
き
だ
っ
た
。
学
校
経
営
は
へ
た
だ
っ

た
と
み
え
、
四
十
二
年
に
廃
校
と
な
っ
た
。
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新
し
い
県
庁
舎
が
大
手
通
り
に
そ
そ
り
た
っ
て
か
ら
若
松
通
り
は
、
さ

ら
に
活
気
を
呈
し
て
き
た
。
通
行
人
の
数
は
県
庁
舎
が
で
き
る
前
に
比
べ

る
と
数
倍
に
ふ
え
て
い
る
。
と
く
に
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
は
予
想
を
越
え

た
人
通
り
と
な
っ
た
の
に
、
町
内
の
人
は
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

ん
な
に
増
加
し
た
通
行
人
を
、み
す
み
す
よ
そ
に
逃
が
す
手
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
若
松
通
り
は
、
向
こ
う
か
ら
こ
ろ
が
り
込
ん
だ
こ
の
幸
運
に
、
い

ま
の
と
こ
ろ
と
ま
ど
っ
て
い
る
と
い
っ
た
か
っ
こ
う
ら
し
い
。

　
あ
の
新
県
庁
舎
の
建
っ
て
い
る
土
地
は
、
明
治
い
ら
い
大
分
県
の
教
育

の
発
し
ょ
う
地
の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
。
あ
の
土
地
に
は
多

く
の
人
の
思
い
出
が
し
み
こ
ん
で
い
る
し
、
若
松
通
り
を
は
じ
め
、
あ
の

か
い
わ
い
の
町
は
、
あ
の
土
地
の
教
育
史
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
よ
う
な

も
の
な
の
だ
。

　
明
治
九
年
に
、
大
分
町
大
字
開
墾
地
に
大
分
県
師
範
学
校
が
新
築
さ
れ

た
と
、
大
分
県
教
育
史
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
い
ま
の
新
県
庁
舎
の
と
こ
ろ

だ
。「
開
墾
地
」
と
い
う
の
は
南
新
地
一
帯
を
い
う
の
か
と
思
っ
た
ら
長

池
町
の
一
部
も
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
昔
の
地
図
を
み
る
と
、
府

内
城
の
東
側
か
ら
、
い
ま
の
保
健
所
の
方
に
堀
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
ま

の
県
庁
舎
の
南
側
へ
カ
ギ
な
り
に
食
い
こ
み
、
南
新
地
か
ら
伸
び
た
中
堀

と
道
路
を
へ
だ
て
て
相
対
し
て
い
る
。
こ
の
堀
も
市
内
の
堀
の
埋
め
た
て

の
さ
い
、中
堀
と
同
時
に
埋
め
ら
れ
、「
開
墾
地
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
土
地
に
師
範
学
校
が
新
築
さ
れ
た
の
が
、
県
内
に
校
舎
と
い

う
も
の
が
新
築
さ
れ
た
最
初
だ
っ
た
。

　
師
範
学
校
が
創
立
さ
れ
た
の
は
明
治
七
年
で
、
最
初
は
藩
学
遊
焉
館
あ

教
育
の
ふ
る
さ
と
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と
に
府
内
学
校（
荷
揚
町
小
学
校
の
前
身
）と
同
居
し
て
い
た
。当
時
は「
師

範
学
校
伝
習
所
」
と
称
し
た
。
明
治
新
政
下
の
新
学
制
発
布
で
、
訓
導
の

養
成
が
間
に
あ
わ
ず
、
急
造
す
る
の
に
大
わ
ら
わ
だ
っ
た
。
当
時
は
六
ヵ

月
の
修
業
で
訓
導
の
免
許
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
ん
な
粗
製
乱
造
で

は
や
は
り
安
心
で
き
な
か
っ
た
と
み
え
「
向
こ
う
五
ヵ
年
間
教
師
た
る
こ

と
を
免
許
す
る
」
と
い
う
但
し
書
付
で
送
り
出
し
、
五
年
た
て
ば
再
教
育

を
し
て
新
た
に
免
許
を
与
え
て
い
た
。

　
明
治
十
八
年
に
、
大
分
県
下
最
初
の
中
学
校
と
し
て
「
県
立
大
分
中
学

校
」
が
創
立
さ
れ
た
が
、
上
野
に
校
舎
が
新
築
さ
れ
る
二
十
七
年
ま
で
の

十
年
間
は
師
範
学
校
と
同
居
し
て
い
た
。

　
同
居
し
た
異
質
の
学
校
と
い
う
も
の
は
仲
良
く
で
き
な
い
も
の
と
み

え
、
年
と
と
も
に
、
い
が
み
合
い
が
激
し
く
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
相
手

の
校
舎
の
へ
い
を
ド
ン
ド
ン
バ
タ
バ
タ
た
た
い
て
授
業
が
で
き
な
い
よ
う

じ
ゃ
ま
を
す
る
と
い
っ
た
騒
ぎ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
だ
っ
た
。
こ
の
対
抗
意

