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豊
後
の
小
京
都
と
も
呼
ば
れ
、

杵
築
藩
三
万
二
千
石
の
情
緒
を
残

す
城
下
町
・
大
分
県
杵
築
市
。

こ
の
ま
ち
に
は
「
日
本
」
が
詰

ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
杵
築
城
や
武
家
屋
敷

な
ど
、
城
下
町
の
風
情
だ
け
で
は

な
い
。
何
よ
り
の
所
以
は
、
こ
の
脚

と
我
々
日
本
人
を
育
ん
で
き
た
風

土
や
慣
習
、
技
や
叡
智
、
そ
し
て
誇

り
。
加
え
て
、
そ
れ
を
担
っ
て
き
た

人
た
ち
の
存
在
だ
。

歴
史
の
語
り
部
に
、
茶
人
や
″

匠
・
杵
築
の
大
地
が
も
た
ら
す
恩

恵
を
形
に
す
る
生
産
者
た
ち
・
彼

ら
の
生
み
出
す
物
や
味
だ
け
で
な

く
、
そ
の
夢
や
仕
事
ぶ
り
を
維
け

ば
、
ど
れ
も
が
「
日
本
ら
し
さ
」
に

溢
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
よ
う
な
人

た
ち
が
過
去
と
未
来
を
繋
ぎ
、
こ

の
国
を
、
杵
築
の
ま
ち
を
形
づ

く
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

杵
築
に
は
「
日
本
」
そ
の
も
の
が
詰

ま
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
だ
。

「
日
本
ら
し
さ
」
と
は
、
何
だ
ろ

う
。
知
ら
な
い
者
に
は
そ
れ
を
雄

弁
に
伝
え
、
忘
れ
か
け
て
い
る
荷

に
は
、
そ
の
原
点
を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
。
杵
築
と
は
そ
う
い
う

ま
ち
。
日
本
の
昔
と
、
今
と
、
未
来
。

そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
繋
げ
て
い
く

の
は
、
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
、

た
な
ご
こ
ろ

そ
の
掌
に
「
日
本
ら
し
さ
」
を
宿
し

た
人
々
に
他
な
ら
な
い
。
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－剤’
●
江
戸
千
家
不
白
流

