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　【
写
真
】
春
日
浦
海
岸
（
昭
和
初
年
）

　

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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萊
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勢家町
住吉町

千代町

恵美須神社

威徳寺

住吉神社

春日神社

勢家

浜
町
南
羽
衣
通
り

浜町北 浜町東

昭和通り

芦崎

西応寺

県営球場跡
（師範学校跡）

大分工業跡

東春日町西春日町
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王子北町
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春
日
公
園

今回の主な舞台
（春日浦かいわい）
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春日浦海岸（昭和初年）
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堀
川
か
ら
住
吉
神
社
横
の
仙
石
橋
を
渡
る
と
勢
家
。
明
治
四
十
年
に
西

大
分
町
が
大
分
町
に
合
併
し
た
の
だ
が
、
そ
の
西
大
分
町
は
、
仙
石
橋
か

ら
向
こ
う
、
勢
家
、
駄
ノ
原
、
生
石
を
一
つ
に
し
て
独
立
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
西
大
分
町
最
後
の
町
長
は
安
部
甚
三
郎
さ
ん
。
甚
三
郎
さ
ん
は
若
い
こ

ろ
東
京
に
出
て
報
知
新
聞
の
記
者
を
し
、
大
分
に
帰
っ
て
豊
州
新
報
（
大

分
合
同
の
前
身
）の
主
筆
で
活
躍
し
た
こ
と
も
あ
る
文
化
人
町
長
だ
っ
た
。

西
大
分
町
が
大
分
町
に
合
併
後
、
大
分
は
市
と
な
り
、
そ
の
助
役
を
し
て

い
た
。
の
ち
請
わ
れ
て
国
東
町
長
を
し
、
さ
ら
に
安
岐
町
長
を
勤
め
て
い

る
と
き
病
死
（
昭
和
五
年
）
し
た
。

　
勢
家
は
古
い
静
か
な
二
本
の
裏
町
だ
。
仙
石
橋
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
西
応

寺
の
横
を
王
子
町
に
抜
け
る
町
筋
が
勢
家
新
道
で
、
威
徳
寺
の
先
を
春
日

神
社
の
境
内
に
突
き
当
た
る
町
筋
が
勢
家
本
町
。
藩
政
初
期
ご
ろ
の
古
地

図
を
み
る
と
、
城
下
町
か
ら
西
大
分
方
面
に
行
く
の
は
、
い
ま
の
勢
家
本

町
の
道
路
が
一
本
だ
け
で
、
新
道
の
方
は
、
向
こ
う
に
抜
け
て
い
な
い
。

そ
の
後
浜
の
市
の
繁
栄
な
ど
で
、
交
通
も
ひ
ん
ぱ
ん
と
な
る
に
つ
れ
、
春

日
神
社
の
境
内
に
突
き
当
た
っ
て
曲
が
り
く
ね
っ
て
行
く
道
で
は
不
便
だ

と
い
う
の
で
、「
新
道
」
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
あ
た
り
は
、
戦
災
を
部
分
的
に
し
か
受
け
て
い
な
い
の
で
、
古
め

か
し
い
家
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
家
は
、
た
い
て
い
道
路

に
面
し
た
へ
や
い
っ
ぱ
い
の
コ
ウ
シ
（
格
子
）
を
と
り
つ
け
て
い
て
、
明

治
が
近
々
と
あ
る
感
じ
だ
。

　
あ
の
コ
ウ
シ
は
、
日
光
を
へ
や
に
取
り
入
れ
る
に
は
不
向
き
か
も
し
れ

コ
ウ
シ
戸
の
家
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な
い
が
、
へ
や
に
い
て
、
障
子
に
コ
ウ
シ
の
し
ま
模
様
が
う
つ
る
の
は
悪

く
な
い
も
の
だ
。
あ
の
町
筋
を
歩
い
て
コ
ウ
シ
造
り
の
家
を
な
が
め
る
こ

と
に
、
郷
愁
を
感
じ
る
初
老
以
上
の
人
は
多
か
ろ
う
。
あ
れ
は
、
明
治
か

大
正
初
年
ご
ろ
に
と
り
つ
け
た
も
の
だ
。
ほ
と
ん
ど
農
家
だ
っ
た
あ
の
辺

の
家
は
、
そ
れ
以
前
は
腰
戸
の
上
に
、
あ
け
た
て
で
き
る
障
子
を
設
け
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
堀
川
か
ら
工
業
学
校
前
を
通
っ
て
王
子
町
に
行
く
道
路
は
、
明
治
の
中

期
に
で
き
、
そ
れ
に
電
車
軌
道
が
走
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
あ
の
道

路
が
で
き
る
ま
で
は
、
勢
家
新
道
は
主
要
道
路
と
し
て
人
の
往
来
が
さ
か

ん
だ
っ
た
。
い
ま
は
裏
町
だ
が
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
が

い
ま
な
お
盛
ん
に
通
る
。

　
昔
の
お
も
か
げ
を
そ
の
ま
ま
と
ど
め
て
、
ひ
っ
そ
り
と
息
づ
い
て
い
る

細
い
裏
町
を
、
コ
ウ
シ
戸
を
う
ち
ふ
る
わ
し
て
軒
す
れ
す
れ
に
走
る
ト

ラ
ッ
ク
。そ
れ
は
あ
の
あ
た
り
の
静
か
な
空
気
を
か
き
乱
す
ち
ん
入
者
だ
。

だ
い
い
ち
町
の
た
た
ず
ま
い
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。「
王
子
町
方
面
か
ら

羽
衣
通
り
に
抜
け
る
近
道
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
ん
な
狭
い
道
を
通
ら
な

く
て
も
、
と
い
っ
た
ら
、
市
長
さ
ん
に
い
っ
て
く
れ
っ
て
、
運
転
手
さ
ん

が
さ
か
ね
じ
を
食
わ
す
ん
で
す
よ
」

　
明
治
初
年
に
建
て
た
と
い
う
古
い
家
の
お
ば
さ
ん
が
、
困
っ
た
顔
を
し

て
コ
ウ
シ
戸
か
ら
の
ぞ
い
て
い
た
。

　
勢
家
本
町
か
ら
勢
家
新
道
に
ぬ
け
る
―
―
い
ま
勢
家
温
泉
の
あ
る
路
地

か
ら
、
さ
ら
に
工
業
学
校
の
方
に
伸
び
て
い
る
細
い
路
地
の
こ
と
を
、
も

と
「
た
ご
し
ゅ
う
じ
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　「
肥
え
た
ご
小
路
」
の
な
ま
っ
た
も
の
だ
。
工
業
学
校
あ
た
り
か
ら
向

こ
う
は
広
い
田
畑
で
、
勢
家
の
百
姓
が
そ
の
田
畑
に
肥
え
た
ご
を
か
た
げ
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て
行
く
通
路
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
肥
え
く
さ
い
路
地
で
あ

る
こ
と
を
自
他
と
も
に
認
め
て
い
た
。

　
　
　
　

　
春
日
さ
ま
の
お
祭
り
の
呼
び
も
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も
ヤ
ブ
サ
メ
（
流