識
は
、
師
範
学
校
が
三
十
一
年
に
春
日
浦
に
新
築
移
転
し
て
、
互
い
に
遠

く
離
れ
た
後
ま
で
も
伝
統
的
に
続
い
て
い
る
。

　
師
範
学
校
が
去
っ
た
あ
と
、
明
治
三
十
三
年
に
県
立
高
等
女
学
校
（
翌

年
大
分
高
等
女
学
校
と
改
称
）
が
開
校
さ
れ
、
さ
ら
に
四
十
年
に
女
子
師

範
学
校
が
創
立
し
て
四
年
間
同
居
し
て
い
る
。

　
女
子
だ
か
ら
ケ
ン
カ
は
し
な
か
っ
た
が
、
女
子
師
範
生
が
や
や
年
上
な

も
の
だ
か
ら
、
女
学
校
の
生
徒
を
扇
動
し
て
教
員
の
排
せ
き
運
動
を
さ
せ

た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
大
分
高
女
は
エ
ビ
茶
に
黒
線
の
ハ
カ

マ
。
女
子
師
範
生
は
紫
紺
の
ハ
カ
マ
に
ナ
デ
シ
コ
の
花
を
浮
き
だ
し
た
大

き
な
バ
ッ
ク
ル
を
つ
け
て
い
た
。
こ
の
バ
ッ
ク
ル
を
付
け
た
い
ば
っ
か
り

に
女
子
師
範
に
入
学
し
た
娘
さ
ん
も
あ
っ
た
。
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遊
歩
公
園
は
、
い
ま
は
大
分
市
の
名
所
の
一
つ
に
な
っ
た
。
新
県
庁
舎

が
で
き
、
大
手
通
り
の
交
通
量
が
ふ
え
て
き
た
の
で
、
道
路
を
大
幅
に
占

領
し
て
い
る
遊
歩
公
園
が
じ
ゃ
ま
に
な
る
と
い
う
声
が
、
ぼ
つ
ぼ
つ
出
て

い
る
ら
し
い
が
、
大
分
市
が
大
都
市
的
様
相
を
お
び
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど

「
都
会
の
さ
ば
く
」
と
化
し
て
い
く
う
る
お
い
の
な
い
中
心
部
に
、
こ
の

よ
う
な
オ
ア
シ
ス
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
だ
。
は
や
ま
っ
て
は
い
け
な

い
。

　
大
雨
が
降
る
と
、
直
ち
に
外
堀
の
堀
が
あ
ふ
れ
て
大
手
通
り
に
流
れ
て

く
る
の
で
大
手
通
り
は
「
大
手
川
」
の
異
名
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
い
た
こ

と
は
前
に
書
い
た
が
、
そ
の
「
大
手
川
」
が
心
楽
し
い
緑
の
散
歩
道
と
な

り
付
近
の
こ
ど
も
が
安
心
し
て
遊
べ
る
公
園
に
な
ろ
う
と
は
、
あ
の
あ
た

り
の
町
民
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　
あ
の
遊
歩
公
園
の
ま
ん
中
辺
、
栄
町
筋
か
ら
出
た
と
こ
ろ
に
「
滝
廉
太

郎
終
焉
の
地
」の
標
柱
と
滝
廉
太
郎
の
年
譜
を
書
い
た
札
が
立
っ
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
朝
倉
文
夫
さ
ん
制
作
の
廉
太
郎
像

が
南
に
向
か
っ
て
立
っ
て
い
る
。

　
滝
廉
太
郎
の
家
は
代
々
日
出
藩
士
で
祖
父
吉
惇
は
禄
高
二
百
五
十
石
の

家
老
職
に
進
ん
で
い
る
。

　
父
吉
弘
は
明
治
三
年
に
日
出
藩
大
参
事
と
な
り
、
の
ち
に
大
蔵
省
、
太

政
官
、
内
務
省
な
ど
に
勤
め
、
明
治
二
十
二
年
に
大
分
に
帰
っ
て
か
ら
は

大
分
郡
長
や
直
入
郡
長
を
勤
め
た
。
二
十
八
年
に
公
職
を
退
い
て
大
分
市

（
大
手
通
り
）
に
隠
宅
を
構
え
る
ま
で
の
長
い
年
月
は
浮
き
草
か
ぎ
ょ
う

の
官
員
生
活
で
各
地
を
転
々
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

滝
　
廉
太
郎
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廉
太
郎
は
東
京
で
生
ま
れ
、
父
吉
弘
が
東
京
、
神
奈
川
、
富
山
、
さ
ら