根
付
く
茶
文
化

そ
の
一
服
に
見
る
、
杵
築
ら
し
さ
の
土
壌

守
江
湾
を
望
む
杵
築
城
、
亜
厚
な
武

家
屋
敷
群
や
当
時
の
面
影
が
今
も
残
る

商
家
の
数
々
・
着
物
が
似
合
う
城
下
町
・

杵
築
の
風
情
あ
る
街
並
み
は
、
今
日
も

多
く
の
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
。

だ
が
、
残
っ
て
い
る
の
は
風
情
や
建

築
物
だ
け
で
は
な
く
、
古
き
良
き
伝
統

や
文
化
も
し
っ
か
り
と
こ
の
杵
築
の

地
に
根
付
い
て
い
る
・
茶
文
化
も
そ
の

一
つ
だ
。

「
週
末
は
大
原
邸
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

お
茶
会
を
や
っ
て
い
ま
す
よ
」

そ
う
話
す
の
は
、
曽
我
武
海
先
生
。

茶
人
に
し
て
、
華
道
も
極
め
る
杵
築

き
っ
て
の
文
化
人
だ
。

「
５
月
の
お
城
ま
つ
り
と
か
秋
の
観

月
祭
と
か
。
行
事
の
際
は
ほ
と
ん
ど
点

て
て
ま
す
ね
。
昔
か
ら
こ
の
辺
り
で
は

盛
ん
な
ん
で
す
よ
」

杵
築
の
茶
文
化
が
盛
ん
に
な
っ
た

の
は
２
０
０
年
ほ
ど
前
か
ら
だ
と
い

う
。
流
派
は
、
「
川
上
不
白
」
を
流
祖
と

す
る
江
戸
千
家
。
杵
築
に
広
め
た
の
は

頁

言

「
荷
宮
夢
庵
宗
信
」
と
さ
れ
、
歴
代
藩
主

が
茶
を
奨
励
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
深

く
浸
透
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
杵

築
で
は
今
な
お
一
般
教
養
と
し
て
、
お

茶
や
お
花
を
た
し
な
む
風
土
が
色
濃

く
残
っ
て
い
る
。
学
校
で
教
え
る
こ
と

も
あ
り
、
杵
築
に
住
む
人
な
ら
ば
、
お

茶
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
触
れ
る
機
会

が
多
い
身
近
な
文
化
な
の
だ
そ
う
だ
。

「
少
し
昔
ま
で
、
杵
築
で
は
お
茶
か

活
け
花
を
や
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

種
ス
テ
ー
タ
ス
で
し
た
。
女
性
は
お

茶
、
男
性
は
活
け
花
と
い
う
よ
う
に

ね
・
今
も
そ
の
風
潮
は
あ
っ
て
、
お
花

に
し
て
も
お
茶
に
し
て
も
、
文
化
形
態

そ
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
杵
築
の
素

晴
ら
し
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」

素
晴
ら
し
い
の
は
、
曽
我
先
生
の
点

前
も
そ
う
。
話
し
な
が
ら
も
、
そ
の
所

作
は
よ
ど
み
な
く
、
美
し
い
。
点
て
ら

れ
た
濃
茶
は
、
口
に
し
た
瞬
間
ふ
わ
り

と
甘
く
、
ほ
の
か
な
苦
味
が
後
味
に
心

可

凶氾

地
よ
い
。

「
邪
念
が
入
る
と
苦
く
な
る
ん
で
す

よ
。
今
日
の
は
大
丈
夫
か
な
」

そ
ん
な
軽
口
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
場

に
緊
張
感
は
あ
っ
て
も
威
圧
感
は
な

へ
り

い
・
畳
の
縁
を
境
界
に
し
て
、
厳
か
で

は
あ
る
が
、
居
心
地
の
良
い
、
不
思
議

な
空
間
が
出
来
上
が
る
。

撮
影
の
た
め
、
点
て
る
途
中
で
手
を

止
め
て
も
ら
う
こ
と
は
出
来
ま
す

か
？
と
、
無
作
法
は
承
知
し
つ
つ
も
、

恐
る
恐
る
尋
ね
て
み
た
。

「
構
い
ま
せ
ん
よ
・
今
日
は
あ
な
た

方
が
客
人
で
す
か
ら
」

柔
和
な
笑
顔
で
の
一
言
に
、
茶
人
と

し
て
の
誇
持
を
見
た
。
こ
う
い
う
「
人
」

を
育
て
る
土
壌
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文

化
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
根
付
き
、
醸

成
さ
れ
て
い
く
。

風
情
も
文
化
も
・
現
在
の
杵
築
ら
し

さ
は
、
「
人
」
が
い
て
こ
そ
、
残
さ
れ
て

き
た
の
だ
。
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今
に
続
く
先
人
の
智
慧
と
暮
ら
し

杵
築
の
今
と
昔
を
繋
ぐ

●
大
原
邸

111
’

堂
々
た
る
長
屋
門
に
見
事
な
茅
葺

屋
根
。
杵
築
藩
の
上
席
家
老
屋
敷
『
大

原
邸
」
・
こ
こ
は
、
我
々
の
祖
先
が
培
っ

た
叡
智
と
当
時
の
悪
ら
し
ぶ
り
を
知

る
絶
好
の
学
び
の
場
と
い
え
る
。

屋
根
に
火
除
け
の
懸
魚
（
げ
ぎ
よ
）
、

玄
関
の
壁
は
魔
除
け
の
弁
柄
（
紅
殻
）
、

鬼
門
に
は
南
天
。
装
飾
や
植
物
の
配
世

に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
を
持

つ
：
な
ど
な
ど
、
分
か
り
や
す
く
小
気

味
良
い
テ
ン
ポ
で
説
明
し
て
く
れ
た

の
は
、
ガ
イ
ド
の
女
性
。

屋
敷
内
に
は
江
戸
時
代
の
風
呂
も

残
っ
て
い
て
、
そ
の
床
は
中
心
部
に
向

か
っ
て
わ
ず
か
に
傾
い
て
い
る
。

「
水
は
貴
重
品
で
し
た
か
ら
、
水
（
風

呂
と
い
っ
て
も
通
常
は
水
）
を
浴
び
た

後
、
傾
い
た
溝
を
伝
っ
て
外
の
水
謡
に

溜
ま
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
水
を
畑
に
撒
い
た
り
と
再
利
用
し