鏑
馬
）
だ
。
い
ま
も
、
ど
う
や
ら
例
祭
の
儀
式
と
し
て
存
続
し
て
い
る
が

昔
は
盛
ん
な
も
の
だ
っ
た
。

　
勢
家
本
町
の
は
し
か
ら
、
春
日
さ
ま
の
鳥
居
の
と
こ
ろ
ま
で
の
長
い
町

筋
の
両
側
数
カ
所
に
、
経
木
で
作
っ
た
的
が
さ
し
出
さ
れ
、
こ
れ
を
走
る

馬
上
か
ら
ね
ら
い
打
ち
す
る
の
で
あ
る
。
元
来
ヤ
ブ
サ
メ
は
騎
射
の
一
種

で
、
馬
上
か
ら
カ
ブ
ラ
ヤ
（
鏑
矢
）
で
的
を
い
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
の
は

変
わ
っ
て
い
て
ム
チ
を
振
る
っ
て
的
を
た
た
き
落
と
す
の
で
あ
る
。
た
た

き
落
と
さ
れ
た
的
の
経
木
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
見
物
人
の
頭
上
に
降
っ

て
く
る
。
そ
れ
を
見
物
人
は
あ
ら
そ
っ
て
拾
っ
た
。
家
に
持
ち
帰
っ
て
、

米
俵
に
さ
し
て
お
く
と
虫
よ
け
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
騎
手
は
水
干
に
エ
ボ
シ
（
烏
帽
子
）
そ
れ
に
た
す
き
掛
け
と
い
う
勇
ま

し
い
い
で
た
ち
。
明
治
ご
ろ
ま
で
は
、
こ
れ
が
十
騎
あ
ま
り
も
出
場
し
、

一
騎
駆
け
出
す
ご
と
に
、
あ
の
狭
い
町
筋
の
軒
下
に
ひ
し
め
く
見
物
人
が

ワ
ッ
と
歓
声
を
上
げ
た
。
い
つ
も
は
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
し

て
い
る
、
あ
の
町
筋
が
、
年
一
度
だ
け
、
ご
っ
た
が
え
す
に
ぎ
わ
い
に
、

わ
き
か
え
る
日
だ
っ
た
。

　
寛
永
十
四
年
に
府
内
城
主
日
根
野
吉
明
が
東
国
東
郡
竹
田
津
村
に
住
む

井
上
右
門
を
招
い
て
騎
手
と
し
、
ヤ
ブ
サ
メ
を
始
め
さ
せ
た
と
い
う
か
ら

長
い
伝
統
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
の
井
上
氏
が
代
々
勢
家
に
居
住
し

ま
つ
り
の
ヤ
ブ
サ
メ
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て
騎
手
を
つ
と
め
る
家
柄
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
い
ま
も
豊
久
（
王
子

町
一
丁
目
）
に
井
上
姓
の
家
が
あ
る
そ
う
だ
。
し
か
し
そ
の
井
上
家
も
馬

に
乗
り
手
が
い
な
く
な
っ
て
明
治
ご
ろ
か
ら
別
の
人
が
騎
手
に
な
っ
て
い

た
。
現
在
は
、
も
と
軍
人
だ
っ
た
中
島
三
条
に
住
む
後
藤
勇
吉
さ
ん
が
つ

と
め
て
い
る
。

　
馬
は
氏
子
や
近
在
の
、
お
も
に
農
家
か
ら
、
す
す
ん
で
差
し
出
し
て
い

た
も
の
だ
。
自
分
の
家
の
役
馬
が
神
事
に
出
場
す
る
こ
と
は
名
誉
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
春
日
さ
ま
の
お
祭
り
の
特
色
の
、
も
う
一
つ
は
ア
ラ
モ
ノ
と
農
具
の
市

が
た
つ
こ
と
だ
っ
た
。

　「
シ
ョ
ウ
ケ
が
だ
い
ぶ
ん
痛
ん
で
き
た
け
ん
ど
、
春
日
さ
ま
の
お
祭
り

ま
で
、
も
つ
じ
ゃ
ろ
う
か
な
あ
」

　
大
正
ご
ろ
の
こ
ど
も
は
、
祖
母
が
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
た
の
を
お

春日さま（挿絵：田中  昇）
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ぼ
え
て
い
る
は
ず
だ
。
家
庭
で
使
う
ア
ラ
モ
ノ
や
農
耕
用
の
ス
キ
、
ク
ワ

は
、
春
日
さ
ま
の
お
祭
り
を
待
っ
て
買
う
の
が
、
ふ
つ
う
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
大
正
ご
ろ
ま
で
は
、
参
道
や
境
内
の
広
っ
ぱ
に
シ
ョ
ウ
ケ
、
フ
ル
イ
、

ミ
イ
、
飯
び
つ
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
ア
ラ
モ
ノ
と
、
ク
ワ
、
ス
キ
、
カ
マ
、

マ
サ
カ
リ
な
ど
の
農
具
の
市
が
と
こ
ろ
せ
ま
く
た
っ
て
い
た
も
の
だ
。

　
昭
和
に
な
っ
て
し
だ
い
に
さ
び
れ
戦
争
と
と
も
に
ば
っ
た
り
な
く
な
っ

た
。
い
ま
は
、
ほ
ん
の
一
、二
軒
、
小
屋
が
け
の
店
の
間
に
ま
じ
っ
て
ア

ラ
モ
ノ
の
露
店
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
で
は
昔
の
盛
ん
な
ア

ラ
モ
ノ
市
を
し
の
ぶ
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。

　
　
　
　

　
春
日
神
社
の
創
建
は
、神
い
ん
ひ
ょ
う
び
ょ
う
と
し
て
さ
だ
か
で
な
い
。

天
平
年
中
（
七
二
九
年
―
七
四
八
年
）
ま
た
は
貞
観
二
年
（
八
六
〇
年
）

に
、
と
き
の
豊
後
国
司
が
奈
良
の
春
日
神
を
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
て
い
ど
だ
。
と
に
か
く
大
分
市
内
で
は
最
も
古
い
大
社
の
一

つ
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
る
。

　
豊
後
国
守
護
と
し
て
府
内
に
は
い
っ
た
大
友
能
直
は
神
殿
を
再
建
し
そ

の
子
親
秀
も
造
営
し
た
り
社
領
を
寄
進
し
た
り
手
厚
い
崇
敬
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
と
き
寄
進
し
た
社
領
は
相
撲
田
、
瑞
垣
（
み
ず
が
き
）
田
、
菖

蒲
田
な
ど
の
名
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
い
ま
も
勢
家
と
春
日
町
と
に
菖
蒲
田

の
小
字
名
が
残
っ
て
い
る
。

　
境
内
の
蓬
萊
山
は
、
親
秀
が
大
友
氏
の
繁
栄
を
祈
っ
て
築
い
た
も
の
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
最
初
に
築
か
せ
た
者
は
だ
れ
か
は
っ
き
り
し

蓬
萊
山
の
履
歴
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て
い
な
い
。
蓬
萊
山
も
ま
た
神
社
と
と
も
に
歴
史
の
か
な
た
に
か
す
ん
で

い
る
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
竹
中
重
隆
が
府
内
城
を
大
増
築
し
た
さ
い
、
加

