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　【
写
真
】
生
ま
れ
変
わ
る
南
大
分
一
帯

　 
手
前
は
明
磧
橋
　
昭
和
三
十
八(

一
九
六
三)

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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生まれ変わる南大分一帯、手前は明磧橋　昭和 38(1963) 年
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か
つ
て
南
大
分
か
ら
市
の
中
心
部
に
は
い
っ
て
く
る
重
要
交
通
路
だ
っ

た
大
道
峠
と
、
そ
れ
に
通
ず
る
家
並
み
は
、
ま
る
で
世
間
の
け
ん
（
喧
）

騒
か
ら
置
き
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
閑
寂
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
昭
和
三
十

年
に
大
道
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
て
か
ら
の
こ
と
だ
が
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
遠

い
昔
か
ら
、
そ
う
だ
荷
車
が
息
を
切
ら
し
て
坂
道
を
登
っ
て
い
た
明
治
の

こ
ろ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
な
ん
の
変
化
も
な
か
っ
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
に
お

い
を
た
だ
よ
わ
せ
た
、
ひ
な
び
た
た
た
ず
ま
い
な
の
だ
。

　

そ
れ
は
大
道
ト
ン
ネ
ル
が
で
き
る
前
と
あ
と
と
の
、
南
大
分
の
発
展
の

速
度
が
段
違
い
に
違
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
こ
と
に
最
近
の
南
大

分
の
変
容
ぶ
り
は
ど
う
だ
。
先
日
自
転
車
を
押
し
て
、
汗
を
ふ
き
ふ
き
峠

越
え
を
し
て
み
た
が
旭
町
の
宿
善
神
社
に
立
ち
寄
っ
て
南
大
分
を
見
お
ろ

し
た
と
き
「
ほ
う
」
と
感
嘆
の
声
を
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

　

田
畑
を
つ
ぶ
し
て
新
し
い
道
路
が
縦
横
に
建
設
さ
れ
、
緑
を
お
し
の
け

る
よ
う
に
色
と
り
ど
り
の
屋
根
が
田
園
を
つ
づ
っ
て
、
新
興
南
大
分
の
い

ぶ
き
を
伝
え
て
い
る
。そ
し
て
東
の
方
に
は
工
場
の
大
き
な
建
て
物
が
点
々

と
根
を
お
ろ
し
て
い
る
の
だ
。
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
南
大
分
か
い
わ

い
は
、
豊
後
で
ま
っ
先
に
開
け
た
と
こ
ろ
な
の
だ
。
古
事
記
に
み
え
る
大

分
君
（
オ
オ
キ
タ
ノ
キ
ミ
）
と
い
う
豪
族
が
豊
後
を
統
治
し
て
い
た
日
本

民
族
の
あ
け
ぼ
の
時
代
か
ら
南
大
分
は
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
大
化
の
改
新
に
よ
っ
て
、
古
い
国
造
（
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
）
制

が
終
わ
り
、
新
た
な
国
郡
制
に
よ
っ
て
、
国
司
が
下
降
し
、
い
わ
ゆ
る
国

府
時
代
に
な
る
と
、
南
大
分
は
は
っ
き
り
豊
後
統
治
の
本
拠
地
と
し
て
繁

栄
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
友
氏
の
統
治
時
代
、
町
の
中
心
が
い
ま
の

眠
り
か
ら
さ
め
て
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元
町
か
い
わ
い
に
移
る
ま
で
、
約
四
百
数
十
年
の
間
続
い
た
。

　

そ
の
後
は
、
府
内
の
町
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
、
伝
説
と
遺
跡
の

地
と
し
て
、
閑
寂
な
農
村
の
眠
り
に
は
い
っ
た
の
だ
。

　

ま
こ
と
に
長
い
長
い
眠
り
だ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
、
新
し
い
大
分
建
設

の
呼
び
声
に
目
ざ
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

南
大
分
一
帯
を
荏
隈
郷
と
呼
び
、
い
ま
の
古
国
府
に
国
司
の
政
庁
が
置

か
れ
て
い
た
時
代
、
南
大
分
の
地
勢
は
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　

大
分
川
は
現
在
の
荏
隈
の
あ
た
り
で
鉄
道
線
路
の
南
側
を
流
れ
、奥
田
、

豊
饒
の
中
心
を
通
っ
て
上
野
台
地
の
東
端
、
竜
ケ
鼻
す
れ
す
れ
に
深
い
ふ

ち
を
な
し
て
流
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
日
ご
ろ
は
お
だ
や
か
に
耕
地

に
水
を
与
え
て
い
た
流
れ
が
、
し
ば
し
ば
狂
奔
し
て
家
を
流
し
、
人
畜
を

の
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
北
に
な
だ
ら
か
な
丘
陵
を
背
お
っ
て
南
に
開
け
た
こ
の
土
地

は
、
国
府
所
在
地
と
し
て
は
君
子
南
面
の
思
想
に
も
か
な
い
、
最
適
の
地

と
し
て
、
愛
着
を
持
た
れ
て
い
た
の
だ
。
大
分
市
史
に
渡
辺
澄
夫
分
大
教

授
は
、
古
国
府
の
感
想
を
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
「
は
る
か
北
方
に
は
上
野
原
、
庄
ノ
原
台
地
、
四
極
山
、
東
に
は
東
大

分
及
び
滝
尾
碇
山
、
南
に
は
霊
山
、
本
宮
山
の
連
山
、
西
に
は
大
竜
、
烏

帽
子
、
由
布
、
鶴
見
の
山
々
が
ひ
と
き
わ
高
く
そ
び
え
、
ま
こ
と
に
青
が

き
山
に
も
れ
る
国
の
最
中
（
も
な
か
）
な
る
か
な
の
感
を
深
く
し
、
今
さ

ら
な
が
ら
一
種
荘
厳
の
気
に
う
た
れ
た
」。

　
　
　
　

　

堀
り
切
り
峠
を
越
え
て
、
南
大
分
に
は
い
っ
た
肥
後
街
道
は
、
旭
町
の

美
し
い
為
朝
伝
説
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先
か
ら
斜
め
に
左
に
折
れ
て
く
だ
り
、
南
大
分
小
、
中
学
校
の
間
の
道
を

抜
け
、
さ
ら
に
学
校
の
ち
ょ
っ
と
先
か
ら
右
に
曲
が
っ
て
、
田
畑
の
間
を

ま
っ
す
ぐ
に
大
分
川
の
宮
ケ
瀬
に
つ
き
当
た
る
道
。
あ
れ
が
旧
街
道
だ
っ

た
。

　

先
日
、
こ
の
旧
街
道
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
新
し
い
都
市
計
画
に
よ
る

新
道
が
、
あ
す
の
都
市
づ
く
り
の
夢
を
は
ら
ん
で
幾
筋
も
交
錯
し
て
い
る

の
で
、
ど
の
道
を
行
っ
た
ら
よ
い
か
、
な
ん
ど
も
畑
に
働
い
て
い
る
老
人

に
声
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

旧
街
道
は
畑
中
と
奥
田
の
境
の
と
こ
ろ
か
ら
、
大
分
川
の
宮
ケ
瀬
を
渡

り
、
向
こ
う
岸
は
下
宗
方
。
あ
そ
こ
か
ら
稙
田
の
雄
城
の
台
の
東
を
回
っ

て
奥
へ
延
び
て
い
た
の
だ
。

　

い
ま
は
流
れ
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
宮
ケ
瀬
と
明
磧
の
西
の
尼
ケ

瀬
と
は
、
美
し
い
伝
説
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
瀬
で
あ
っ
た
。

　

昔
、
源
為
朝
が
九
州
征
伐
の
た
め
豊
後
に
く
だ
っ
て
、
稙
田
の
雄
城
の

台
に
城
を
築
い
た
。
豪
勇
の
為
朝
は
心
や
さ
し
い
一
面
が
あ
っ
て
、
伴
っ

て
き
た
母
を
永
興
の
上
に
居
館
を
築
い
て
住
ま
わ
せ
た
。
こ
れ
を
尼
ケ
城

と
呼
ん
だ
。
為
朝
は
よ
く
川
を
渡
っ
て
母
の
ご
き
げ
ん
う
か
が
い
に
訪
れ

た
。
母
も
ま
た
川
を
渡
っ
て
雄
城
の
台
に
為
朝
を
た
ず
ね
て
慰
め
の
こ
と

ば
を
か
け
た
。
母
が
渡
っ
た
瀬
を
尼
ケ
瀬
、
為
朝
が
渡
っ
た
瀬
を
宮
ケ
瀬

と
人
々
は
い
い
伝
え
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
各
地
に
あ
る
為
朝
伝
説
の

中
で
は
、
こ
れ
は
母
と
子
の
暖
か
さ
に
包
ま
れ
た
雄
大
さ
を
持
っ
て
い
る

珍
し
い
も
の
の
一
つ
だ
。

　

宮
ケ
瀬
に
は
板
橋
が
か
か
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
大
水
で
し
ば
し
ば
流

さ
れ
た
。
流
さ
れ
る
と
、橋
が
で
き
る
ま
で
は
渡
し
舟
が
往
来
し
て
い
た
。

　
「
あ
の
板
橋
を
は
さ
ん
で
、
畑
中
の
こ
ど
も
と
、
下
宗
方
の
こ
ど
も
が
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ケ
ン
カ
を
し
た
も
の
だ
そ
う
じ
ゃ
。
悪
口
の
か
け
あ
い
と
、
川
原
の
石
の