て
い
ま
し
た
。
上
級
武
士
と
い
え
ど
、

そ
の
生
活
は
質
素
だ
っ
た
ん
で
す
ね
」

そ
れ
こ
そ
、
湯
水
の
よ
う
に
無
駄
使

'1 |且■
一
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い
す
る
筆
者
に
は
耳
が
痛
い
話
。
ち
な

み
に
、
風
呂
の
際
、
髪
の
毛
な
ど
が
落
ち

て
も
い
い
よ
う
に
床
に
は
麻
布
を
吸
い

た
・
こ
れ
が
”
風
呂
敷
“
の
由
来
だ
。

仏
間
に
は
、
天
井
の
一
部
分
だ
け
凹

ん
だ
「
弓
天
井
」
が
。

「
雨
の
日
で
も
武
道
の
稽
古
が
で
き

る
よ
う
弓
を
櫛
え
て
も
つ
か
え
な
い

椛
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
仏
間
に
あ
る

の
は
、
雨
の
日
で
も
稽
古
に
励
ん
で
い

る
姿
を
ご
先
祖
様
に
見
て
も
ら
う
た

め
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
」
（
伝
承
）

こ
の
他
「
か
ぎ
か
っ
こ
」
の
由
来
と

な
っ
た
蔵
の
鍵
、
「
へ
り
く
だ
る
」
の
語

へ
り

源
と
も
な
っ
た
畳
の
”
縁
“
の
話
（
諸
説

あ
り
）
な
ど
、
興
味
深
い
教
材
だ
ら
け
。

取
材
中
も
屋
敷
の
あ
ち
こ
ち
で

「
へ
ｌ
」
「
な
る
ほ
ど
」
と
声
が
上
が
る
。

筆
者
も
、
も
れ
な
く
そ
の
声
の
主
の
一

人
だ
。『

大
原
邸
』
に
は
、
先
人
の
智
慧
と
今

に
繋
が
る
昔
の
暮
ら
し
、
こ
こ
で
暮
ら

し
た
人
々
の
温
も
り
が
、
今
も
残
る
。

。

‘ムゴー

そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
こ
を
守
り
続
け
る

人
々
が
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

屋
敷
の
一
番
奥
、
差
し
込
む
陽
が
幻

想
的
な
土
間
で
は
、
薪
を
く
べ
、
釜
焚

き
を
す
る
。
茅
葺
屋
根
の
虫
除
け
の
た

め
燃
す
の
だ
・
薪
集
め
に
は
じ
ま
り
、

朝
か
ら
火
が
消
え
る
ま
で
・
こ
れ
は
毎

日
続
け
ら
れ
る
。

杵
築
の
今
と
昔
を
繋
ぐ
の
は
、
こ
ん

な
「
歴
史
の
守
り
人
」
た
ち
。
先
人
た
ち

が
積
み
重
ね
た
過
去
を
紡
ぐ
の
も
ま

た
、
小
さ
な
人
間
の
、
小
さ
な
毎
日
の

稚
み
重
ね
な
の
だ
。

取
材
し
た
日
は
あ
い
に
く
の
雨
・
天

気
が
良
け
れ
ば
と
嘆
く
筆
者
に
、
ガ
イ

ド
の
女
性
は
、
雨
の
日
も
い
い
で
す

よ
、
と
即
座
に
返
し
た
。

「
茅
葺
屋
根
は
意
外
に
水
を
よ
く
弾

く
ん
で
す
。
雨
の
雫
が
茅
葺
屋
根
の
上

を
転
が
る
よ
う
に
落
ち
て
い
く
様
子

が
凄
く
綺
麗
で
：
つ
い
見
と
れ
て
し

ま
う
ん
で
す
よ
」

屋
敷
へ
の
愛
情
が
彦
ん
で
い
た
。

」

戸

L
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●
河
野
打
刃
物

杵
築
の
刀
匠
・
清
光

光
る
刃
に
日
本
の
伝
統
あ
り

齢
帥
を
越
え
て
な
お
、
そ
の
眼
光
は

刃
の
切
っ
先
よ
り
も
鋭
い
。

今
日
も
杵
築
の
地
で
包
丁
を
捕
え

る
の
は
、
「
清
光
」
の
屋
号
を
持
つ
、
文

化
庁
登
録
刀
鍛
冶