藤
清
正
が
来
遊
し
て
こ
の
蓬
萊
山
に
の
ぼ
り
、
山
上
か
ら
城
内
が
う
か
が

え
る
の
は
不
利
益
だ
と
、
重
隆
に
す
す
め
て
取
り
こ
わ
さ
せ
た
。
重
隆
は

領
民
の
信
仰
や
影
響
を
考
え
て
、
ま
ず
庄
の
原
に
丘
を
築
い
て
蓬
萊
山
と

名
づ
け
た
の
ち
、
春
日
社
の
方
を
取
り
の
ぞ
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、日
根
野
吉
明
が
、蓬
萊
山
を
再
建
し
「
過
去
七
仏
」
の
び
ょ
う
（
廟
）

を
建
立
し
た
。

　
こ
れ
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
過
去
七

仏
」
は
、
蓬
萊
山
の
西
側
に
小
さ
な
丘
か
七
つ
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
明
治

年
代
に
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
吉
明
は
人
心
収
ら
ん
（
攬
）
の
術
に
長
じ
た
名
君
だ
っ
た
こ
と
は
、
彼

の
か
ず
か
ず
の
事
績
が
語
っ
て
い
る
と
お
り
で
蓬
萊
山
再
建
の
さ
い
も
自

ら
モ
ッ
コ
を
か
つ
い
で
、
出
役
の
民
を
激
励
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
現
在
の
蓬
萊
山
は
、
も
と
の
位
置
よ
り
や
や
南
方
に
動
い
て
い
る
。
昭

和
十
二
年
、
忠
魂
碑
に
近
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
「
山
移
し
」
を
や
っ
た
の

で
あ
る
。
も
と
の
位
置
は
、い
ま
の
池
の
あ
た
り
が
中
心
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
明
治
年
代
は
市
内
の
小
学
校
な
ど
の
連
合
運
動
会
が
春
日
公
園
で
盛
ん

に
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
も
、
蓬
萊
山
は
楽
し
い
い
こ
い
の
場
だ
っ

た
。

　
蓬
萊
山
の
横
に
記
念
碑
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
根
野
吉
明
が
再
建
し
た
さ

い
に
建
て
た
も
の
で
、同
慈
寺
の
鶴
翁
と
い
う
人
が
碑
文
を
書
い
て
い
る
。

「
豊
州
府
春
日
原
の
蓬
萊
は
、
上
古
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
が
中
ご
ろ
あ
る

人
が
こ
れ
を
こ
わ
し
た
。寛
永
十
一
年
日
根
野
織
部
正
藤
原
朝
臣
吉
明
が
、

さ
い
わ
い
に
征
夷
大
将
軍
の
命
を
受
け
て
こ
の
地
を
領
し
…
」
原
文
は
漢
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文
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
調
子
で
、
蓬
萊
を
再
建
し
た
い
わ
れ
を
細
か
に
記

し
て
い
る
。

　
先
日
、
蓬
萊
山
の
上
に
の
ぼ
っ
て
み
た
。
付
近
の
こ
ど
も
た
ち
が
、
駆

け
の
ぼ
り
、
駆
け
く
だ
っ
て
遊
ん
で
い
た
。
い
い
遊
び
場
で
け
っ
こ
う
だ

が
、
そ
の
た
め
芝
草
も
踏
み
荒
ら
さ
れ
て
い
る
。
南
側
の
芝
草
は
か
た
わ

ら
の
木
の
陰
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
枯
れ
て
土
が
む
き
だ
し
に

な
っ
て
い
た
。
芝
草
が
枯
れ
た
ら
土
が
流
れ
て
、
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
る

だ
ろ
う
。
大
分
市
に
と
っ
て
は
、
大
切
な
遺
跡
で
あ
り
、
な
つ
か
し
い
丘

だ
。
大
切
に
し
た
い
も
の
だ
。

　
　
　
　

　
春
日
公
園
や
春
日
浦
一
帯
に
群
生
し
て
い
る
古
松
は
大
分
っ
子
に
と
っ

て
は
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
の
一
つ
だ
。

　
大
正
十
年
に
電
車
軌
道
を
敷
く
た
め
に
海
浜
を
埋
め
て
道
路
が
で
き
る

ま
で
は
、
あ
の
松
林
の
す
ぐ
下
を
美
し
い
波
が
洗
っ
て
い
た
。

　
松
林
の
中
で
裸
に
な
っ
て
、
ぱ
っ
と
飛
び
だ
せ
ば
、
波
打
ち
ぎ
わ
が
そ

こ
に
あ
っ
た
の
だ
。
遠
浅
で
、
海
水
は
澄
み
、
砂
も
き
れ
い
だ
っ
た
。
だ

か
ら
市
民
の
海
水
浴
と
い
え
ば
春
日
浦
に
き
ま
っ
て
い
た
。

　
も
う
一
つ
春
日
浦
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
た
な
ば
た
祭
り
の
こ
と
。

サ
サ
飾
り
を
軒
ご
と
に
か
か
げ
た
そ
の
夜
、
市
内
の
こ
ど
も
た
ち
は
、
軒

か
ら
サ
サ
飾
り
を
と
り
は
ず
し
、
こ
れ
に
美
し
い
ち
ょ
う
ち
ん
な
ど
を
つ

け
、「
ホ
ー
ラ
イ
エ
ン
ヤ
、
エ
ン
ヤ
サ
ノ
サ
ッ
サ
」
と
口
々
に
叫
び
な
が

ら
市
内
を
夜
っ
ぴ
て
に
ぎ
や
か
に
練
り
歩
き
、
夜
明
け
前
に
、
春
日
浦
に

持
っ
て
い
っ
て
海
に
流
す
の
で
あ
る
。

た
な
ば
た
流
し
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そ
の
と
き
、浜
に
線
香
を
売
る
店
が
出
た
。こ
ど
も
た
ち
は
こ
れ
を
買
っ

て
楽
し
む
の
だ
。
火
を
つ
け
た
線
香
を
一
本
一
本
海
浜
の
砂
上
に
つ
き
さ

し
て
「
七
夕
」
や
「
天
の
川
」
の
字
を
描
く
の
で
あ
る
。
小
さ
な
火
だ
が
、

そ
れ
が
無
数
に
集
ま
っ
た
「
七
夕
」
や
「
天
の
川
」
の
字
が
、
海
浜
を
埋

め
つ
く
し
、
や
み
の
中
に
浮
き
あ
が
っ
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
煙
を
あ
げ
て
い

る
さ
ま
は
、
夢
の
よ
う
に
美
し
い
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
夜
は
ま
た
大
分
の
盆
踊
り
の
先
が
け
の
日
だ
っ
た
。
市
内
の
青
年

男
女
は
夕
方
六
時
ご
ろ
か
ら
柞
原
さ
ま
に
お
参
り
を
し
て
こ
こ
で
踊
っ
て

か
ら
春
日
浦
に
く
だ
っ
た
。春
日
浦
に
到
着
す
る
の
が
午
前
二
時
ご
ろ
だ
。

そ
れ
か
ら
朝
ま
で
踊
り
ぬ
く
な
ら
わ
し
で
あ
る
。集
ま
っ
た
青
年
た
ち
の
、

だ
れ
と
い
う
こ
と
も
な
く
盆
踊
り
歌
が
う
た
い
出
さ
れ
る
。

　「
ソ
レ
ソ
レ
、
ア
ト
ヤ
ン
ソ
レ
サ
ア
」
の
お
ん
ど
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ

ま
の
く
ど
き
が
口
を
つ
い
て
出
る
。

　
　「
恋
は
都
の
花
と
散
り
ゆ
く
　
ア
、
ヨ
イ
シ
ョ

　
　
　
　
涙
で
そ
で
を
ぬ
れ
ぎ
ぬ
の
　
ア
ト
ヤ
ン
ソ
レ
サ
ア
」

　
な
ど
の
、
お
さ
ん
六
三
郎
心
中
も
の
は
、
と
く
に
人
気
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
く
ど
き
に
の
っ
て
、
手
拍
子
を
合
わ
せ
て
踊
り
の
輪
が
、
松
林
の

中
や
海
浜
に
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。
線
香
の
「
七
夕
」
の
字
が
消

え
、
い
そ
に
寄
せ
る
波
に
夜
明
け
の
光
り
が
さ
す
ま
で
踊
り
ぬ
い
て
家
路

に
つ
く
。
こ
の
夜
、
春
日
浦
で
咲
く
恋
の
花
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
市
内

の
盆
踊
り
は
、
こ
の
夜
を
皮
切
り
に
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
春
日
浦
の
、
た
な
ば
た
の
サ
サ
飾
り
流
し
が
さ
び
れ
た
の
は
、
大
正
四

年
に
大
分
築
港
が
完
成
し
て
か
ら
だ
っ
た
。
サ
サ
を
流
す
場
所
が
築
港
の

う
ち
に
は
い
っ
た
た
め
、
潮
が
サ
サ
を
沖
に
持
っ
て
ゆ
か
な
く
な
っ
た
の

だ
。
浜
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
た
サ
サ
の
山
は
、
み
ぐ
る
し
い
し
、
始
末
に
困
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る
と
い
う
の
で
、
築
港
内
の
サ
サ
流
し
を
、
お
か
み
（
役
所
）
か
ら
止
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
盆
踊
り
は
、
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
夢
の
よ
う
な
、
た
な

ば
た
流
し
の
情
ち
ょ
の
中
で
こ
そ
楽
し
い
も
の
だ
。
そ
れ
に
電
車
軌
道
が

走
っ
て
海
浜
も
遠
の
く
に
つ
れ
、
い
つ
と
は
な
く
や
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　

　
　
蓬
萊
公
園
北
に
見
て

　
　
　
　
こ
こ
に
は
春
日
の
社
あ
り

　
　
第
一
森
林
奥
深
く

　
　
　
　
海
に
の
ぞ
ん
で
ク
ラ
ブ
あ
り

　
　
県
下
に
名
を
経
し
師
範
校

　
　
　
　
敷
き
地
は
広
く
堂
々
と
…

　
堀
川
の
項
で
紹
介
し
た
「
堀
川
名
物
ま
ん
じ
ゅ
う
で
…
」
の
堀
川
を
う

た
っ
た
文
句
の
次
に
続
く
歌
だ
と
、
魚
町
の
人
が
知
ら
せ
て
く
れ
た
。

　
こ
の
春
日
の
社
の
森
林
、
古
松
群
を
造
成
し
た
最
初
の
人
は
府
内
藩
主

竹
中
重
利
で
あ
る
。
慶
長
十
二
年
九
月
、
江
戸
参
勤
の
帰
途
、
播
磨
灘
で

風
波
に
あ
っ
て
遭
難
し
か
け
た
。
こ
の
と
き
、
は
る
か
に
勢
家
の
春
日
宮

に
海
路
安
全
を
祈
っ
た
お
か
げ
で
無
事
沖
の
浜
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
重
利
は
、
沖
の
浜
か
ら
た
だ
ち
に
春
日
宮
に
参
拝
し
て
、
帰
城
し

た
が
、
そ
の
お
礼
に
と
十
万
本
の
松
を
寄
進
し
、
春
日
宮
の
境
内
に
植
え

さ
せ
た
。

　
境
内
と
い
っ
て
も
い
ま
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
相
当
広
い
地
域
に

わ
た
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
春
日
浦
を
電
車
で
行
く
と
、
南
側
の
道
路
ぞ
い

松
林
と
豊
久
町
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に
松
林
が
続
い
て
い
る
。
あ
れ
が
、
す
べ
て
竹
中
重
利
の
造
成
に
な
る
も

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
世
植
え
つ
い
だ
も
の
も
あ
る
が
、
見
上
げ
る

よ
う
な
老
木
は
、
重
利
の
植
え
さ
せ
た
も
の
と
思
っ
て
よ
い
。

　
明
治
初
年
ご
ろ
ま
で
は
、毎
年
正
月
十
六
日
の
山
の
神
の
祭
り
の
日
に
、

勢
家
、
駄
ノ
原
、
生
石
の
村
民
が
山
に
行
っ
て
、
山
の
神
に
お
祈
り
を
し

て
一
人
一
本
ず
つ
松
の
若
木
を
も
ら
い
、
そ
れ
を
春
日
浦
に
植
え
継
い
で

い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ほ
ど
あ
の
松
林
の
恩
を
感
じ
大
切
に
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
治
年
代
ま
で
は
、
春
日
浦
の
松
林
は
ず
い
ぶ

ん
見
事
な
も
の
が
、
海
岸
の
白
砂
に
影
を
落
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
し
だ

い
に
枯
れ
て
切
り
倒
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
い
ま
マ
ツ
ク
イ
ム
シ
が
は
び

こ
っ
て
老
松
を
枯
死
さ
せ
つ
つ
あ
る
そ
う
だ
が
、あ
れ
を
全
滅
さ
せ
た
ら
、

先
祖
に
た
い
し
て
申
し
わ
け
が
た
つ
ま
い
。

　
あ
の
松
林
の
は
し
に
「
豊
久
風
致
地
区
」
と
い
う
棒
ぐ
い
が
立
っ
て
い

る
。
い
ま
は
町
名
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
地
名
だ
が
、
も
と
も
と
春
日
神

社
か
ら
西
の
方
の
一
画
の
地
名
だ
っ
た
。

　
日
根
野
吉
明
が
正
保
二
年
に
蓬
萊
山
を
再
建
し
た
年
の
春
日
社
の
祭
礼

の
日
を
ぼ
く
し
て
、
駄
ノ
原
や
近
村
の
希
望
者
に
、
蓬
萊
山
の
西
方
に
民

屋
を
建
て
さ
せ
、
勢
家
の
民
屋
と
接
続
さ
せ
た
。
そ
し
て
新
し
い
町
を
豊

久
町
と
名
づ
け
た
と
あ
る
。
現
在
の
王
子
町
一
丁
目
付
近
で
あ
る
。

　
歌
の
文
句
の
「
海
に
の
ぞ
ん
で
ク
ラ
ブ
あ
り
」
の
ク
ラ
ブ
は
、
現
在
の

春
日
亭
で
あ
る
。
明
治
年
代
は
大
分
の
最
高
級
の
料
亭
だ
っ
た
ら
し
い
。

あ
の
料
亭
の
建
築
は
ち
ょ
っ
と
他
に
ま
ね
の
で
き
な
い
総
ケ
ヤ
キ
作
り
だ

そ
う
だ
。
最
初
「
蓬
萊
館
」
と
称
し
て
い
た
が
、
新
京
楼
の
経
営
に
移
っ

て
か
ら
「
大
分
ク
ラ
ブ
」
と
呼
ん
だ
。
春
日
亭
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
ろ