に
大
分
と
転
任
す
る
の
に
つ
い
て
回
っ
て
い
る
の
で
小
学
校
も
東
京
、
富

山
、
大
分
、
竹
田
の
各
地
に
転
学
し
て
い
る
。
大
分
で
は
明
治
二
十
三
年

に
師
範
学
校
付
属
小
学
校
の
高
等
科
に
通
い
、
竹
田
で
は
竹
田
小
学
校
高

等
科
に
学
ん
で
、
二
十
七
年
に
同
校
を
卒
業
し
て
い
る
。
卒
業
と
と
も
に

東
京
に
出
て
音
楽
学
校
に
入
学
し
か
れ
の
天
与
の
才
能
を
磨
く
こ
と
に

な
っ
た
。

　
明
治
三
十
年
ご
ろ
は
小
中
学
校
の
唱
歌
選
定
を
盛
ん
に
や
っ
た
時
代

で
、
そ
の
こ
ろ
の
名
士
に
依
嘱
し
て
作
っ
た
中
学
校
唱
歌
三
十
八
種
の
歌

詞
の
作
曲
を
懸
賞
募
集
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
廉
太
郎
が
応
募
し
た

こ
と
が
、
か
れ
を
一
躍
天
才
作
曲
家
に
お
し
あ
げ
る
縁
と
な
っ
た
。
そ
の

と
き
の
応
募
作
が
「
荒
城
の
月
」「
箱
根
八
里
」「
豊
太
閤
」
の
三
曲
で
、

三
つ
と
も
入
選
し
て
い
る
。
そ
の
後
か
れ
の
作
曲
し
た
か
ず
か
ず
の
唱
歌

は
い
ま
も
ほ
と
ん
ど
愛
唱
さ
れ
て
い
る
。

　「
は
と
ぽ
っ
ぽ
」「
雪
や
こ
ん
こ
ん
」「
も
う
い
く
つ
寝
る
と
お
正
月
」「
す

ず
め
、
す
ず
め
き
ょ
う
も
ま
た
」
な
ど
の
幼
稚
園
唱
歌
が
廉
太
郎
の
作
曲

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
少
な
か
ろ
う
。

　
明
治
三
十
三
年
、
二
十
三
歳
の
廉
太
郎
は
、
男
子
と
し
て
初
の
音
楽
研

究
の
留
学
生
と
な
っ
て
ド
イ
ツ
に
旅
立
ち
翌
年
病
を
得
て
十
月
に
帰
国
し

た
。

　
大
分
町
大
手
通
り
の
父
母
の
も
と
で
静
養
し
た
が
そ
の
か
い
な
く
、

三
十
六
年
六
月
二
十
九
日
二
十
五
歳
で
他
界
し
た
。
廉
太
郎
が
病
の
身
を

祖
国
に
運
ん
だ
第
一
声
は
「
日
本
は
い
い
な
あ
、
日
本
の
空
は
き
れ
い
だ

空
気
も
す
き
と
お
っ
て
あ
ま
い
味
が
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
っ
た
と
い

う
。
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　オオイタデジタルブックは、大分合同新聞社と学校法

人別府大学が、大分の文化振興の一助となることを願っ

て立ち上げたインターネット活用プロジェクト「NAN-

NAN（なんなん）」の一環です。

　NAN-NAN では、大分の文化と歴史を伝承していくう

えで重要な、さまざまな文書や資料をデジタル化して公

開します。そして、読者からの指摘・追加情報を受けな

がら逐次、改訂して充実発展を図っていきたいと願って

います。情報があれば、ぜひ NAN-NAN 事務局にお寄せ

ください。

　NAN-NAN では、この「大分今昔」以外にもデジタルブッ

ク等をホームページで公開しています。インターネット

に接続のうえ下のボタンをクリックすると、ホームペー

ジが立ち上がります。まずは、クリック！！！

著
者
略
歴
◇ 

渡
辺 

克
己

　
大
分
県
大
分
市
佐
賀
関
町
木
佐
上
出

身
。
大
正
二
年
生
ま
れ
。
朝
鮮
京
城
で

新
聞
記
者
。
終
戦
で
引
き
揚
げ
、
大
分

合
同
新
聞
記
者
。
こ
ど
も
新
聞
、
学
芸

部
等
の
部
長
を
経
て
調
査
部
長
を
最
後

に
昭
和
四
十
三
年
定
年
退
職
。
昭
和

二
十
七
年
か
ら
同
四
十
三
年
ま
で
大
分

市
教
育
委
員
、
昭
和
四
十
三
年
か
ら
同

四
十
八
年
ま
で
民
生
児
童
委
員
。

　
郷
土
史
を
研
究
し
「
大
分
今
昔
」「
豊

後
の
ま
が
い
物
散
歩
」「
国
東
古
寺
巡

礼
」「
忠
直
卿
狂
乱
始
末
」「
真
説
・
山

弥
長
者
」「
豊
後
の
武
将
と
合
戦
」「
ふ

る
さ
と
の
野
の
仏
た
ち
」
等
の
著
書
。
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