・
河
野
忠
喜
さ
ん
。

杵
築
が
誇
る
「
刀
匠
」
１
．
こ
う
い
う

と
大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な

い
が
、

「
刀
打
て
ん
と
包
丁
も
打
て
ん
」

と
ご
本
人
が
言
う
よ
う
に
、
た
し
か

な
刀
鍛
冶
の
技
が
あ
っ
て
こ
そ
、
良
い

包
丁
が
打
て
る
の
だ
。

そ
れ
だ
け
に
修
業
も
大
変
だ
っ
た

そ
う
で
、
博
多
、
日
田
、
大
分
、
別
府
、
杵

築
と
色
々
な
師
の
元
を
訪
ね
、
そ
の
腕

を
磨
い
た
。

「
ひ
と
つ
の
と
こ
ろ
だ
け
で
修
業
し

て
も
つ
ま
ら
ん
（
ダ
メ
）
・
色
々
な
人
に

学
ん
で
、
盗
ま
な
い
か
ん
」

盗
む
、
と
い
う
あ
た
り
が
昔
の
職
人

そ
の
ま
ま
。
師
匠
は
、
懇
切
丁
寧
に
教
え

て
く
れ
な
ど
し
な
い
・
見
て
、
盗
ん
で
、

真
似
る
Ⅱ
学
ぶ
の
だ
・
だ
か
ら
独
立
す

《鰯
い

▲
４
口
■
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
０
■
■
■
■
■
〃
Ⅱ
Ｌ

る
ま
で
に
は
、
気
が
遠
く
な
る
時
間
を

要
す
る
◎
今
の
若
い
世
代
に
は
理
解
し

が
た
い
ら
し
く
、
逃
げ
出
す
人
も
多
い

そ
う
だ
。
河
野
さ
ん
が
若
い
頃
は
、
朝
４

時
か
ら
夜
８
時
ま
で
、
修
業
は
住
み
込

み
で
給
料
は
な
し
。
た
ま
に
貰
え
る
小

遇
い
が
楽
し
み
だ
っ
た
と
い
う
。
鉄
を

鍛
え
る
に
は
ま
ず
人
を
鍛
え
ね
ば
な
ら

な
い
・
そ
ん
な
時
代
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
苦
労
を
乗
り
越
え

た
だ
け
あ
り
、
そ
の
技
術
は
ま
さ
に
匠

の
技
。
沸
か
し
つ
け
に
は
じ
ま
り
、
鍛

造
、
荒
仕
上
げ
、
焼
き
入
れ
、
焼
き
戻
し
、

曇
り
出
し
に
最
後
の
吹
き
上
げ
。
い
く

つ
も
の
作
業
工
程
は
、
ど
れ
も
出
来
を

左
右
す
る
重
要
な
も
の
。
だ
が
、
ど
の
作

業
も
よ
ど
み
な
く
、
迷
い
な
く
、
赤
熱
す

る
鉄
と
飛
び
散
る
火
花
に
臆
す
る
こ
と

な
く
、
淡
々
と
、
寸
分
の
狂
い
も
な
く
進

め
ら
れ
る
・
単
な
る
鉄
の
塊
が
み
る
み

る
刃
へ
と
変
貌
す
る
様
は
、
驚
き
と
と

も
に
、
凄
み
す
ら
漂
わ
せ
る
。

出
来
た
包
丁
は
、
ズ
シ
リ
と
く
る
重

漣；
●
4

t

量
感
。
鈍
い
光
を
放
つ
刃
は
、
ま
さ
し

く
刀
そ
の
も
の
・
実
際
に
使
っ
て
み
れ

ば
、
切
れ
る
切
れ
る
。
料
理
の
腕
が
一

段
上
が
っ
た
よ
う
な
気
に
な
る
ほ
ど

だ
。
こ
の
切
れ
味
の
噂
を
聞
き
つ
け

て
、
遠
く
は
沖
縄
や
北
海
道
か
ら
も
注

文
が
あ
る
と
い
や
７
．

鉄
を
鍛
え
る
と
い
う
独
自
の
技
術
を

発
展
さ
せ
て
き
た
日
本
の
刀
鍛
冶
た
ち

の
魂
は
、
刀
か
ら
包
丁
へ
と
受
け
継
が

れ
た
・
昔
、
「
刀
は
武
士
の
魂
」
と
言
い
、

現
代
で
は
「
包
丁
は
料
理
人
の
魂
」
と
言

う
。
時
代
と
用
途
は
変
わ
っ
て
も
、
そ

の
”
根
っ
こ
“
は
変
わ
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
ん
な
日
本
の
伝
統
技
術
も
後