投
げ
あ
い
じ
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
」

　

土
地
の
老
人
が
、
そ
の
父
親
か
ら
聞
い
た
と
い
う
話
を
し
て
く
れ
た
。

　

昔
の
こ
ど
も
は
、
集
団
と
な
っ
て
他
地
区
の
こ
ど
も
と
ケ
ン
カ
を
す
る

こ
と
が
盛
ん
だ
っ
た
。
他
地
区
と
感
情
的
に
ど
う
と
い
う
不
仲
で
は
な
い

の
に
、
地
区
の
境
や
川
原
を
は
さ
ん
で
す
る
集
団
の
ケ
ン
カ
は
、
地
区
の

排
他
性
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
地
区
内
の
団
結
を
強
め
る
一

種
の
荒
々
し
い
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

宮
ケ
瀬
の
石
合
戟
も
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
明
治
十
八

年
ご
ろ
街
道
が
明
磧
に
移
っ
て
、
畑
中
と
下
宗
方
と
の
往
来
が
と
だ
え
て

か
ら
、
自
然
に
ケ
ン
カ
も
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　

　

旧
肥
後
街
道
の
思
い
出
の
中
で
、
ま
ず
古
老
が
語
っ
て
く
れ
る
の
は
、

西
南
戦
争
の
さ
い
の
官
軍
の
大
分
進
軍
の
こ
と
だ
。

　

旧
肥
後
街
道
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
荷
馬
車
と
い
う
も
の
は
な
く
、
馬
の
背

に
荷
を
積
ん
で
、奥
地
か
ら
大
分
に
や
っ
て
く
る
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

そ
れ
が
宮
ケ
瀬
の
板
橋
を
コ
ト
コ
ト
踏
ん
で
渡
っ
た
。
奥
田
の
河
野
勘
吾

さ
ん
の
家
は
昔
庄
屋
で
、
こ
の
宮
ケ
瀬
の
渡
し
の
「
渡
し
守
り
」
を
担
当

し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
で
府
内
藩
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
渡
し
守
り
」
の

許
可
証
と
も
い
う
べ
き
木
札
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
私
が
訪
問
し
た
と
き

に
捜
し
て
く
れ
た
が
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

と
に
か
く
、
奥
地
か
ら
馬
の
背
や
人
の
肩
を
た
よ
り
に
荷
を
運
ぶ
人
々

が
板
橋
を
渡
っ
て
く
る
て
い
ど
の
、
ま
こ
と
に
の
ん
び
り
し
た
街
道
だ
。

板
橋
と
鎮
台
さ
ん
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そ
の
街
道
を
、
み
た
こ
と
も
な
い
官
軍
が
、
ぞ
く
ぞ
く
と
板
橋
を
踏
ん
で

大
分
の
町
へ
と
進
軍
し
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
南
大
分
か
い
わ
い
の
人
々

は
び
っ
く
り
し
た
。
と
同
時
に
い
く
ら
か
安
心
感
を
持
っ
た
。

　

西
郷
軍
が
、
い
ま
に
も
攻
め
こ
ん
で
き
て
、
そ
の
あ
た
り
は
血
な
ま
ぐ

さ
い
戦
場
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
な
気
持
ち
に
お
お
わ
れ
て
い
た

と
き
だ
。

　
「
鎮
台
が
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
で
、
み
ん
な
ぞ
ろ
ぞ
ろ
街
道
す
じ

ま
で
見
物
に
い
っ
た
そ
う
だ
。
鉄
砲
を
か
つ
い
だ
、
洋
服
の
鎮
台
さ
ん
が

珍
し
か
っ
た
そ
う
だ
」

　

と
畑
中
の
秦
節
平
さ
ん
が
話
し
て
い
た
。
節
平
さ
ん
は
こ
と
し
八
十
五

歳
、
こ
ど
も
の
こ
ろ
は
兵
隊
さ
ん
の
こ
と
を
鎮
台
さ
ん
と
い
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
板
橋
を
ガ
ラ
ガ
ラ
ガ
ラ
と
、
車
輪
の
音
も
高
く
人
力
車
が
渡
っ
て

き
て
、
大
分
の
町
へ
走
り
去
っ
た
。
南
大
分
の
人
が
人
力
車
と
い
う
も
の

を
見
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
だ
っ
た
。

　

革
の
胴
に
は
、
竜
か
な
に
か
の
絵
が
描
い
て
あ
る
豪
勢
な
も
の
で
、
鎮

台
の
上
官
ら
し
い
人
が
乗
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
二
人
引
き
で
、
あ
の
石
こ

ろ
の
い
な
か
道
を
矢
の
よ
う
に
つ
っ
走
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
人
力
車
の
こ
と

を
「
大
早
（
お
お
は
や
）」
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
だ
。

　

乗
っ
て
い
た
人
は
だ
れ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
東
京
か
ら
桧
垣
権
少
警
視

が
四
百
人
の
巡
査
を
引
率
し
て
大
分
守
備
に
乗
り
込
ん
だ
と
記
録
に
あ
る

か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
人
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
小
倉
か
ら
陸
軍
別

動
隊
第
一
中
隊
が
来
援
し
、
警
視
庁
兵
と
合
流
し
て
竹
田
の
岡
城
を
占
領

し
た
薩
軍
を
迎
え
う
つ
べ
く
今
市
村
に
進
軍
し
た
そ
う
だ
か
ら
、
小
倉
軍

の
上
級
将
校
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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旧
肥
後
街
道
が
廃
止
さ
れ
て
、
現
在
の
明
磧
橋
に
通
じ
る
県
道
が
で
き

た
の
は
明
治
十
八
年
ご
ろ
。
最
初
、
旧
街
道
を
拡
張
し
て
県
道
に
す
る
予

定
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
南
大
分
側
の
畑
中
、
奥
田
、
稙
田
側
の
下
宗
方
な

ど
の
沿
道
に
田
畑
を
持
っ
て
い
る
農
家
が
大
反
対
を
し
た
。
道
路
拡
張
で

田
畑
を
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
を
き
ら
っ
た
の
だ
。

　

県
で
は
や
む
な
く
計
画
を
変
更
し
て
、
明
磧
か
ら
上
宗
方
に
通
じ
る
現

在
の
路
線
を
し
い
た
。
そ
の
と
き
木
造
の
明
磧
橋
も
で
き
、
稙
田
の
雄
城

の
台
の
掘
り
割
り
も
で
き
た
。

　

明
磧
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
の
ち
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
川
向
こ
う
の

上
宗
方
に
大
明
神
が
ま
つ
っ
て
あ
っ
て
、そ
の
付
近
の
川
原
を
「
明
（
み
ょ

う
）が
わ
ら
」と
呼
ん
で
い
た
。そ
こ
に
橋
が
で
き
た
の
で
、そ
の
名
を
と
っ

明
磧
商
店
街
誕
生

宿善神社から望む（挿絵：田中  昇）
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て
橋
の
名
と
し
た
。だ
か
ら
実
際
は「
み
ょ
う
が
わ
ら
橋
」で
あ
る
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
「
明
磧
」
と
漢
字
に
し
て
み
る
と
「
あ
け
が
わ
ら
」
と
呼
ん
だ

方
が
、
重
箱
読
み
で
な
く
自
然
で
あ
る
し
、
こ
と
ば
も
き
れ
い
だ
。
そ
れ

で
だ
れ
い
う
と
な
く
現
在
の
よ
う
に
「
あ
け
が
わ
ら
」
が
通
り
名
と
な
っ

た
。
し
か
も
橋
の
名
に
ち
な
ん
で
、
南
大
分
側
を
「
明
磧
」
と
呼
び
な
ら

し
、
つ
い
に
町
名
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
あ

そ
こ
は
奥
小
路
村
の
蛇
堀
（
じ
ゃ
ぼ
り
）
と
い
う
地
名
だ
っ
た
。
稙
田
側

の
名
を
南
大
分
が
と
っ
た
か
っ
こ
う
だ
。

　

堀
り
切
り
峠
か
ら
旭
町
、三
ケ
田
町
、田
中
、明
磧
と
広
い
県
道
が
走
っ

た
が
、
そ
れ
は
田
畑
の
中
を
赤
土
と
ジ
ャ
リ
の
道
が
ぶ
あ
い
そ
う
に
長
々

と
横
た
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
が
南
大
分
の
心
臓
部
に
な
ろ
う
と
は
、
だ
れ
も
想
像
し
な
か
っ
た

こ
と
だ
。

　

こ
の
県
道
ぞ
い
に
、
掛
け
小
屋
風
の
小
店
が
、
ぽ
つ
ぽ
つ
建
ち
は
じ
め

た
の
は
、
だ
い
ぶ
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

奥
地
か
ら
荷
だ
（
駄
）
を
引
い
て
大
分
の
町
に
往
来
す
る
人
を
相
手
に

呉
服
や
あ
ら
物
、
農
具
な
ど
を
ひ
さ
ぎ
、
あ
る
い
は
馬
て
い
を
入
れ
る
金

ぐ
つ
屋
、
煮
売
り
屋
の
よ
し
ず
を
張
る
店
な
ど
、
み
ん
な
細
々
と
し
た
小

あ
き
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
人
は
、
南
大
分
一
帯
、
あ
る
い
は
稙
田
方
面
の
農
家
の
二
男