大
分
ク
ラ
ブ
の
東
側
に
小
さ
な
料
亭
と
し
て
あ
っ
た
。
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瓜
生
鉄
雄
さ
ん
（
威
徳
寺
住
職
・
歌
人
）
が
西
大
分
小
学
校
（
い
ま
の

王
子
神
社
境
内
に
あ
っ
た
）
に
通
学
す
る
と
き
大
分
ク
ラ
ブ
に
ず
う
っ
と

横
づ
け
さ
れ
た
自
動
車
を
見
て
、
駆
け
出
し
て
行
っ
て
な
が
め
た
。
自
動

車
と
い
う
も
の
を
見
た
の
は
、そ
の
と
き
が
初
め
て
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
大
分
ク
ラ
ブ
の
す
ぐ
後
ろ
が
海
浜
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
す
ご
く
見

晴
ら
し
の
い
い
料
亭
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

　
春
日
公
園
の
西
の
す
み
に
「
賢
女
起
世
之
碑
」
が
あ
る
。
起
世
（
甲
斐

き
せ
）
は
、
貞
節
の
ほ
ま
れ
高
く
弘
化
四
年
に
時
の
藩
主
は
八
十
八
歳
以

上
の
例
に
準
じ
て
特
別
の
待
遇
を
与
え
、
終
生
の
扶
持
（
ふ
ち
）
を
さ
ず

け
る
と
と
も
に
毎
年
正
月
に
は
城
中
に
呼
び
出
し
て
酒
さ
か
な
を
た
ま

わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
顕
彰
碑
を
建
て
た
の
は
明
治
十
三
年
、
大
分
町
の
有
志
が
き
せ
の
徳
行

を
永
久
に
た
た
え
る
た
め
に
、藩
の
賞
辞
を
も
と
に
し
て
碑
文
を
刻
ん
だ
。

題
字
は
、
時
の
太
政
大
臣
三
条
実
美
の
筆
で
あ
る
。

　
き
せ
は
元
町
の
生
ま
れ
で
、
幼
時
に
両
親
を
失
い
、
奉
公
な
ど
を
し
た

の
ち
十
九
歳
で
笠
和
町
に
嫁
入
り
し
た
。
と
こ
ろ
が
間
も
な
く
夫
は
不
治

の
難
病
と
な
り
、
き
せ
が
病
夫
と
し
ゅ
う
と
め
を
か
か
え
て
生
活
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。「
夫
の
病
気
し
だ
い
に
さ
し
重
り
自
由
か
な
わ

ず
一
間
に
引
き
こ
も
り
打
ち
ふ
し
、
気
う
つ
致
す
べ
し
と
、
手
業
の
ひ
ま

に
は
背
負
い
て
屋
敷
内
を
は
い
か
い
し
、
あ
る
い
は
手
足
冷
え
候
時
は
肌

に
て
暖
め
…
」（
藩
行
賞
覚
書
）
と
い
う
貞
女
ぶ
り
で
、
数
年
後
に
夫
に

死
別
す
る
と
、
し
ゅ
う
と
め
に
つ
か
え
、
さ
ら
に
亡
母
が
し
ば
ら
く
連
れ

賢
女
き
せ
の
碑
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添
っ
た
こ
と
の
あ
る
老
人
ま
で
養
う
と
い
う
、
男
手
も
か
な
わ
ぬ
働
き
ぶ

り
で
、
こ
れ
ら
老
人
た
ち
も
死
去
す
る
と
「
墓
参
お
こ
た
り
な
く
、
夏
分

は
蚊
を
防
ぎ
候
と
て
、
実
父
母
な
ら
び
に
前
記
三
人
の
位
は
い
を
蚊
帳
の

中
に
入
れ
暑
さ
た
え
が
た
き
と
き
は
う
ち
わ
に
て
あ
お
ぎ
、
寒
夜
に
は
ふ

と
こ
ろ
に
入
れ
、
在
世
に
て
仕
え
候
時
の
如
く
し
て
…
…
」
や
も
め
暮
ら

し
を
お
し
通
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
き
せ
は
明
治
二
年
八
十
歳
で
死
亡
し
た
。
碑
文
に
は
「
き
せ
は
君
子
の

行
四
あ
り
。
姑
に
つ
か
へ
て
順
孝
な
り
、
究
阨
（
き
ゅ
う
や
く
＝
困
苦
の

こ
と
）
に
志
を
守
る
貞
女
な
り
、
人
の
恵
を
忘
れ
ず
義
な
り
、
一
介
も
取

ら
ず
廉
な
り
」
と
た
た
え
て
い
る
。

　
と
に
か
く
、
ま
れ
に
み
る
婦
女
子
の
か
が
み
で
あ
る
と
、
当
時
は
府
内

の
人
々
の
非
常
な
感
動
を
呼
び
起
こ
し
た
。
藩
主
の
耳
に
達
す
る
と
、
領

内
の
手
本
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
領
に
も
自
慢
で
き
る
婦
人
で
あ
る

と
、大
い
に
満
足
し
そ
の
行
な
い
を
領
内
に
ふ
れ
知
ら
せ
た
と
い
う
か
ら
、

き
せ
の
行
状
は
、
修
身
教
科
書
そ
の
も
の
の
よ
う
な
り
っ
ぱ
な
も
の
だ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。

　
当
節
の
若
い
婦
人
に
批
判
さ
せ
た
ら
「
自
分
の
幸
福
を
犠
牲
に
し
て
な

ん
の
生
き
が
い
が
あ
る
の
。
こ
と
に
位
は
い
を
カ
ヤ
の
中
に
入
れ
る
な
ん

て
、
バ
カ
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
バ
カ
は
き
せ
女
に
た
い
し
て
失
礼
だ
が
、
こ
う
い
う
貞
節
な
婦
人
に
た

い
し
て
、
日
本
の
男
性
は
郷
愁
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。

　
昭
和
の
初
め
に
水
道
が
市
内
に
敷
設
さ
れ
た
と
き
、
水
道
を
市
民
に
宣

伝
し
よ
う
と
い
う
の
で
、
唯
一
の
公
園
で
あ
る
春
日
浦
の
蓬
萊
山
北
側
に

池
を
掘
り
、
噴
水
を
設
け
た
。
こ
の
と
き
、
き
せ
の
碑
を
西
に
数
間
移
動

さ
せ
た
の
が
現
在
の
位
置
で
あ
る
。
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春
日
浦
は
、
大
友
宗
麟
が
南
蛮
文
化
を
取
り
入
れ
た
玄
関
口
神
宮
寺
浦

だ
と
市
民
は
信
じ
て
い
る
。
電
車
道
に
面
し
て
南
蛮
の
服
装
し
た
宗
麟
像

が
天
の
一
角
を
に
ら
ん
で
立
っ
て
い
る
の
も
神
宮
寺
浦
の
歴
史
を
語
る
記

念
像
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
郷
土
史
家
の
研
究
で
は
春
日
浦
貿
易