継
者
不
足
は
深
刻
。
杵
築
で
も
包
丁
を
打

て
る
の
は
、
い
ま
や
河
野
さ
ん
一
人
だ
け

に
な
っ
た
。
ふ
と
、
赤
熱
し
た
鉄
を
打
つ

手
を
止
め
、
河
野
さ
ん
が
ポ
ッ
リ
。

「
あ
と
加
年
で
き
る
か
ど
う
か
・
弟

子
も
跡
取
り
も
お
ら
ん
け
な
あ
」

カ
ン
、
カ
ン
と
鉄
を
打
つ
音
が
、
少

し
寂
し
げ
に
聞
こ
え
た
。
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秒 へ0匠の手には、 この世

界に生きた年月を物

鱈るように深い鮭が

刻まれる。毎日毎日、

火と鉄と向かい合い
続けた年輪だ
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●
中
野
酒
造

い
た
だ
き
ま
す
、
が
自
然
に
こ
ぼ
れ
る

杵
築
唯
一
の
造
り
酒
屋

と
よ
品
し
回
ら

豊
葦
原
の
水
穂
の
国
。

神
話
で
も
そ
う
躯
わ
れ
る
ほ
ど
、
豊

か
な
実
り
と
水
資
源
、
つ
ま
り
「
米
」
と

「
水
」
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
き
た
日

本
。
そ
し
て
、
米
と
水
の
結
晶
と
い
え

ば
、
そ
う
、
「
酒
」
だ
。

創
業
は
、
幕
末
の
激
動
覚
め
や
ら
ぬ

明
治
７
年
。
杵
築
で
唯
一
の
造
り
酒
屋

が
「
知
恵
美
人
」
で
知
ら
れ
る
『
中
野
酒

造
』
だ
。

会
長
の
中
野
さ
ん
の
案
内
で
酒
蔵

に
入
る
と
、
ふ
わ
り
と
香
る
ふ
く
よ
か

な
酒
麹
の
香
り
と
と
も
に
、
心
地
よ
い

ク
ラ
シ
ッ
ク
が
流
れ
て
く
る
。

「
酒
は
生
き
物
。
気
分
が
よ
く
な
っ

て
美
味
し
く
な
っ
て
く
れ
れ
ば
」

つ
ま
り
、
酒
自
身
に
聴
か
せ
る
た
め

だ
と
い
う
。
こ
の
「
酒
は
生
き
物
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
、
中
野
さ
ん
は
取
材
中
、