三
男
が
、
家
に
居
て
わ
ず
か
の
田
畑
を
食
い
つ
ぶ
す
よ
り
も
、
小
さ
な
店

で
も
出
し
て
独
立
し
よ
う
と
発
心
し
て
や
っ
て
き
た
も
の
が
大
部
分
だ
っ

た
。

　

当
時
、
あ
き
な
い
の
地
の
利
の
い
い
場
所
は
、
明
磧
橋
を
渡
っ
て
す
ぐ

の
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
買
い
も
の
に
出
て
き
た
も
の
は
、
こ
こ
で
簡
単
な
も
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の
な
ら
用
を
足
し
て
帰
れ
る
し
、
大
分
の
町
に
産
物
を
運
ん
だ
も
の
は
、

帰
途
に
橋
の
た
も
と
で
ひ
と
休
み
し
た
つ
い
で
に
買
い
も
の
を
し
て
帰

る
。
だ
か
ら
商
店
街
と
し
て
の
発
展
は
、
明
磧
の
方
が
先
だ
っ
た
。

　

明
磧
に
商
店
が
と
び
と
び
な
が
ら
軒
を
並
べ
始
め
た
こ
ろ
、
田
中
方
面

は
ま
だ
二
、三
軒
の
農
家
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
三
軒
家
と
呼
ん
で
い
た
。

　
　
　
　

　

明
治
年
代
、
明
磧
に
店
を
張
っ
た
呉
服
屋
は
、
茶
屋
、
あ
づ
ま
や
、
藤

屋
の
三
軒
だ
っ
た
。
当
時
は
店
売
り
だ
け
で
は
あ
き
な
い
に
な
ら
な
い
の

で
、
主
人
が
大
ふ
ろ
し
き
に
包
ん
だ
反
物
を
肩
に
、
奥
地
の
村
々
を
回
る

行
商
に
も
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

茶
屋
呉
服
店
は
、
の
ち
に
三
ケ
田
町
に
店
を
移
し
た
が
、
茶
屋
の
幸
フ

ク
さ
ん
と
い
え
ば
南
大
分
か
い
わ
い
で
知
ら
な
い
人
は
な
い
。
桃
園
の
三

ツ
川
か
ら
出
た
人
で
、
夫
君
荒
太
郎
さ
ん
を
助
け
て
呉
服
行
商
に
骨
身
を

け
ず
っ
て
財
を
築
い
た
。
お
金
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
な
ら
た
だ
の

成
功
者
に
す
ぎ
な
い
が
、
汗
で
築
い
た
財
を
お
し
げ
も
な
く
公
共
の
た
め

に
投
げ
だ
し
て
い
る
。
き
も
っ
た
ま
の
大
き
い
、
え
ら
い
婦
人
だ
っ
た
。

中
で
も
大
き
な
仕
事
は
、
南
大
分
小
学
校
付
属
幼
稚
園
の
設
立
と
、
私
立

城
南
女
学
校
（
現
城
南
高
校
）
の
創
立
だ
っ
た
。

　

大
正
十
四
年
、
荒
太
郎
さ
ん
が
な
く
な
っ
た
年
の
こ
と
、
南
大
分
小
学

校
に
ひ
ょ
っ
こ
り
現
わ
れ
た
フ
ク
さ
ん
が
、「
私
の
孫
も
幼
稚
園
に
は
い

る
年
に
な
っ
た
が
、
南
大
分
に
幼
稚
園
が
な
い
。
お
金
を
寄
付
し
ま
す
か

ら
建
て
て
く
だ
さ
い
」
と
、
平
岡
一
策
校
長
に
相
談
し
た
。
建
設
資
金
に

一
万
円
出
す
と
い
う
。
当
時
の
一
万
円
と
い
え
ば
大
き
な
金
だ
。
驚
い
た

呉
服
屋
盛
衰
記
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平
岡
校
長
は
、
フ
ク
さ
ん
を
伴
っ
て
、
時
の
大
分
市
長
三
浦
数
平
さ
ん
に

会
っ
た
。「
ば
あ
さ
ん
、
そ
り
ゃ
ほ
ん
と
か
」
と
市
長
も
最
初
は
本
気
に

し
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　

三
浦
数
平
さ
ん
の
強
力
な
後
援
者
に
幸
フ
ク
さ
ん
が
な
っ
た
の
は
、
こ

の
こ
ろ
か
ら
だ
っ
た
。
三
浦
数
平
さ
ん
が
代
議
士
に
立
候
補
し
た
さ
い
、

そ
の
選
挙
資
金
は
フ
ク
さ
ん
の
ふ
と
こ
ろ
か
ら
相
当
出
た
と
い
う
こ
と

だ
。

　

次
に
フ
ク
さ
ん
が
城
南
女
学
校
を
建
て
た
の
が
昭
和
二
年
。
周
辺
部
の

女
子
教
育
が
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
な
げ
い
て
、
私
立
女
学
校
設
立
を

思
い
た
ち
、
南
大
分
小
学
校
の
講
堂
を
仮
校
舎
に
し
て
発
足
し
た
。
そ
し

て
翌
年
私
財
六
万
円
を
投
げ
出
し
、
校
地
は
フ
ク
さ
ん
の
養
子
の
八
郎
さ

ん
が
寄
付
し
て
現
在
の
校
舎
が
で
き
あ
が
っ
た
。
初
代
校
長
に
は
当
時
大

分
市
視
学
だ
っ
た
小
原
恵
三
さ
ん
を
迎
え
た
。

　

フ
ク
さ
ん
は
昭
和
二
十
九
年
に
八
十
五
歳
で
な
く
な
っ
た
が
、
茶
屋
呉

服
店
は
、
三
代
目
に
よ
っ
て
い
ま
な
お
三
ケ
田
町
で
し
に
せ
の
の
れ
ん
を

張
っ
て
い
る
。

　

あ
づ
ま
や
呉
服
店
は
畑
中
か
ら
秦
栄
五
郎
さ
ん
が
出
て
き
て
始
め
、
現

在
は
二
代
目
の
直
彦
さ
ん
が
明
磧
橋
の
す
ぐ
手
前
で
昔
な
が
ら
の
の
れ
ん

を
守
っ
て
お
り
、
孫
の
慶
徳
さ
ん
が
本
町
二
丁
目
に
進
出
し
て
洋
品
店
を

や
っ
て
い
る
。

　

藤
尾
呉
服
店
は
早
く
消
え
て
し
ま
っ
て
そ
の
跡
も
な
い
。

　

南
大
分
は
昔
の
お
も
か
げ
が
し
だ
い
に
な
く
な
る
ほ
ど
発
展
へ
の
道
を

急
い
で
い
る
が
、
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
交
通
の
便
が
よ
く
な
り
、
呉

服
の
よ
う
な
あ
き
な
い
は
中
心
部
に
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
古
い
の
れ
ん
も

苦
し
く
な
る
一
方
だ
と
秦
直
彦
さ
ん
が
こ
ぼ
し
て
い
た
。



大分今昔（22）南大分かいわい① 13

　
　
　
　

　

明
磧
に
は
竹
の
ス
テ
ッ
キ
を
作
る
珍
し
い
家
内
工
業
が
あ
っ
た
。
こ
れ

を
根
節
（
ね
ふ
し
）
製
造
と
い
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
い
ま
ど
き
、
竹
の
ス

テ
ッ
キ
な
ど
使
用
す
る
者
は
い
な
い
が
、
明
治
ご
ろ
は
ち
ょ
っ
と
ハ
イ
カ

ラ
な
持
ち
も
の
だ
っ
た
。

　

稙
田
や
賀
来
な
ど
、
大
分
川
ぞ
い
に
は
竹
や
ぶ
が
多
か
っ
た
。
そ
の
竹

や
ぶ
か
ら
掘
り
だ
す
、
節
の
多
い
竹
の
根
を
加
工
し
、
み
が
き
を
か
け
る

と
、
し
ゃ
れ
た
ス
テ
ッ
キ
が
で
き
あ
が
る
。

　

滋
賀
県
人
の
大
久
保
栄
さ
ん
、
南
大
分
の
人
で
町
田
綱
吉
さ
ん
な
ど
が

根
節
製
造
工
場
を
も
っ
て
、
製
品
は
国
内
需
要
は
も
ち
ろ
ん
、
神
戸
の
輸

出
業
者
を
経
て
外
国
に
も
積
み
出
し
て
い
た
。
だ
か
ら
稙
田
あ
た
り
の
農

家
の
人
は
、
竹
の
根
掘
り
が
い
い
副
業
に
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
ス
テ
ッ
キ
の
好
み
と
い
う
も
の
は
変
遷
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
に

竹
の
根
の
い
い
も
の
も
少
な
く
な
っ
て
、
大
正
年
代
に
工
場
を
と
じ
た
。

　

明
磧
橋
の
た
も
と
に
島
田
ま
つ
さ
ん
の
経
営
す
る
橋
本
屋
と
い
う
煮
売

り
屋
が
あ
っ
た
こ
と
も
南
大
分
や
稙
田
か
い
わ
い
の
、
七
、八
十
歳
の
老

人
な
ら
な
つ
か
し
い
思
い
出
だ
ろ
う
。

　

橋
本
屋
は
、
煮
売
り
屋
と
い
っ
て
も
赤
ち
ょ
う
ち
ん
の
方
で
、
い
つ
も

三
、四
人
の
女
が
首
を
白
く
塗
っ
て
こ
び
を
売
っ
て
い
た
。

　