場
説
が
少
々
あ
や
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
春
日
神
社
に
神
宮
寺
が
併
設
さ
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
、
一
時
は
相
当

広
い
寺
領
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
記
録
に
も
と
ど
め
て
い
る
。
西
は
駄
ノ

原
の
春
日
原
（
い
ま
の
王
子
町
二
丁
目
辺
）
東
は
い
ま
の
工
業
学
校
付
近

ま
で
寺
領
を
広
げ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
も
っ
と
規
模
の
大

き
い
春
日
神
社
の
中
の
神
宮
寺
だ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
だ
か

ら
、
あ
の
一
帯
を
称
す
る
と
き
春
日
浦
と
呼
ん
で
も
神
宮
寺
浦
と
呼
ぶ
の

は
お
か
し
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
理
由
。

　
も
う
一
つ
は
春
日
浦
は
、
も
と
も
と
ず
い
ぶ
ん
遠
浅
の
海
で
、
し
か
も

北
風
の
強
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
貿
易
場
と
し
て
外
国
船
が
停
泊
す
る
に
は

適
し
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
貿
易
場
で
あ
る
神
宮
寺
浦
は
、
春
日
浦
で

な
い
他
の
適
地
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
年
）
に
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
メ
ン
デ
ス
・
ピ
ッ
ト

が
府
内
に
き
た
と
き
に
は
日
出
沖
に
い
か
り
を
お
ろ
し
て
い
る
し
、
同
じ

年
に
ザ
ビ
エ
ル
が
山
口
か
ら
府
内
に
き
た
さ
い
も
、
日
出
に
上
陸
し
て
陸

路
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
た
い
て
い
日
出
沖

に
停
泊
し
て
い
る
。
当
時
の
貿
易
は
府
内
、
日
出
沖
、
臼
杵
な
ど
が
最
も

盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
「
府
内
と
日
出
と
は
貿
易
場
と
外
港

の
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
日
出
沖
と
神
宮
寺
浦
と
が
ど
の
よ

神
宮
寺
浦
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う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
現
在
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
が
、
神
宮
寺
浦
と
春

日
浦
と
同
一
の
地
で
あ
る
か
ど
う
か
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
」
と
大
分
市

史
（
昭
和
三
十
年
刊
）
は
述
べ
て
い
る
。

　
宗
麟
が
鉄
砲
を
多
量
に
買
い
入
れ
た
り
、
海
外
の
文
化
を
移
入
し
た
開

港
場
「
神
宮
寺
浦
」
は
大
分
市
の
歴
史
と
き
っ
て
も
き
れ
な
い
因
縁
が
あ

る
。
そ
の
位
置
が
ぐ
ら
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
史
家
は
大
い
に
究
明
し

て
く
れ
な
い
と
こ
ま
る
。

　
春
日
神
社
の
神
宮
寺
は
、
明
治
初
年
に
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
ま

児
童
養
護
施
設
青
松
園
の
建
っ
て
い
る
位
置
が
そ
の
寺
跡
だ
と
い
う
。
戦

前
ま
で
庵
寺
が
あ
っ
た
が
、
戦
後
そ
の
あ
き
地
に
野
田
興
順
さ
ん
が
バ

ラ
ッ
ク
を
建
て
て
大
分
別
府
の
焼
け
あ
と
か
ら
拾
っ
て
き
た
浮
浪
児
を
収

容
し
、
春
日
園
と
名
づ
け
た
の
が
施
設
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
春
日
園
は

放
縦
な
経
営
の
た
め
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
あ
と
を
故
矢
野
六
七
吉

さ
ん
が
引
き
継
い
で
「
青
松
園
」
の
名
で
再
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
代
々
神
宮
寺
住
職
で
あ
っ
た
寒
田
家
の
直
系
が
、
現
在
児

童
養
護
施
設
わ
か
ば
園
の
園
長
を
し
て
い
る
長
谷
清
彦
さ
ん
で
あ
る
。
神

宮
寺
と
児
童
養
護
施
設
、
な
ん
と
縁
の
深
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

　
春
日
浦
と
男
子
師
範
学
校
。
戦
中
、
戦
前
派
の
先
生
に
は
忘
れ
が
た
い

思
い
出
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
。

　
い
ま
の
県
営
球
場
の
敷
き
地
全
部
が
師
範
学
校
の
校
地
だ
っ
た
。
明
治

三
十
一
年
に
師
範
学
校
が
新
築
さ
れ
る
ま
で
は
あ
の
あ
た
り
一
帯
は
松
林

背
後
地
の
畑
だ
っ
た
。
浜
田
と
呼
ん
で
い
た
土
地
で
昔
は
水
田
だ
っ
た
も

春
日
の
森
の
カ
ラ
ス
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の
ら
し
い
。
だ
い
た
い
勢
家
、
王
子
町
は
市
内
の
田
畑
の
北
端
だ
。
や
は

り
初
瀬
井
路
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
の
だ
が
、
井
路
の
終
着
点
だ
か
ら

じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
水
が
注
が
れ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
み

え
、
至
る
と
こ
ろ
に
、
タ
メ
池
が
掘
っ
て
あ
っ
た
。
一
方
に
石
を
く
く
り

つ
け
て
あ
る
「
は
ね
つ
る
べ
」
を
上
げ
下
げ
し
て
、
炎
天
下
に
焼
け
つ
い

た
田
に
水
を
か
い
込
む
の
は
、
お
も
に
女
の
仕
事
だ
っ
た
。
た
い
へ
ん
な

重
労
働
だ
が
働
き
も
の
の
あ
の
付
近
の
婦
人
は
、
そ
れ
に
よ
く
耐
え
て
き

た
。

　
師
範
と
大
分
中
学
は
、
大
手
通
り
に
い
っ
し
ょ
に
い
る
こ
ろ
か
ら
仲
が

悪
く
、
こ
と
ご
と
に
対
抗
意
識
を
燃
や
し
て
い
た
。
野
球
に
か
ぎ
ら
ず
陸

上
競
技
で
も
、
対
抗
戦
を
や
っ
て
い
た
が
、
試
合
の
あ
と
は
負
け
た
方
が

腹
い
せ
に
ケ
ン
カ
を
し
か
け
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
と
く
に
大
中
生
の
方

が
ケ
ン
カ
に
は
積
極
的
だ
。長
距
離
の
優
勝
戦
を
師
範
の
校
庭
で
や
っ
て
、

大
中
が
負
け
た
の
で
、
大
中
応
援
団
が
師
範
の
門
前
に
待
ち
ぶ
せ
て
ケ
ン

師範学校

カ
を
ぶ
っ
ぱ
じ
め
た
と

い
う
こ
と
も
明
治
年
代

に
す
で
に
あ
っ
た
。
野

球
に
負
け
て
応
援
団
が

ゲ
タ
ば
き
、
む
し
ろ
旗

を
押
し
立
て
て
師
範
の

寄
宿
舎
に
な
ぐ
り
込
み

を
か
け
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
だ
。

　
師
範
生
の
服
装
は
官

給
で
、
冬
は
黒
服
に
黒
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ボ
タ
ン
の
黒
ず
く
め
、
夏
は
真
っ
白
の
服
だ
っ
た
。
師
範
生
は
、
こ
の
黒