何
度
も
口
に
し
た
。

昔
な
ら
で
は
の
手
造
り
を
続
け
る

酒
造
だ
け
に
、
素
材
へ
の
こ
だ
わ
り
も

ひ
と
し
お
・
と
り
わ
け
、
水
に
は
並
々

I

←
←

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｈ
Ⅱ
皿
■
円
い
１
１
。
ｋ

『
勺

Ｌ

？

～

な
ら
ぬ
誇
持
を
持
ち
、
使
う
地
下
水
は

「
命
の
仕
込
み
水
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
創
業

以
来
湧
き
続
け
る
地
下
水
が
す
ぐ
れ

も
の
で
、
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
３

年
連
続
最
高
金
賞
、
国
際
最
高
品
質
賞

の
栄
誉
を
戴
く
。
ま
さ
に
「
名
水
湧
く

と
こ
ろ
に
銘
酒
あ
り
」
を
体
現
す
る
造

り
酒
屋
と
い
う
わ
け
だ
。

最
近
は
、
日
本
酒
人
気
と
も
あ
っ
て

若
い
女
性
が
買
い
に
来
る
こ
と
も
多

い
そ
う
で
、

「
飲
む
化
粧
水
っ
て
言
わ
れ
る
ほ
ど

肌
に
も
い
い
ら
し
い
。
ま
あ
、
良
い
米
、

良
い
水
、
良
い
麹
を
使
っ
て
、
体
に
悪

い
は
ず
が
な
い
け
ど
ね
」

と
茶
化
し
つ
つ
も
、
素
材
へ
の
た
し

か
な
自
信
が
ほ
と
ば
し
る
。

だ
が
、
良
い
素
材
と
手
造
り
に
こ
だ

わ
る
の
は
、
今
の
時
代
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
で
も
、

「
今
は
機
械
で
も
う
ま
い
酒
は
造
れ

ま
す
。
け
ど
ね
、
そ
れ
だ
と
物
語
が
な

い
で
し
ょ
う
。
物
語
が
あ
っ
た
方
が
酒

は
も
っ
と
う
ま
く
な
る
」

そ
う
中
野
さ
ん
は
断
言
す
る
。

「
酒
造
り
は
自
然
へ
の
敬
意
・
手
間

を
か
け
て
手
造
り
に
こ
だ
わ
る
の
も

そ
の
為
。
魂
を
入
れ
る
ん
で
す
」

命
に
対
し
て
、
命
で
応
え
た
い
か

ら
、
と
い
う
。

「
酒
は
生
き
物
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

も
、
こ
の
「
自
然
へ
の
敬
意
」
に
他
な
ら

な
い
・
杵
築
の
大
地
あ
っ
て
こ
そ
の

『
中
野
酒
造
』
は
、
創
業
か
ら
１
４
０
年

を
経
て
も
そ
の
敬
意
を
失
っ
て
い
な

い
の
だ
。

豊
葦
原
の
水
穂
の
国
で
、
自
然
、
そ

し
て
農
耕
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
日

本
人
・
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
は
”
八
百

万
（
や
お
よ
る
ず
）
の
神
“
と
な
り
「
万

物
に
魂
が
宿
る
」
と
い
う
日
本
独
特
の

価
値
観
を
生
ん
だ
。
『
中
野
酒
造
」
が

酒
に
込
め
る
魂
も
ま
た
、
自
然
、
そ
し

て
生
命
へ
の
尊
崇
そ
の
も
の
・
「
い
た

だ
き
ま
す
」
の
言
葉
が
、
自
然
と
こ
ぼ

れ
る
。

｜

’

１
１
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続ける名水は試飲もで
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指定有形文化財でもあ
る。
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●
若
栄
屋