赤
ち
ょ
う
ち
ん
は
、
や
は
り
明
治
年
代
に
、
東
大
分
の
鶴
羽
橋
の
た
も

と
に
も
あ
っ
た
。
明
磧
橋
と
い
い
鶴
羽
橋
と
い
い
、
周
辺
部
か
ら
大
分
の

町
に
は
い
る
と
っ
つ
き
の
橋
の
た
も
と
に
赤
ち
ょ
う
ち
ん
が
あ
っ
た
の
は

お
も
し
ろ
い
。

　

大
分
近
郊
の
農
村
の
若
い
し
は
、
し
ょ
っ
ぱ
な
か
ら
遊
廓
に
と
び
こ
む

珍
商
売
往
来
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の
は
ち
ょ
っ
と
こ
わ
い
。
そ
こ
で
、
町
の
入
り
口
の
心
や
す
い
赤
ち
ょ
う

ち
ん
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
、
自
信
が
で
き
て
か
ら
カ
ン
タ
ン
に
繰
り

込
む
と
い
う
順
序
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
明
磧
で
思
い
出
す
の
は
、
大
正
の
な
か
ご
ろ
、
賀
来
の
市

の
祭
り
の
さ
い
に
、
馬
が
引
く
屋
形
船
が
出
現
し
た
こ
と
だ
。

　

い
ま
明
磧
で
土
建
業
を
や
っ
て
い
る
河
野
組
の
先
代
河
野
運
平
さ
ん
が

考
案
し
た
珍
商
売
だ
っ
た
。
明
磧
か
ら
賀
来
ま
で
土
手
ぞ
い
に
屋
形
船
を

通
す
た
め
に
、
川
の
浅
い
と
こ
ろ
は
砂
を
上
げ
る
な
ど
の
工
事
ま
で
や
っ

て
、
こ
の
楽
し
い
商
売
の
フ
タ
を
あ
け
た
も
の
だ
。

　

馬
に
も
し
ゃ
れ
た
衣
装
を
き
せ
、馬
子
は
陣
ば
お
り
と
い
う
い
で
た
ち
。

こ
の
馬
に
引
き
綱
を
つ
け
て
、
屋
形
船
に
つ
な
ぎ
、
土
手
を
と
こ
と
こ
と

走
ら
せ
る
趣
向
だ
。
船
に
は
船
頭
が
ふ
た
り
つ
い
て
長
い
サ
オ
で
あ
や
つ

り
な
が
ら
賀
来
ま
で
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
船
の
乗
り
場
に
は
酒
さ
か
な
を
売

る
店
を
出
し
て
い
た
か
ら
、
い
っ
こ
ん
傾
け
な
が
ら
風
流
な
賀
来
の
市
参

り
を
楽
し
ん
だ
わ
け
だ
。

　

い
ま
西
新
町
で
盛
大
に
や
っ
て
い
る
食
料
品
卸
し
店
玉
屋
は
、
先
代
佐

藤
滝
蔵
さ
ん
が
大
正
初
年
に
東
稙
田
か
ら
出
て
き
て
、
明
磧
の
い
ま
の
新

玉
屋
の
と
こ
ろ
で
食
料
品
小
売
り
店
を
開
い
た
の
が
起
こ
り
。
滝
蔵
さ
ん

の
む
す
こ
の
太
亮
さ
ん
が
こ
れ
を
大
い
に
拡
張
、
昭
和
二
十
三
年
に
西
新

町
に
進
出
し
今
日
の
大
を
な
し
た
。

　
　
　
　

　

大
分
川
を
大
き
な
帆
掛
け
船
が
海
か
ら
の
ぼ
っ
て
き
た
こ
と
は
東
新
町

か
い
わ
い
の
項
で
も
書
い
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
分
川
は
深
か
っ
た
の
だ
。

大
分
川
の
暴
力
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し
か
し
そ
の
帆
掛
け
船
も
明
磧
止
ま
り
だ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
上
流
は
浅
い

瀬
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
あ
っ
て
、
大
型
の
船
は
進
め
な
か
っ
た
し
、
む
り
し

て
船
を
や
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
だ
。

　

帆
掛
け
船
の
積
み
荷
は
、
津
久
見
あ
た
り
か
ら
持
ち
込
む
石
灰
が
多

か
っ
た
。
石
灰
は
土
木
建
築
や
、
田
畑
に
す
き
こ
む
た
め
に
農
家
の
需
要

が
あ
っ
た
。明
磧
に
お
ろ
さ
れ
た
石
灰
は
南
大
分
か
い
わ
い
は
も
ち
ろ
ん
、

奥
地
の
農
家
が
、
馬
の
背
で
運
び
去
っ
た
。

　

大
分
川
は
大
水
が
出
る
た
び
に
、
尼
ケ
瀬
、
奥
田
、
畑
中
、
古
国
府
一

帯
を
水
び
た
し
に
し
た
も
の
だ
。
い
ま
の
よ
う
な
り
っ
ぱ
な
土
手
な
ど
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
、
川
の
暴
力
に
た
い
し
て
は
、
ま
っ
た
く
お
手
上
げ
の

あ
り
さ
ま
。
だ
か
ら
あ
の
あ
た
り
の
古
い
家
は
、
た
い
て
い
床
が
高
い
。

そ
う
い
う
消
極
的
な
自
衛
し
か
手
段
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

中
で
も
明
治
二
十
六
年
の
水
害
が
最
も
ひ
ど
か
っ
た
。
明
磧
橋
ぎ
わ
の

土
手
が
決
壊
し
て
、
ど
っ
と
水
が
な
だ
れ
こ
ん
だ
。
そ
の
と
き
の
も
よ
う

を
記
し
た
「
大
分
県
水
害
誌
」
に
よ
る
と
、

　
「
荏
隈
村 

― 

明
磧
橋
は
長
さ
四
十
二
間
余
、
近
年
巨
額
の
費
用
を
も
っ

て
架
設
し
た
る
も
の
な
り
し
が
、
水
勢
激
至
し
て
轟
然
潰
亡
せ
り
。
し
か

し
て
近
傍
の
民
家
浸
水
ほ
と
ん
ど
軒
端
を
洗
い
、
わ
ず
か
に
舟
い
か
だ
の

便
に
よ
り
人
命
を
救
助
…
…
」

　
「
豊
府
村 

― 

激
流
山
岳
の
ご
と
く
本
村
の
中
央
を
貫
流
し
て
四
面
に

は
ん
ら
ん
し
、
畑
中
、
豊
饒
、
羽
屋
、
古
国
府
等
各
地
の
人
家
お
お
む
ね

浸
水
せ
ざ
る
は
な
く
、
高
き
は
床
上
七
尺
以
上
に
及
べ
り
。
当
日
の
水
勢

激
甚
な
り
し
た
め
居
民
わ
ず
か
に
身
を
も
っ
て
の
が
れ
…
…
」
と
い
っ
た

あ
り
さ
ま
。
荏
隈
村
で
は
水
死
者
七
人
を
出
し
て
い
る
。

　

大
水
の
た
び
に
流
域
も
変
動
し
た
が
、
近
世
は
、
だ
い
た
い
現
在
の
流
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れ
を
維
持
し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
尼
ケ
瀬
に
は
、
現
在
も
土
地
台
帳

に
田
畑
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
際
は
大
分
川
の
水
の
底
と

い
う
も
の
も
あ
り
、
耕
作
地
が
川
向
こ
う
稙
田
側
と
な
っ
た
た
め
に
、
舟

で
仕
事
に
出
か
け
た
こ
と
も
つ
い
近
年
ま
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　

伝
説
の
尼
ケ
城
の
尼
公
が
為
朝
に
会
う
た
め
に
「
尼
ケ
瀬
」
の
浅
瀬
を

渡
る
と
き
、川
中
の
石
に
腰
か
け
て
ひ
と
休
み
し
た
と
い
う
大
き
な
石
が
、

現
在
尼
ケ
瀬
の
秦
善
市
さ
ん
方
の
庭
石
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
石

は
も
と
上
村
の
田
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
、
そ
の
地
を
大
石
と
呼
ん

で
い
た
。
現
在
の
大
石
町
が
そ
れ
に
当
た
る
。
大
昔
の
大
分
川
の
流
域
は
、

あ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
だ
。

　
　
　
　

　

昔
は
大
分
川
を
へ
だ
て
て
、
こ
ち
ら
側
は
府
内
領
、
川
向
こ
う
稙
田
は

臼
杵
領
だ
っ
た
。
川
を
境
に
支
配
者
が
違
う
の
だ
か
ら
不
便
な
こ
と
も
あ

り
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

年
寄
り
が
父
祖
か
ら
き
い
た
話
と
し
て
茶
飲
み
話
に
さ
れ
て
い
る
の

に
、
七
島
む
し
ろ
の
密
輸
事
件
と
い
う
の
が
あ
る
。

　

七
島
む
し
ろ
は
、
天
保
の
改
革
で
府
内
藩
が
専
売
制
を
し
い
て
、
自
由

取
り
引
き
を
禁
じ
て
い
た
の
だ
が
、
生
産
者
で
あ
る
農
民
は
、
こ
れ
を
不

満
と
し
て
、
ち
ょ
い
ち
ょ
い
横
流
し
を
し
て
い
た
。

　

南
大
分
は
府
内
で
の
七
島
む
し
ろ
の
主
産
地
だ
っ
た
か
ら
、
横
流
し
も

ひ
ん
ぱ
ん
だ
。
き
び
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
が
き
き
め
が
な
い
た
め
、