ボ
タ
ン
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
。金
ボ
タ
ン
に
し
て
ほ
し
い
と
交
渉
し
て
、

同
盟
休
校
を
や
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
、
首
藤
敬
太
さ
ん
（
現
在
大
分
洋
裁

授
産
所
長
）
が
話
し
て
い
た
。

　
師
範
生
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
た
い
て
い
柞
原
八
幡
か
大
道
の
青
島
神
社

に
た
て
こ
も
っ
た
。
大
分
中
学
は
上
野
の
山
か
松
栄
山
、
大
分
川
原
に
た

て
こ
も
る
の
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ボ
タ
ン
騒
動
は
生
徒
の
負
け
で
、
相
変
わ
ら
ず
黒
服
、
黒

ボ
タ
ン
は
続
い
た
。

　
　
春
日
の
森
か
ら
ノ
ー
エ

　
　
　
　
春
日
の
サ
イ
サ
イ
森
か
ら

　
　
　
　
　
　
師
範
学
校
み
れ
ば

　
　
カ
ラ
ス
の
や
つ
ら
が
ノ
ー
エ

　
　
　
　
カ
ラ
ス
の
サ
イ
サ
イ
や
つ
ら
が

　
　
　
　
　
　
麦
飯
食
い
よ
っ
た

　
大
分
中
学
生
が
、
ノ
ー
エ
節
で
師
範
生
を
ひ
や
か
し
た
文
句
で
あ
る
。

カ
ラ
ス
は
黒
ず
く
め
の
服
装
を
い
っ
た
も
の
。
師
範
寄
宿
舎
で
は
麦
飯
が

き
ま
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
た
い
し
て
師
範
生
も
負
け
て
は
い

な
い
。
こ
う
や
り
か
え
し
て
い
る
。

　
　
上
野
の
丘
か
ら
ノ
ー
エ

　
　
　
　
上
野
の
サ
イ
サ
イ
丘
か
ら

　
　
　
　
　
　
中
学
校
を
み
れ
ば

　
　
青
筋
や
つ
ら
が
ノ
ー
エ

　
　
　
　
青
筋
サ
イ
サ
イ
や
つ
ら
が

　
　
　
　
　
　
け
ん
か
を
し
よ
っ
た
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青
筋
は
大
中
の
象
徴
で
あ
っ
た
帽
子
の
青
線
、
け
ん
か
早
い
の
は
大
中

生
気
質
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
余
談
だ
が
、
師
範
学
校
の
麦
飯
の
残
飯
を
ド
ン
ブ
リ
一
杯
一
銭
で
売
っ

て
い
た
。
駄
ノ
原
、
勢
家
、
浜
町
あ
た
り
の
貧
し
い
人
が
、
こ
れ
を
寄
宿

舎
の
台
所
に
こ
っ
そ
り
買
い
に
行
っ
た
。
こ
の
一
銭
の
ド
ン
ブ
リ
飯
が
ど

れ
ほ
ど
人
助
け
に
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　

　
師
範
学
校
の
正
門
は
南
向
き
で
、
王
子
町
二
丁
目
筋
か
ら
正
門
に
向

か
っ
て
校
道
が
あ
り
、
そ
の
両
側
は
サ
ク
ラ
の
並
み
木
だ
っ
た
。
校
庭
の

周
囲
も
サ
ク
ラ
が
多
く
植
わ
っ
て
い
た
の
で
同
窓
会
に
「
桜
庭
会
」
と
い

う
名
を
つ
け
て
い
た
。

　
こ
の
正
門
前
に
福
田
馬
太
郎
さ
ん
が
船
頭
町
か
ら
分
家
し
て
き
て
文
房

具
店
を
出
し
て
い
た
。
馬
太
郎
さ
ん
は
師
範
生
を
か
わ
い
が
っ
て
い
た
の

で
、
み
ん
な
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
。
店
に
は
文
房
具
の
ほ
か
に
マ
ン
ジ
ュ

ウ
を
置
い
て
あ
っ
た
が
、
腹
を
す
か
せ
た
寄
宿
舎
の
生
徒
が
飛
び
こ
ん
で

く
る
と
、
二
階
に
上
が
ら
せ
て
食
べ
さ
せ
た
。
お
ば
さ
ん
の
お
わ
ん
さ
ん

が
茶
を
運
ん
で
く
れ
た
り
、
と
き
に
は
生
徒
の
話
し
相
手
に
な
っ
て
「
え

え
先
生
に
な
っ
て
お
く
れ
」
と
励
ま
し
て
く
れ
た
。

　
こ
の
福
田
文
房
具
店
の
む
す
こ
が
い
ま
日
本
画
壇
の
最
高
峰
に
あ
る
福

田
平
八
郎
さ
ん
で
あ
る
。

　
平
八
郎
さ
ん
は
師
範
の
付
属
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
が
、
勉
強
は
し
な

い
で
絵
ば
か
り
か
い
て
い
た
。
そ
の
画
才
を
発
見
し
た
の
は
師
範
の
絵
の

先
生
を
し
て
い
た
首
藤
積
さ
ん
で
、
馬
太
郎
さ
ん
夫
妻
に
「
こ
の
子
は
絵

門
前
の
文
房
具
店
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の
方
に
進
ま
せ
な
さ
い
」
と
、
す
す
め
た
と
い
う
。
首
藤
先
生
は
直
接
平

八
郎
さ
ん
に
絵
の
指
導
は
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
画
家
平
八
郎
へ
の
進

路
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
だ
っ
た
。

　
い
ま
学
芸
学
部
の
門
内
に
あ
る
牧
源
太
郎
先
生
の
碑
は
、
も
と
師
範
学

校
の
門
の
わ
き
に
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
牧
源
太
郎
先
生
は
塩
九
升
町
の
人
で
市
内
の
訓
導
を
勤
め
た
の
ち
大
分

高
等
小
学
校
（
現
金
池
校
）
の
二
代
目
校
長
を
ち
ょ
っ
と
や
り
、
付
属
訓

導
に
移
っ
て
明
治
四
十
四
年
に
死
亡
す
る
と
き
は
付
属
の
首
席
訓
導
で

あ
っ
た
。

　
ま
こ
と
に
ぼ
く
と
つ
な
容
姿
の
先
生
で
、
口
の
中
で
も
の
を
い
う
よ
う

な
ひ
か
え
目
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
朝
礼
の
訓
示
に
は
、
話
し
べ
た
な
の
で

手
を
も
み
な
が
ら
や
る
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
だ
け
に
生
徒
か
ら
は
慕
わ
れ
同
僚
や
後
輩
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た

が
、
上
司
か
ら
う
と
ん
ぜ
ら
れ
が
ち
で
、
晩
年
は
精
神
的
に
は
幸
福
で

は
な
か
っ
た
よ
う
だ
と
い
う
。
死
後
、
辻
英
俊
さ
ん
な
ど
、
同
僚
や
後

輩
で
先
生
の
徳
を
慕
う
人
た
ち
が
発
起
人
と
な
っ
て
県
下
に
呼
び
か
け
、

四
十
五
年
に
記
念
碑
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
。
碑
文
は
、
時
の
師
範
学
校