こ
れ
ぞ
”
塩
梅
“
の
極
致

３
０
０
年
続
く
「
鯛
茶
漬
う
れ
し
の
」

「
今
日
も
鯛
茶
か
、
う
れ
し
い
の
う
」

そ
う
言
っ
て
、
杵
築
の
殿
様
が
こ
よ

な
く
愛
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ

い
た
「
鯛
茶
漬
う
れ
し
の
」
。

創
業
は
元
禄
ｎ
年
（
１
６
９
８
年
）

の
『
若
栄
屋
』
・
一
家
相
伝
、
口
伝
で
受

け
継
ぐ
そ
の
味
を
守
る
の
は
、
賂
代
目

当
主
・
後
藤
源
太
郎
さ
ん
だ
。

秘
伝
の
ゴ
マ
だ
れ
に
大
ぶ
り
の
鯛
。

ホ
カ
ホ
カ
の
炊
き
た
て
ご
飯
は
地
元

の
山
香
米
。
「
鯛
茶
潰
う
れ
し
の
」
に
使

う
素
材
は
ど
れ
も
一
級
品
。
こ
れ
に
出

汁
で
は
な
く
、
熱
々
の
杵
築
茶
を
か
け

て
頂
く
と
こ
ろ
が
味
噌
な
の
だ
が
、
こ

れ
は
杵
築
が
お
茶
ど
こ
ろ
だ
か
ら
と

い
う
理
由
だ
け
で
は
な
い
、
と
略
代
目

は
言
う
。

「
タ
レ
に
波
け
込
ん
だ
鯛
の
身
に
お

茶
を
か
け
る
と
、
浸
透
圧
で
鯛
の
塩
分

と
旨
味
が
外
に
広
が
る
。
こ
の
鯛
か
ら

の
旨
味
が
、
こ
の
料
理
を
美
味
し
く
し

ま
す
。
お
茶
で
な
く
出
汁
だ
と
雑
炊
に

近
く
な
っ
て
し
ま
う
。
美
味
し
い
こ
と

。

』

は
美
味
し
い
で
す
が
『
鯛
茶
漬
う
れ
し

の
」
の
味
で
は
な
く
な
り
ま
す
ね
」

そ
の
お
茶
も
自
己
主
張
の
強
い
も

の
は
使
わ
な
い
。
ど
の
素
材
が
勝
ち
す

ぎ
る
こ
と
も
な
い
、
そ
ん
な
絶
妙
の
バ

ラ
ン
ス
が
「
鯛
茶
漬
う
れ
し
の
」
の
美

味
さ
の
要
だ
か
ら
だ
。

食
べ
方
だ
っ
て
、
絶
妙
・
お
茶
を
か

け
、
蓋
を
し
て
蒸
ら
す
。
待
つ
こ
と
３

秒
。

「
蓋
を
す
る
と
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
香

り
が
重
な
る
ん
で
す
。
そ
し
て
蓋
を

取
っ
た
瞬
間
、
ふ
わ
っ
と
立
ち
昇
る
。

そ
の
香
り
を
楽
し
む
た
め
の
３
秒
で

す
」

わ
ず
か
３
秒
・
だ
が
、
こ
の
３
秒
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
こ
の
料
理
は
、
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
な

ん
で
す
。
食
べ
方
は
も
ち
ろ
ん
、
ゴ
マ

の
揺
り
方
か
ら
鯛
の
寝
か
せ
方
、
調
理

の
順
番
が
違
う
だ
け
で
も
味
が
変
わ

り
ま
す
」

こ
の
繊
細
さ
、
綴
密
さ
・
味
わ
い
も

香
り
も
、
す
べ
て
が
絶
妙
。
３
０
０
年

以
上
も
そ
の
味
が
大
き
く
変
わ
ら
ず

に
い
た
の
は
、
そ
の
完
成
度
の
高
さ
ゆ

え
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
恥
代
目
は
最
後
に
こ
う
付

け
加
え
た
。

「
食
べ
た
瞬
間
、
う
ま
い
！
と
い
う

味
で
は
な
く
、
一
口
食
べ
て
、
飲
み
込

ん
で
。
あ
あ
、
う
ま
い
な
、
と
し
み
じ
み

思
う
よ
う
な
：
・
味
を
縮
く
感
覚
を
大

切
に
し
た
い
で
す
ね
」

絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
”
い

い
塩
梅
“
で
重
な
り
合
っ
た
香
り
や
旨

味
・
そ
れ
を
一
つ
一
つ
、
総
く
よ
う
に

味
わ
う
。
そ
れ
は
、
繊
細
な
味
覚
を
持

つ
と
い
わ
れ
る
日
本
人
な
ら
で
は
の

感
覚
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
鯛
茶
漬

う
れ
し
の
」
は
日
本
人
の
琴
線
に
触
れ

る
。

「
う
れ
し
い
の
う
」

３
０
０
年
前
か
ら
変
わ
ら
ぬ
味
は
、

３
０
０
年
後
の
今
も
誰
か
を
笑
顔
に

し
て
い
る
。

』
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恋0978-63-5555

杵築市杵築665429
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’
今
よ
り
、
も
っ
と
美
味
し
く