つ
い
に
羽
屋
村
の
首
謀
者
を
つ
か
ま
え
て
入
ろ
う
（
牢
）
さ
せ
た
こ
と
が

あ
る
ほ
ど
だ
。

ゴ
ザ
密
輸
事
件
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こ
の
「
ゴ
ザ
の
横
流
し
」
の
抜
け
穴
が
大
分
川
だ
っ
た
。
稙
田
側
の
仲

買
い
人
と
し
め
し
あ
わ
せ
て
、
月
の
な
い
夜
、
船
に
山
と
積
ん
で
向
こ
う

岸
に
渡
す
ぐ
ら
い
わ
け
の
な
い
こ
と
だ
。

　

つ
い
近
年
ま
で
、
川
岸
は
深
い
ヤ
ブ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
あ
の
ヤ
ブ

を
利
用
す
れ
ば
、
密
輸
の
絶
好
の
拠
点
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
利
欲
に

抜
け
目
の
な
い
仲
買
人
を
中
心
に
、
農
民
た
ち
が
ヤ
ミ
に
ま
ぎ
れ
て
ヤ
ブ

陰
に
ゴ
ザ
を
持
ち
寄
り
、
す
ば
や
く
取
り
引
き
す
れ
ば
Ｏ
Ｋ
だ
。

　

し
か
し
、
取
り
締
ま
り
側
も
さ
る
も
の
だ
。
密
輸
の
拠
点
を
か
ぎ
出
し

て
、
持
ち
寄
っ
た
ゴ
ザ
を
一
網
打
尽
に
押
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
密
輸
側
と
、
取
り
締
ま
り
の
藩
役
人
と
の
追
い
つ
追
わ
れ

つ
の
秘
術
が
尽
く
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
押
収
し
た
ゴ
ザ
を
、
藩
役
人
が
横
領
し
て
私
腹
を
肥
や
し

て
い
る
こ
と
を
農
民
た
ち
が
か
ぎ
だ
し
た
。
腹
が
立
つ
が
、自
分
た
ち
も
、

悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
表
ざ
た
に
も
さ
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
日
ご
ろ
の
取
り
締
ま
り
に
た
い
す
る
し
か
え
し
も
か
ね
て
、

不
正
役
人
を
こ
ら
し
め
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

あ
る
夜
、
わ
ざ
と
取
り
締
ま
り
の
目
に
か
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
密
輸

の
船
を
ヤ
ブ
陰
か
ら
こ
ぎ
出
し
た
。
こ
れ
を
見
つ
け
た
役
人
が
「
取
り
締

ま
り
の
す
じ
あ
り
、
船
を
返
せ
戻
せ
」
と
呼
ば
わ
っ
た
が
、
船
は
そ
知
ら

ぬ
顔
で
ど
ん
ど
ん
沖
に
こ
ぎ
進
む
。

　
「
い
う
こ
と
を
聞
か
ぬ
と
、
痛
い
目
を
み
せ
て
や
る
」
と
ば
か
り
、
く

だ
ん
の
役
人
は
大
小
も
着
物
も
岸
に
ぬ
ぎ
捨
て
流
れ
に
飛
び
込
ん
で
船
を

追
っ
た
。

　

船
に
追
い
つ
い
て
み
る
と
、
ゴ
ザ
は
一
枚
も
な
い
。「
お
役
人
さ
ん
、

何
事
で
ご
ざ
り
ま
す
な
」
と
、
農
民
は
と
ぼ
け
た
顔
を
し
て
い
る
。
手
持
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ち
ぶ
さ
た
の
役
人
が
、
岸
に
泳
ぎ
帰
っ
て
み
る
と
、
ぬ
ぎ
捨
て
た
大
小
や

着
物
が
見
つ
か
ら
な
い
。ヤ
ブ
に
か
く
れ
て
い
た
農
民
た
ち
が
、持
ち
去
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

す
っ
ぱ
だ
か
の
役
人
は
村
の
笑
い
も
の
に
さ
れ
、
た
め
に
平
素
の
不
正

も
上
役
に
知
れ
て
ク
ビ
に
な
っ
た
。

　

農
民
に
も
ホ
ネ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
一
例
だ
。

　
　
　
　

　

青
表
織
り
は
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
、ほ
と
ん
ど
手
織
り
だ
っ
た
。

バ
タ
ン
、
バ
タ
ン
と
歯
切
れ
の
い
い
ゴ
ザ
機
（
ば
た
）
の
音
が
、
南
大
分

か
い
わ
い
の
農
家
で
は
終
日
し
て
い
た
。

　

真
夏
に
七
島
を
収
穫
し
、
好
天
の
日
を
み
て
川
原
で
干
し
上
げ
る
の
だ

が
、
に
わ
か
雨
で
も
降
ろ
う
も
の
な
ら
た
い
へ
ん
だ
。
雨
に
ぬ
れ
る
と
変

色
し
て
品
質
が
お
ち
る
の
だ
か
ら
、
一
家
総
出
で
納
屋
に
運
び
こ
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
七
島
は
裂
い
て
干
し
て
、
タ
テ
糸
に
す
る
イ
チ
ビ
を
糸

に
よ
っ
て
、
さ
て
そ
れ
か
ら
織
り
始
め
る
の
だ
が
、
む
し
暑
い
納
屋
の
中

で
、終
日
ゴ
ザ
機
に
向
か
っ
て
い
る
苦
し
み
は
な
み
た
い
て
い
で
は
な
い
。

午
前
中
に
一
枚
、
午
後
一
枚
、
夜
な
べ
で
一
枚
、
こ
れ
が
熟
練
し
た
人
の

作
業
量
だ
。（
現
在
の
機
械
織
り
だ
と
最
高
十
枚
あ
げ
る
）

　

し
か
し
、
楽
し
み
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
の
納
屋
に
、
近
所
の

娘
さ
ん
た
ち
が
ゴ
ザ
機
を
持
ち
寄
っ
て
、
四
、五
人
が
お
し
ゃ
べ
り
を
し

な
が
ら
ゴ
ザ
織
り
を
す
る
こ
と
は
、
娯
楽
の
少
な
い
当
時
と
し
て
は
、
さ

さ
や
か
な
刺
激
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
村
の
若
い
し
が
、
そ
れ
を
ね
ら
っ
て

話
し
こ
み
に
や
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
回
っ
て
く
る
仲
買
い
人
な

衰
え
た
青
表
織
り
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ど
か
ら
世
間
話
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ

た
。

　
「
問
屋
で
も
、
生
産
者
の
家
を
み
て
回
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
う
ち

の
お
や
じ
な
ど
、
娘
さ
ん
が
数
人
で
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
行
く
と
、
ひ

や
か
さ
れ
て
帰
っ
て
き
た
も
の
だ
」

　

明
磧
の
ゴ
ザ
問
屋
の
し
に
せ
一
井
宅
治
さ
ん
の
思
い
出
話
で
あ
る
。

　

一
井
商
店
は
国
東
町
の
富
来
で
代
々
ゴ
ザ
問
屋
を
し
て
い
た
の
だ
が
、

明
治
年
代
に
先
代
の
惣
治
郎
さ
ん
が
大
道
町
に
き
て
、
さ
ら
に
大
正
初
年

に
南
大
分
に
移
っ
た
店
だ
。
七
島
織
り
の
に
お
い
が
骨
の
ず
い
ま
で
し
み

こ
ん
で
い
る
。

　

南
大
分
に
、
い
ま
も
店
を
守
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
井
商
店
と
三
ケ

田
町
の
堤
茂
明
商
店
の
二
軒
だ
け
。
堤
商
店
は
先
代
の
定
彦
さ
ん
が
明
治

年
代
に
石
城
川
か
ら
出
て
き
て
問
屋
を
始
め
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
賀

来
桑
太
郎
、
辻
宇
之
助
、
池
田
亀
喜
、
佐
藤
理
三
郎
、
阿
南
乙
五
郎
、
若

杉
徳
太
郎
、
坂
本
彦
太
郎
な
ど
の
問
屋
が
、
明
治
中
期
か
ら
末
に
か
け
て

店
を
出
し
、
青
表
生
産
の
最
盛
期
は
盛
ん
な
も
の
だ
っ
た
。

　

大
分
市
郡
の
青
表
生
産
は
、
戦
前
ま
で
は
十
万
束
の
生
産
を
あ
げ
て
い

た
も
の
だ
が
、
い
ま
は
せ
い
ぜ
い
五
万
束
か
ら
六
万
束
。
な
か
で
も
南
大

分
の
衰
微
は
ひ
ど
く
、
戦
前
は
一
万
束
を
越
え
て
い
た
の
が
、
い
ま
は
千

束
そ
こ
そ
こ
と
い
う
あ
り
さ
ま
。

　

青
表
生
産
は
、
反
収
に
す
る
と
米
作
よ
り
も
収
入
は
は
る
か
に
い
い
ら

し
い
が
、
な
に
し
ろ
手
間
が
か
か
る
。
そ
の
労
力
を
計
算
す
る
と
引
き
あ

わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。そ
れ
に
最
近
の
よ
う
に
農
家
の
人
手
不
足
で
は
、

手
間
の
か
か
り
す
ぎ
る
も
の
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
。
今
後
ま
す
ま
す
生
産

が
落
ち
る
だ
ろ
う
。
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尼
ケ
瀬
の
盆
綱
引
き
は
、
珍
し
い
行
事
だ
っ
た
が
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ

消
え
て
し
ま
っ
た
。
西
福
寺
の
前
の
道
路
は
、
明
磧
へ
向
か
っ
て
ほ
ぼ
直

線
に
の
び
て
い
る
。
こ
の
道
路
が
綱
引
き
の
場
所
だ
っ
た
。
盆
の
十
六
日

が
綱
引
き
の
日
で
、そ
の
日
が
近
づ
く
と
村
の
若
い
し
が
中
心
と
な
っ
て
、

綱
作
り
に
多
忙
を
き
わ
め
る
。綱
の
シ
ン
は
川
原
か
ら
切
っ
て
き
た
竹
で
、

こ
れ
を
ワ
ラ
な
わ
に
な
い
込
み
、
直
径
お
よ
そ
五
十
セ
ン
チ
、
長
さ
四
十

メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
大
綱
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
当
日
の
夕
方
、
で
き
あ
が
っ
た
巨
大
な
竜
の
よ
う
な
大
綱
は
道
路

に
長
々
と
横
た
え
ら
れ
て
日
暮
れ
を
待
つ
。
西
福
寺
の
前
、
い
ま
地
区
の

公
民
館
に
な
っ
て
い
る
場
所
に
、
天
神
さ
ま
、
え
び
す
さ
ま
、
六
地
蔵
な

ど
の
石
の
ほ
こ
ら
が
立
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
こ
ら
が
綱
引
き
に
つ

な
が
り
が
あ
る
の
か
、
大
綱
は
、
だ
い
た
い
こ
の
ほ
こ
ら
の
前
を
起
点
に

し
て
、
東
の
方
へ
置
か
れ
た
。

　

日
が
暮
れ
る
と
、
東
の
方
の
地
区
奥
田
、
畑
中
な
ど
か
ら
若
い
し
が
に

ぎ
や
か
に
や
っ
て
き
た
。
や
が
て
こ
れ
ら
他
地
区
側
が
東
の
引
き
手
、
尼

ケ
瀬
側
が
西
の
引
き
手
と
な
っ
て
、
掛
け
声
も
勇
ま
し
く
綱
引
き
が
始
ま

る
。
応
援
を
か
ね
た
見
物
人
が
道
の
両
側
に
あ
ふ
れ
て
、
た
い
へ
ん
な
さ

わ
ぎ
だ
。
勝
負
は
な
か
な
か
つ
か
な
い
。
尼
ケ
瀬
側
は
負
け
る
と
縁
起
が

悪
い
と
い
う
の
で
一
生
懸
命
で
あ
る
。
引
き
あ
っ
て
い
る
う
ち
に
綱
が
切

れ
る
。
す
る
と
、
切
れ
た
綱
を
引
き
ず
っ
て
他
地
区
側
は
ど
ん
ど
ん
逃
げ

る
。
尼
ケ
瀬
側
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
し
て
し
ま
わ
な
い
と
、
ム
ラ
の
馬
が

病
む
と
か
、
馬
の
足
が
痛
む
と
信
じ
ら
れ
て
い
て
ど
こ
ま
で
も
追
っ
て

行
っ
て
、
取
り
戻
し
て
帰
る
。
そ
し
て
全
部
の
綱
を
、
ほ
こ
ら
の
前
に
、

盆
綱
引
き
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ヘ
ビ
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
よ
う
な
形
に
積
み
上
げ
て
、綱
引
き
は
終
わ
る
。

し
か
し
そ
の
あ
と
が
楽
し
み
だ
。
若
い
し
も
見
物
の
娘
た
ち
も
総
出
で
、

西
福
寺
の
境
内
で
盆
踊
り
を
踊
り
ぬ
く
の
だ
。
綱
引
き
の
興
奮
に
引
き
続

い
て
の
踊
り
の
輪
の
興
奮
は
、
夜
を
明
か
し
て
続
け
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

　

こ
こ
の
綱
引
き
は
、
農
耕
の
働
き
手
で
あ
る
馬
の
健
康
に
結
び
つ
い
て

い
る
が
、
元
来
豊
作
祈
念
の
年
占
い
の
行
事
で
関
東
以
西
に
散
在
し
て
い

る
行
事
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
朝
鮮
に
は
、
半
径
数
十
キ
ロ
に
わ
た
る

各
地
区
が
東
西
に
分
か
れ
て
綱
引
き
を
す
る
盛
大
な
農
村
行
事
が
各
地
に

あ
る
。
雌
雄
の
竜
に
見
立
て
た
四
斗
ダ
ル
ほ
ど
も
あ
る
大
綱
を
東
西
か
ら

引
き
出
し
て
結
合
し
、
日
暮
れ
後
引
き
合
う
の
だ
が
、
勝
っ
た
方
が
豊
作

と
い
う
の
で
双
方
非
常
な
熱
の
入
れ
よ
う
だ
。

　

尼
ケ
瀬
一
帯
は
大
友
以
後
（
と
推
測
さ
れ
る
）
大
分
川
の
流
域
の
移
動

に
よ
っ
て
で
き
た
、
い
わ
ば
新
開
地
的
な
土
地
で
あ
る
こ
と
、
あ
の
付
近

は
秦
姓
の
一
族
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
こ
と
、
大
綱
を
竜
に
見
立
て

て
い
る
ふ
し
が
あ
る
な
ど
、
あ
る
い
は
朝
鮮
の
綱
引
き
行
事
と
な
ん
ら
か

の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資

料
が
な
い
か
ら
な
ん
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
日
本
各
地
の
こ
の
行
事
は

中
国
や
朝
鮮
か
ら
古
い
昔
に
伝
来
し
た
も
の
に
は
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　

と
に
か
く
、
地
方
色
豊
か
な
あ
ん
な
楽
し
い
行
事
が
消
え
て
し
ま
っ
た

の
は
お
し
い
。

　
　
　
　

　

堀
り
切
り
峠
を
下
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
西
に
曲
が
っ
て
、
初
瀬
井
路
に

そ
っ
て
行
く
道
が
、現
在
の
永
興
道
だ
が
、明
治
ご
ろ
の
永
興
道
は
、も
っ

リ
ョ
ウ
ゴ
地
名
考
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と
山
寄
り
の
、
石
が
き
に

そ
っ
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
。

い
ま
は
、
わ
ず
か
に
そ
の
形

跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
み

で
、
人
家
の
下
に
な
っ
た
り

畑
に
な
っ
て
い
る
。

　

永
興
を
な
ぜ「
リ
ョ
ウ
ゴ
」

と
い
う
の
か
、
こ
れ
は
土
地

の
人
に
も
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
土
地
に
永
興
寺
と
い

う
寺
院
が
強
大
な
寺
領
を
持

ち
、
大
が
ら
ん
の
い
ら
か
を

連
ら
ね
て
い
た
こ
と
は
史
実
に
明
ら
か
だ
。
こ
れ
は
い
ま
か
ら
千
二
百
年

の
昔
、
賀
来
の
国
分
寺
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
で
き
た
も
の
と
い
わ
れ
、
地

方
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
大
友
時
代
、

島
津
軍
の
来
攻
の
さ
い
焼
き
は
ら
わ
れ
、廃
寺
と
な
っ
た
。の
ち
焼
け
残
っ

た
本
尊
に
修
理
を
加
え
小
堂
を
建
て
て
ま
つ
っ
た
。
こ
れ
を
釈
迦
堂
と
呼

び
、
寺
跡
を
守
り
つ
づ
け
て
き
た
が
、
明
治
以
後
は
永
興
寺
の
名
を
継
い

で
い
る
。

　

そ
こ
で
、
寺
名
が
そ
の
ま
ま
地
名
と
な
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
わ

か
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
リ
ョ
ウ
ゴ
」
と
、
な
ま
っ
た
わ
け
が
は
っ
き
り

し
な
い
。

　

永
興
付
近
は
古
墳
が
多
い
。
そ
こ
で
貴
人
の
墓
（
陵
）
を
護
る
ム
ラ
す

な
わ
ち
「
陵
護
」、
あ
る
い
は
陵
（
お
か
＝
上
野
の
台
地
）
の
う
し
ろ
に

位
置
す
る
の
で
「
陵
後
」
と
い
っ
た
の
が
永
興
に
結
び
つ
い
た
な
ど
民
間

永
興
寺
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で
い
わ
れ
て
い
る
が
こ
じ
つ
け
に
す
ぎ
な
い
。

　

調
べ
て
い
た
ら
、
仏
教
語
で
は
永
を
「
ヨ
ウ
」
と
読
む
場
合
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
ま
た
は
朝
鮮
読
み
で
永
を
ｙ
ｕ
ｎ
ｇ
と
発

音
す
る
の
と
同
類
だ
、
こ
こ
ま
で
わ
か
る
と
あ
と
は
簡
単
だ
。
永
興
寺
は

そ
の
昔
「
ヨ
ウ
コ
ウ
寺
」
あ
る
い
は
「
ヨ
ウ
ゴ
寺
」
と
発
音
し
て
い
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
城
南
高
校
背
後
地
の
小
山
を
大
正
時
代
ま
で
は
ヨ
ク

ジ
山
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
ヨ
ウ
コ
ウ
ジ
山
の
な
ま
っ
た
も
の

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
ヨ
ウ
コ
ウ
あ
る
い
は
ヨ
ウ
ゴ
が
リ
ョ
ウ
ゴ
に
な
ま

る
の
は
わ
け
は
な
い
。
な
お
確
か
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
大
分
大
学