校
長
峯
是
三
郎
さ
ん
が
書
い
た
。

　
戦
後
、
戦
災
を
受
け
た
師
範
の
校
地
は
県
営
球
場
に
変
わ
り
、
師
範
は

学
芸
学
部
と
な
っ
て
、
解
散
し
た
連
隊
跡
に
移
っ
た
。
牧
源
太
郎
碑
だ
け

が
球
場
の
へ
い
の
外
に
ぽ
つ
ん
と
置
き
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
か

ね
た
矢
野
孝
吉
さ
ん
や
吉
田
地
平
さ
ん
な
ど
県
教
育
界
の
大
先
輩
が
何
と

か
し
な
け
れ
ば
と
呼
び
か
け
た
が
実
現
を
み
ず
故
人
と
な
り
、
そ
の
遺
志

を
継
い
だ
首
藤
敬
太
さ
ん
（
元
中
島
小
学
校
長
）
が
中
心
と
な
っ
て
県
下

に
ゲ
キ
を
と
ば
し
、
師
範
同
窓
会
事
業
と
し
て
昭
和
三
十
三
年
に
よ
う
や
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く
学
芸
学
部
に
移
転
し
た
。

　
あ
の
碑
は
牧
源
太
郎
碑
と
い
う
よ
り
、
大
分
県
の
教
育
者
の
友
情
と
教

育
者
精
神
を
象
徴
す
る
碑
と
い
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。

　
　
　
　

　
大
分
工
業
学
校
（
当
時
は
工
業
徒
弟
学
校
）
が
あ
そ
こ
に
移
っ
て
き
た

の
は
大
正
四
年
。
そ
れ
ま
で
は
別
府
浜
脇
に
あ
っ
た
。

　
工
業
徒
弟
学
校
の
創
立
は
明
治
三
十
五
年
。
そ
の
こ
ろ
は
別
府
町
と
浜

脇
町
の
合
併
前
で
、
両
町
組
合
立
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
初
代

校
長
は
日
田
の
人
で
長
尾
薫
と
い
う
人
。
お
も
に
別
府
み
や
げ
品
の
技
術

者
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
最
初
は
さ
し

物
、
う
る
し
塗
り
、
ま
き
絵
、
竹
か
ご
な
ど
を
教
え
て
い
た
。

　
三
十
九
年
に
別
府
、浜
脇
が
合
併
し
て
工
業
徒
弟
学
校
も
町
立
と
な
り
、

さ
ら
に
四
十
三
年
に
県
立
に
移
管
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
宇
佐
神
宮
の
社
殿
の
塗
り
か
え
を
頼
ま
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
生

徒
の
手
で
仕
上
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
足
場
を
組
ん
で
す
る
大
工
事
だ
っ

た
が
学
校
の
名
誉
に
か
け
て
り
っ
ぱ
に
完
成
し
た
の
だ
か
ら
た
い
し
た
も

の
だ
。

　
生
徒
の
作
品
は
、
共
進
会
や
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
賞
を
受
け
る
こ
と

も
た
び
た
び
だ
っ
た
。
明
治
四
十
三
年
に
は
日
済
英
同
盟
博
覧
会
に
は
全

国
各
種
学
校
の
代
表
と
し
て
出
品
し
、
名
誉
大
賞
を
受
け
て
い
る
し
、
大

正
四
年
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
覧
会
で
一
等
賞
金
牌
を
受
け
て

い
る
。
当
時
の
生
徒
は
、一
人
前
以
上
の
仕
事
を
や
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
大
分
市
に
移
転
し
た
い
き
さ
つ
は
お
も
し
ろ
い
。

工
業
学
校
生
徒
の
実
力
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そ
の
こ
ろ
、
現
在
の
工
業
高
校
の
と
こ
ろ
は
、
市
民
の
共
同
墓
地
を
整

理
し
て
「
大
分
県
物
産
陳
列
所
」
が
建
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
陳
列
所
の

内
容
は
貧
弱
だ
し
参
観
者
も
少
な
く
て
、
せ
っ
か
く
の
施
設
が
用
を
な
し

て
い
な
い
。
そ
こ
で
高
山
英
明
さ
ん
や
、
山
田
耕
平
さ
ん
ら
が
「
大
分
の

物
産
陳
列
所
と
、
別
府
の
工
業
徒
弟
学
校
を
交
換
し
た
ら
ど
う
だ
」
と
い

い
だ
し
、
こ
の
ふ
た
り
が
お
も
に
な
っ
て
県
に
陳
情
し
、
黒
金
知
事
を
動

か
し
て
実
現
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。こ
れ
が
大
正
四
年
の
十
二
月
だ
っ
た
が
、

学
校
が
移
っ
て
く
る
前
の
十
一
月
に
、
大
分
に
お
け
る
物
産
陳
列
所
の
最

後
の
花
を
咲
か
せ
る
に
ぎ
わ
い
が
あ
っ
た
。

　
大
分
築
港
落
成
記
念
の
大
分
県
物
産
共
進
会
が
催
さ
れ
、
陳
列
所
が
主

会
場
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
進
会
に
馬
上
金
山
の
成
清
博
愛
さ
ん

が
、
純
金
の
大
黒
さ
ん
を
出
品
し
大
い
に
話
題
と
な
っ
た
。

　
学
校
は
さ
し
当
た
っ
て
陳
列
所
だ
っ
た
建
て
物
を
そ
っ
く
り
使
う
か
ら

い
い
が
、
生
徒
の
寄
宿
舎
が
な
い
。
そ
こ
で
移
転
前
に
生
徒
が
乗
り
込
ん

で
、
実
習
と
い
う
こ
と
で
寄
宿
舎
を
新
築
し
て
い
る
。

　
大
正
七
年
に
、
そ
れ
ま
で
乙
種
の
学
校
だ
っ
た
の
を
甲
種
に
昇
格
し
、

徒
弟
の
字
を
除
い
て
県
立
工
業
学
校
と
な
っ
た
が
、
こ
の
昇
格
も
高
山
英

明
さ
ん
ら
の
運
動
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
「
乙
種
の
学
校
で

は
、
生
徒
の
徴
兵
猶
予
を
し
て
も
ら
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
そ
う

だ
。
こ
の
と
き
か
ら
白
線
の
帽
子
に
白
い
き
ゃ
は
ん
の
工
業
の
制
服
が
生

ま
れ
た
。
当
時
、
春
日
神
社
の
前
に
タ
イ
焼
き
屋
が
あ
っ
た
。
シ
ッ
ポ
の

と
こ
ろ
ま
で
ア
ン
コ
が
は
い
っ
て
い
る
。
あ
の
ホ
コ
ホ
コ
と
湯
気
の
た
つ

一
個
二
銭
の
タ
イ
焼
き
は
、
食
い
ざ
か
り
の
工
業
生
に
と
っ
て
魅
力
で
、

教
師
の
目
を
ぬ
す
ん
で
は
買
い
食
い
を
し
た
思
い
出
を
、
あ
の
こ
ろ
の
生

徒
は
み
ん
な
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
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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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