杵
築
み
か
ん
の
あ
く
な
き
挑
戦

●
杵
築
み
か
ん

「
コ
タ
ッ
で
み
か
ん
」

そ
ん
な
言
い
回
し
が
あ
る
ほ
ど
、
日

本
人
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
「
み
か
ん
」
。

産
地
と
い
え
ば
、
愛
媛
、
和
歌
山
。
九
州
で

は
長
崎
、
熊
本
か
。
だ
が
、
「
美
味
し
い
み

か
ん
」
の
産
地
は
？
と
問
わ
れ
れ
ば
、
「
杵

築
」
の
名
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

「
糖
度
が
高
け
れ
ば
甘
い
と
い
う
も

の
で
も
な
い
ん
で
す
。
要
は
糖
度
と
酸

度
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
ね
」

う
ん
ち
く

そ
ん
な
葱
蓄
と
と
も
に
、
次
々
と

色
々
な
品
種
を
味
見
さ
せ
て
く
れ
た
の

は
、
大
分
県
農
業
協
同
組
合
杵
築
柑
橘

選
果
場
の
藤
原
圭
三
さ
ん
。

「
へ
え
－
」
と
メ
モ
を
取
り
な
が
ら

も
、
試
食
用
の
タ
ッ
パ
が
次
々
と
空
い

て
ゆ
く
。
味
見
程
度
で
よ
い
の
に
、
食

べ
す
ぎ
だ
：
．
そ
ん
な
罪
悪
感
は
あ
り

つ
つ
も
、
手
が
止
ま
ら
な
い
ほ
ど
杵
築

の
み
か
ん
が
、
美
味
い
。

杵
築
で
本
格
的
に
生
産
が
は
じ

ま
っ
た
の
は
昭
和
蛆
年
代
。
気
候
は
愛

媛
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
水
は
け
の
良
い
火

山
灰
土
壌
は
、
水
を
あ
げ
す
ぎ
な
い
方

が
甘
く
仕
上
が
る
み
か
ん
に
と
っ
て

好
都
合
。
美
味
し
い
み
か
ん
が
出
来
る

条
件
は
揃
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
当

然
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
大
切
な
の
は
、
お
日
様
と
水
・
で

も
、
最
後
に
味
を
決
め
る
の
は
、
努
力

と
い
う
か
、
人
の
手
で
す
ね
」

あ
ふ
れ
る
果
汁
に
、
そ
ん
な
生
産
農

家
た
ち
の
情
熱
と
研
鐡
が
詰
ま
っ
て

い
る
杵
築
み
か
ん
。
時
期
に
よ
っ
て
も

異
な
る
が
、
特
筆
は
や
は
り
杵
築
の
箱

入
り
娘
「
美
娘
（
み
こ
こ
だ
ろ
う
。
濃
い

オ
レ
ン
ジ
色
に
薄
め
の
皮
。
ツ
ヤ
と
ハ

リ
は
ま
さ
し
く
美
し
き
乙
女
。
た
っ
ぷ

り
の
果
汁
は
も
と
よ
り
、
気
品
す
ら
漂

う
上
品
な
香
り
と
甘
さ
。
贈
答
品
と
し

て
．
玉
」
１
０
０
０
円
の
値
が
付
く

こ
と
も
あ
る
ほ
ど
人
気
を
博
す
。

そ
れ
で
も
、
「
ま
だ
ま
だ
や
る
こ
と

は
沢
山
」
と
藤
原
さ
ん
。

「
み
か
ん
が
高
く
売
れ
た
昔
と
違
っ

て
、
今
は
い
ろ
ん
な
果
物
が
手
に
入

る
・
当
た
り
前
に
美
味
し
い
だ
け
で
は

ダ
メ
・
そ
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
た
め
に

特
別
な
価
値
を
つ
け
な
い
と
。
手
間
は

か
か
る
け
ど
、
美
味
し
い
こ
と
に
特
化

し
て
い
き
た
い
」

今
で
も
十
分
美
味
し
い
と
思
う
の

で
す
が
、
と
投
げ
か
け
る
と
、
再
び
「
ま

だ
ま
だ
」
と
首
を
振
る
。

「
美
味
し
い
み
か
ん
を
作
る
。
そ
の

意
識
で
皆
が
ま
と
ま
れ
ば
、
今
よ
り

も
っ
と
美
味
し
く
で
き
る
。
そ
う
や
っ

て
出
来
た
も
の
を
届
け
た
い
で
す
ね
」

も
っ
と
美
味
し
い
も
の
を
。

も
っ
と
新
し
い
も
の
を
。

今
に
満
足
せ
ず
、
よ
り
良
い
も
の

へ
・
改
良
、
改
善
は
日
本
人
の
十
八
番
。

杵
築
の
生
産
者
た
ち
は
、
そ
の
誇
り
を

肌
で
知
っ
て
い
る
。

「
ど
こ
の
産
地
の
も
の
に
だ
っ
て
、

味
は
絶
対
に
負
け
ま
せ
ん
」

終
始
穏
や
か
だ
っ
た
藤
原
さ
ん
が
、

そ
の
ひ
と
言
の
時
だ
け
は
、
き
っ
ぱ
り

と
語
気
を
強
め
た
。

DATA

大分県農業協同組合

杵築柑橘選果場

窓0978-62-2729

杵築市杵築741-1

営/10:00～16:00

体士・日・祝駐あり

話題の「美娘」のほか、
｢はるみ」や･みかんの

大トロ”と呼ばれる「せ

とか」など､季節によっ
て犠々な品種が選果鳩
に通ばれる。

＝

」－－－－皇
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