の
富
来
隆
助
教
授
が
、
豊
後
図
田
帳
（
国
府
時
代
の
文
献
）
に
永
興
村
は

ヤ
ウ
ゴ
村
と
よ
む
と
見
え
て
い
る
、
と
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
で
は
っ

き
り
し
た
。

　

こ
の
村
名
の
も
と
と
な
っ
た
永
興
寺
は
、
ず
い
ぶ
ん
大
き
か
っ
た
と
み

え
、広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
モ
ン
ゼ
（
門
前
＝
現
在
永
興
寺
の
あ
る
土
地
）

と
か
ブ
グ
デ
ン
（
仏
具
田
）
オ
ト
ウ
（
御
塔
）
の
原
な
ど
の
地
名
が
散
在

し
て
い
る
。「
一
里
の
釈
迦
に
二
里
の
薬
師
」
と
い
う
こ
と
ば
を
明
治
ご

ろ
ま
で
大
分
町
の
年
寄
り
は
口
に
し
て
い
た
。町
か
ら
一
里
に
釈
迦
堂（
永

興
寺
）
二
里
に
薬
師
堂
（
賀
来
の
国
分
寺
）
と
い
う
意
味
。
か
つ
て
の
深

い
信
仰
の
な
ご
り
だ
。

　
　
　
　

　

上
村
の
悟
真
寺
に
若
杉
直
綱
と
い
う
人
の
碑
が
あ
る
。

　

上
村
の
農
家
に
生
ま
れ
、
広
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
に
学
び
、
さ
ら
に
泉
州

堺
で
医
者
を
し
て
い
た
お
じ
（
叔
父
）
町
田
元
耕
に
つ
い
て
医
術
を
お
さ

ヨ
ク
ジ
山
の
市
長
屋
敷
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め
た
が
、勤
皇
の
志
が
あ
つ
く
幕
末
の
動
乱
の
渦
中
に
自
ら
身
を
投
じ
て
、

長
州
藩
士
と
と
も
に
蛤
御
門
の
戦
い
で
戦
死
し
た
熱
血
の
人
だ
。

　

明
治
四
年
に
親
せ
き
知
友
が
は
か
っ
て
、
直
綱
の
写
真
を
埋
め
て
建
立

し
た
の
が
こ
の
碑
だ
と
い
う
。
大
分
市
史
に
も
こ
の
人
の
事
績
を
記
し
て

い
る
か
ら
郷
土
の
人
物
と
し
て
は
傑
出
し
た
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
郷
土
の
人
に
と
っ
て
は
、
他
郷
で
活
躍
し
た
人
物
に
は
親
近

感
が
薄
い
。
郷
土
の
た
め
に
尽
く
し
た
身
近
な
人
物
に
、
よ
り
多
く
の
敬

慕
を
さ
さ
げ
、
自
慢
に
し
た
い
。
そ
れ
が
人
情
だ
。

　

南
大
分
か
い
わ
い
で
そ
の
自
慢
の
人
物
の
最
た
る
も
の
は
三
浦
数
平
さ

ん
と
上
田
保
さ
ん
。
三
浦
数
平
さ
ん
は
田
中
、
上
田
保
さ
ん
は
畑
中
の
生

ま
れ
。
そ
し
て
ふ
た
り
と
も
名
市
長
の
ほ
ま
れ
が
高
い
。

　

三
浦
数
平
さ
ん
は
田
中
の
桜
井
愛
造
さ
ん
の
二
男
に
生
ま
れ
、
後
愛
知

県
の
三
浦
貞
一
さ
ん
の
長
女
操
（
あ
や
）
さ
ん
と
結
婚
し
て
三
浦
家
を
つ

い
だ
。

　

大
正
六
年
に
二
代
目
大
分
市
長
と
な
り
、
十
四
年
ま
で
八
年
間
を
大
分

市
政
に
努
め
た
の
ち
、
政
友
会
か
ら
立
候
補
し
て
代
議
士
と
な
っ
た
。

　

市
長
時
代
に
残
し
た
大
き
な
仕
事
の
一
つ
は
下
水
道
の
完
成
と
上
水
道

工
事
に
着
手
し
た
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、そ
の
豪
放
で
、

庶
民
的
な
人
と
な
り
が
市
民
に
敬
慕
さ
れ
た
の
だ
。
大
正
十
三
年
ご
ろ
、

永
興
の
俗
に
ヨ
ク
ジ
山
と
呼
ん
で
い
る
高
台
に
、
三
浦
市
長
が
、
洋
風
の

し
ょ
う
し
ゃ
な
住
宅
を
建
て
た
。
農
家
や
ゴ
ザ
問
屋
な
ど
、
じ
み
な
建
て

物
し
か
な
か
っ
た
当
時
の
南
大
分
か
い
わ
い
で
は
、
こ
の
建
て
物
は
目
を

奪
う
ば
か
り
の
、
り
っ
ぱ
な
も
の
だ
っ
た
。
お
ま
け
に
高
台
に
建
て
た
の

だ
か
ら
、
そ
の
赤
ガ
ワ
ラ
の
洋
館
は
明
磧
か
ら
も
望
め
た
。

　

南
大
分
の
人
々
は
こ
れ
を
「
市
長
屋
敷
」
と
呼
ん
で
な
ん
と
な
く
誇
ら
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か
な
気
分
に
ひ
た
っ
て
い
た
も
の
だ
。

　

三
浦
数
平
さ
ん
は
昭
和
四
年
に
他
界
し
た
が
、
死
に
の
ぞ
ん
で
、
屋
敷

を
、
世
話
に
な
っ
た
茶
屋
呉
服
店
の
幸
ふ
く
さ
ん
に
託
し
、
城
南
女
学
校

に
寄
贈
し
た
。
現
在
、
幸
八
郎
さ
ん
（
ふ
く
さ
ん
の
養
子
）
が
住
ん
で
い

る
が
、
建
て
物
は
往
年
の
輝
き
は
う
せ
、
周
囲
に
お
い
茂
っ
た
ヤ
ブ
の
中

に
沈
ん
で
い
る
。
し
か
し
「
市
長
屋
敷
」
の
名
は
、
い
ま
も
呼
び
継
が
れ

て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
家
の
現
在
の
姿
を
見
た
い
と
思
っ
て
先
日
、
近
く

ま
で
行
っ
て
み
た
ら
、
道
ば
た
の
少
女
も
「
市
長
屋
敷
」
の
名
を
知
っ
て

い
た
。

　

畑
中
出
身
の
上
田
保
さ
ん
は
現
存
の
人
だ
。畑
中
の
農
家
の
老
人
が「
傑

物
上
田
保
」
の
出
世
談
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
れ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
を

書
い
た
ら
、
上
田
保
さ
ん
が
て
れ
く
さ
が
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

旭
町
の
背
後
の
丘
の
中
腹
に
宿
善
神
社
と
い
う
小
さ
な
お
社
が
あ
る
。

き
い
た
こ
と
の
な
い
神
さ
ま
だ
と
思
っ
て
お
参
り
し
て
み
た
ら
、
狭
い
社

地
内
に
元
禄
年
代
に
奉
納
し
た
供
養
碑
や
、
意
味
あ
り
げ
な
地
蔵
さ
ま
が

立
っ
て
ご
ざ
っ
た
。

　

お
社
の
下
に
住
ん
で
い
る
猪
原
一
平
さ
ん
に
た
ず
ね
た
ら
、
宿
善
さ
ま

は
、
記
録
は
な
い
が
た
い
へ
ん
古
く
か
ら
あ
る
ほ
こ
ら
だ
そ
う
だ
。
明
治

初
年
、
百
姓
い
っ
き
（
一
揆
）
が
あ
っ
た
さ
い
、
旭
町
一
帯
を
焼
き
打
ち

さ
れ
た
。
そ
れ
で
町
の
復
興
費
に
当
て
る
た
め
、
荒
廃
し
て
い
た
宿
善
さ

ま
の
社
地
を
笹
野
庄
吉
さ
ん
と
い
う
人
に
売
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
買
っ
た

庄
吉
さ
ん
が
社
地
を
牛
馬
の
骨
の
倉
庫
に
し
て
よ
ご
し
た
た
め
に
一
家
に

宿
善
さ
ま
由
来
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不
具
者
が
出
た
り
し
て
不
幸
に
お
ち
た
。
ま
た
石
段
を
こ
わ
し
て
、
そ
こ

に
家
を
建
て
た
人
も
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
不
吉
が
続
い
た
。
こ
れ
は

宿
善
さ
ま
の
た
た
り
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
の
で
、
町
内
の
有
志
の
世
話

で
宿
善
神
社
を
再
建
し
た
と
い
う
因
縁
話
を
、
一
平
さ
ん
は
長
々
と
話
し

て
く
れ
た
。

　

た
と
え
路
傍
の
さ
さ
や
か
な
ほ
こ
ら
で
も
、
そ
こ
に
ほ
こ
ら
が
建
て
ら

れ
た
の
に
は
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
民
衆
の
信
仰
に
さ
さ

え
ら
れ
て
、
ほ
こ
ら
と
し
て
の
一
つ
の
権
威
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
民
衆

と
の
長
い
生
活
の
歴
史
を
つ
づ
る
う
ち
に
、
冷
た
い
石
の
ほ
こ
ら
に
も

脈
々
と
血
が
通
っ
て
く
る
の
だ
。
民
衆
の
喜
び
や
悲
し
み
、
あ
る
い
は
憎

し
み
や
訴
え
が
、
ほ
こ
ら
の
コ
ケ
む
し
た
内
部
に
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
こ
ら
の
歴
史
や
権
威
を
無
視
さ
れ
た
ら
、
ほ
こ
ら
は
怒
り
を
表

現
せ
ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
一
帯
は
、
大
分
市
に
お
け
る
人
間
の
生
活
史
の
中
で
は
、
最
も
古

い
部
類
に
属
す
る
土
地
だ
。
ひ
ょ
う
び
ょ
う
た
る
有
史
以
前
か
ら
、
こ
の

南
に
向
い
た
台
地
の
斜
面
に
は
、
人
間
の
生
活
が
あ
っ
た
。
そ
の
人
々
の

残
し
た
文
化
は
、
路
傍
の
石
や
ほ
こ
ら
に
も
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
古
代

人
の
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
形
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
古
墳
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
に
は
、
明
治
、
大
正
期
ま
で
は
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
の

古
墳
が
散
在
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
い
ま
完
全
な
形
と
し
て
保
存
さ
れ
て

い
る
の
は
「
弘
法
穴
」
だ
け
で
あ
る
。

　

猪
原
一
平
さ
ん
が
宿
善
さ
ま
の
話
つ
い
で
に
、
親
切
に
弘
法
穴
ま
で
案

内
し
て
く
れ
た
。

　

永
興
の
加
茂
神
社
あ
と
の
西
北
の
ヤ
ブ
の
中
に
そ
れ
は
あ
っ
た
。
露
に
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ぬ
れ
た
雑
草
が
ガ
ケ
を
登
る
小
道
を
お
お
っ
て
い
て
、
い
く
ど
も
足
を
と

ら
れ
て
こ
ろ
び
な
が
ら
弘
法
穴
に
た
ど
り
つ
い
た
。
弘
法
穴
と
い
う
の
は

古
墳
の
内
部
に
、
い
つ
の
時
代
か
ら
か
仏
像
を
ま
つ
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
そ
う
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
原
形

を
と
ど
め
た
横
穴
墳
。

　

ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
の
、
こ
れ
と
同
様
の
古
墳
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、

こ
の
台
地
一
帯
が
開
拓
さ
れ
る
ご
と
に
、
そ
れ
は
破
壊
さ
れ
、
石
槨
（
せ

き
か
く
）
の
巨
石
は
石
屋
な
ど
の
手
に
よ
っ
て
運
び
去
ら
れ
て
い
っ
た
と

い
う
。
そ
の
破
壊
の
手
を
、
弘
法
穴
だ
け
が
ま
ぬ
か
れ
た
。
内
部
に
仏
像

を
ま
つ
っ
て
、
別
の
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

古
い
も
の
を
保
存
す
る
の
に
は
、
信
仰
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
最
も

良
策
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

猪
原
さ
ん
の
話
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
奥
に
平
宗
清
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
ヤ
ブ
が
深
く
て
そ
こ
ま
で
は
行
け
な
か
っ
た
。

　

永
興
付
近
を
歩
く
と
、
路
傍
の
墓
碑
が
よ
く
目
に
つ
く
。
そ
れ
が
い
ず

れ
も
り
っ
ぱ
で
巨
大
で
、
ふ
ん
だ
ん
に
石
材
を
使
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
な

る
ほ
ど
、
か
つ
て
永
興
石
の
名
を
は
せ
た
石
材
の
産
地
だ
け
の
こ
と
は
あ

る
と
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
感
を
深
く
す
る
。

　

永
興
一
帯
の
台
地
が
古
墳
群
に
占
め
ら
れ
、
そ
れ
に
使
用
さ
れ
た
石
槨

（
せ
き
か
く
）
が
い
ず
れ
も
巨
大
な
岩
石
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
こ

ら
あ
た
り
が
古
代
人
の
住
居
地
と
し
て
適
地
で
あ
り
、
豪
族
の
支
配
下
に

あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
に
、
墳
墓
構
築
に
必
要
な
石
材
が
、
た
や
す
く
手
に

破
壊
さ
れ
た
古
墳
群
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入
る
墓
域
の
適
地
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
だ
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
巨
大
な
岩
石
を
、
道
路
も
不
完
全
な
坂
を
運
び

上
げ
、
あ
る
い
は
運
び
お
ろ
し
た
わ
け
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
動
か
し

た
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
に
君
臨
し
て
い
た
豪
族
が
領
民
を
意
の
ま
ま

に
使
っ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
、
あ
る
程
度
の
物
理
学
的
頭
脳
と
、
用

具
が
な
け
れ
ば
巨
石
を
動
か
す
こ
と
は
不
可
能
だ
。

　

永
興
の
井
路
の
そ
ば
に
、
直
径
一
メ
ー
ト
ル
半
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ

る
円
形
の
珍
し
い
碑
石
が
つ
っ
立
っ
て
い
る
。
明
治
年
代
、
こ
の
地
で
酒

屋
を
し
て
い
た
首
藤
円
平
さ
ん
の
碑
だ
。

　

こ
の
大
き
な
碑
石
は
、
現
在
城
南
団
地
が
造
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
付
近
に

あ
っ
た
古
墳
の
上
部
の
覆
石
を
運
び
出
し
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
円

平
さ
ん
は
酒
屋
の
ほ
か
に
バ
ク
ロ
ウ
（
馬
の
売
買
人
）
を
し
た
り
、
葬
式

の
さ
い
使
う
造
花
つ
く
り
が
じ
ょ
う
ず
で
、
村
内
の
人
々
に
作
り
方
を
伝

授
し
た
り
の
活
動
家
で
、
村
の
た
め
に
も
努
め
た
人
ら
し
い
。
そ
れ
で
、

こ
の
石
を
運
び
出
す
と
き
は
、
村
中
総
出
の
奉
仕
で
、
赤
や
黄
の
は
ち
巻

き
を
し
め
、
石
に
か
け
た
太
い
綱
を
引
っ
ぱ
っ
た
そ
う
だ
。
明
治
の
末
ご

ろ
の
話
で
あ
る
。
古
墳
時
代
も
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
古
墳
の
覆
石
の
方
は
、
こ
う
し
て
早
々
と
円
平
さ
ん
の
碑
と

な
っ
た
が
、
底
石
の
方
は
数
年
前
に
運
び
出
さ
れ
、
城
南
神
社
の
創
建
記

念
碑
と
な
っ
て
境
内
に
立
っ
て
い
る
。

　

申
し
ぶ
ん
の
な
い
利
用
の
さ
れ
方
だ
が
、
古
墳
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
は

か
え
す
が
え
す
惜
し
い
。
あ
の
古
墳
の
あ
っ
た
土
地
は
「
石
び
つ
」
と
い

う
地
名
が
つ
い
て
い
る
そ
う
だ
か
ら
、
よ
ほ
ど
り
っ
ぱ
な
古
墳
だ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
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や
は
り
明
治
の
末
ご
ろ
、
丸
山
の
下
の
通
称
サ
ブ
山
と
呼
ん
で
い
る
台

地
で
、
り
っ
ぱ
な
一
枚
岩
を
石
屋
が
利
用
す
る
つ
も
り
で
動
か
し
た
ら
、

こ
れ
が
古
墳
の
覆
石
だ
っ
た
。
発
掘
す
る
と
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
刀
剣
類

な
ど
の
副
葬
品
が
出
て
き
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
師
範
学
校
の
先
生
が
や
っ

て
き
て
、
研
究
し
た
い
か
ら
と
い
っ
て
副
葬
品
は
そ
っ
く
り
持
っ
て
行
っ

た
そ
う
だ
。「
な
ん
と
い
う
先
生
だ
っ
た
か
、自
分
は
こ
ど
も
の
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
お
ぼ
え
て
い
な
い
」
と
、
古
老
が
話
し
て
い
た
。

　

と
に
か
く
、
永
興
一
帯
は
古
墳
が
や
た
ら
に
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
。
年

寄
り
の
話
を
き
い
て
い
る
と
、
あ
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
と
記
憶
を
呼
び
お

こ
し
て
く
れ
る
が
、
そ
の
価
値
を
知
ら
な
か
っ
た
明
治
、
大
正
期
の
土
地

の
人
が
、
ほ
と
ん
ど
破
壊
し
て
し
ま
い
、
貴
重
な
副
葬
品
も
散
逸
し
た
。

こ
の
土
地
が
永
興
石
の
産
地
で
あ
り
、
石
屋
が
多
か
っ
た
こ
と
も
、
古
墳

の
破
壊
を
早
め
る
大
き
な
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
当
時
市
内
の
り
っ
ぱ

な
家
の
普
請
に
は
、
永
興
の
古
墳
の
巨
石
を
、
た
た
き
割
っ
て
土
台
石
に

し
た
も
の
が
多
い
そ
う
だ
。

　

土
地
の
人
は
何
も
知
ら
な
い
か
ら
し
か
た
が
な
い
が
、
当
時
の
町
役
場

な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
財
や
遺
跡
の
管
理
に
ど
ん
な
感
覚
を
持
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
が
ん
ら
い
役
人
な
ん
て
も
の
は
文
化
財
音
痴
な
も
の

だ
が
…
。
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【
改
訂
履
歴
】

二
〇
〇
七
年
一
月
十
五
日

　
　
　
正
　
生
ま
れ
変
わ
る
南
大
分
一
帯
、
手
前
は
明
磧
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
八(

一
九
六
三)

年

　
　
　
誤
　
大
正
末
ご
ろ
の
南
大
分
。
県
立
農
事
試
験
場
付
近
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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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