
「
自
然
豊
か
な
佐
伯
市
」
と
よ
く
言
わ
れ

ま
す
が
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
豊
か
な
の
だ
ろ
う

か
？
そ
ん
な
素
朴
な
疑
問
を
持
つ
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
疑
問
に
も
答
え

る
べ
く
、
佐
伯
市
史
編
さ
ん
の
中
で
佐
伯
市

の
自
然
の
豊
か
さ
が
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
、

自
然
部
会
で
は
各
分
野
の
専
門
家
の
方
々
が
、

資
料
や
文
献
、
記
録
な
ど
を
調
べ
、
さ
ら
に

現
地
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
然
を
歴
史
か
ら
た
ど
れ
ば
、
地
形
や
地

質
を
調
べ
て
一
千
数
百
万
年
も
の
年
月
を
さ

か
の
ぼ
り
、
日
本
列
島
の
形
成
に
た
ど
り
着

き
ま
す
。
長
い
年
月
を
か
け
た
プ
レ
ー
ト
の

移
動
に
よ
り
こ
の
大
地
が
形
作
ら
れ
、
そ
れ

が
こ
の
急
峻
な
山
地
と
リ
ア
ス
海
岸
を
形
成

し
た
過
程
が
見
え
て
き
ま
す
。
傾
山
な
ど
の

山
地
と
佐
伯
湾
な
ど
の
海
域
を
番
匠
川
な
ど

の
河
川
が
つ
な
い
で
い
ま
す
。
山
地
や
河
川
、

市
史
編
さ
ん
だ
よ
り

里
地
里
山
、
海
岸
部
か
ら
島
嶼
ま
で
各
種
の

樹
木
や
草
本
が
繁
茂
し
、
そ
の
自
然
環
境
の

中
で
多
く
の
動
物
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
地
形
の
変
化
や
気
候
の
変
化
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
植
物
や
動
物
の
生
息
状
況
が

変
化
し
て
き
ま
す
。

長
い
年
月
を
か
け
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て

今
な
お
変
化
を
続
け
て
い
る
こ
の
大
地
と
そ

の
上
に
繁
茂
す
る
植
物
、
さ
ら
に
そ
の
中
で

生
息
す
る
動
物
た
ち
。
そ
ん
な
自
然
に
思
い

を
は
せ
、
私
た
ち
人
間
も
そ
の
一
員
と
し
て
、

森
林
を
保
全
し
、
里
地
里
山
を
作
り
、
川
や

海
の
資
源
と
環
境
を
守
り
な
が
ら
暮
ら
し
を

続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
自
然
生
態
系
の
仕
組

み
と
自
然
の
循
環
を
佐
伯
の
自
然
誌
と
し
て

記
録
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
武
石
宣
彰
氏
・
日
本
野
鳥
の
会
大
分
県
支
部
佐
伯
地
区

支
部
長
）

市史編さん自然部会
部会⾧ 武石 宣彰氏

≪ 発 行 ≫
佐伯市教育委員会
社会教育課
市史編さん係
(TEL22-4095)

メジロ（武石氏撮影）
撮 影 日 :2020年2月1日
撮影場所:佐伯市⾧谷
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大手前の古い写真を探しています！

大手町商店街
（昭和35年頃）
イノウエ靴店の隣に

寿屋第１号店が建て

られていました。

大手町商店街
（昭和38年頃）
大手前には映画館
（東宝セントラル劇
場）がありました。

佐
伯
市
史
の
編
さ
ん
も
今
年
で

４
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
令
和
４

年
度
に
上
巻
、
５
年
度
に
中
・
下

巻
が
完
成
す
る
予
定
で
す
（
販
売

は
６
年
度
の
予
定
）
。
今
後
も
こ

の
刊
行
計
画
の
も
と
、
総
監
修
の

豊
田
寛
三
氏
を
は
じ
め
編
集
委
員

会
（
委
員
長
・
佐
藤
晃
洋
氏
）
と

各
専
門
部
会
を
中
心
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

な
お
、
今
年
度
の
委
員
会
・
専

門
部
会
は
、
下
記
の
日
程
で
開
催

し
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。

4月15日 市史編集委員会

6月28日 先史・古代・中世部会

7月 1日 近代部会

7月 9日 民俗部会

7月29日 近世部会

8月 2日 文化財部会

8月 5日 自然部会

10月 1日 民俗部会（分科会）

11月11日 市史編集委員会

ト
ウ
シ
ョ



市 史 編 さ ん だ よ り

頭
の
上
に
大
き
な
笠
が
設
け
ら
れ
て
い

る
、
非
常
に
珍
し
い
地
蔵
菩
薩
（
じ
ぞ
う

ぼ
さ
つ
）
で
す
。

基
礎
部
分
に
置
か
れ
た
台
座
の
上
に
地

蔵
立
像
が
安
置
さ
れ
、
地
蔵
の
背
面
の
石

柱
の
上
に
饅
頭
型
の
笠
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
基
礎
の
前
面
に
は
、
享
保

五
年
の
文
字
と
法
名
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
蔵
菩
薩
は
供
養
塔
と
し
て
造
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
の
笠
地
蔵
は
墓

碑
と
し
て
造
ら
れ
て
お
り
、
貴
重
な
文
化

財
と
い
え
ま
す
。

こ
の
塔
は
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
螽
や
蝗
は
稲
に
害

を
も
た
ら
す
虫
（
稲
虫
）
の
こ
と
で
あ
り
、

主
に
イ
ナ
ゴ
や
ウ
ン
カ
の
こ
と
で
す
。

当
時
の
人
々
は
稲
や
粟
を
食
い
荒
ら
す

虫
害
を
悪
霊
の
し
わ
ざ
と
考
え
ま
し
た
。

そ
し
て
、
虫
を
焼
き
捨
て
る
行
事
が
各
地

で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
塔
は
、
そ
の
よ
う
な
犠
牲
に
な
っ

た
虫
を
供
養
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
２

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
で
、
北
面
に
は
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
刻
ん
で
あ
り
ま
す
。

シ
ュ
ウ
コ
ウ
シ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
ク
ヨ
ウ
ト
ウ

）

村
祈
祷
（
大
字
戸
穴
）

新
し
い
年
を
迎
え
て
、
地
域
の
中
に
病
気

な
ど
の
悪
い
も
の
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に

守
っ
て
も
ら
う
た
め
の
行
事
で
す
。
今
回
、

年
の
神
区
で
の
村
祈
祷
の
様
子
を
見
学
さ
せ

て
い
だ
き
ま
し
た
。

宮
司
が
祝
詞
を
唱
え
、
地
区
住
民
の
氏
名

を
読
み
上
げ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
班
ご
と
に
御
幣
（
せ
き
札
）
が
配
ら
れ
、

班
長
が
持
ち
帰
り
、
地
区
の
入
口
に
取
り
付

け
ま
す
。
各
家
に
は
祈
祷
札
を
配
布
し
ま
す
。

ま
た
、
例
年
祈
祷
終
了
後
に
直
会
（
な
お

ら
い
）
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
今
年
は
コ
ロ

ナ
感
染
の
影
響
に
よ
り
中
止
と
な
り
、
参
加

者
に
は
弁
当
が
配
ら
れ
ま
し
た
。

と
い
も
ぬ
す
び
（
本
匠
）

中
秋
の
名
月
の
日
に
行
わ
れ
る
行
事
で
す
。

箕
（
み
い
）
の
上
に
ろ
う
そ
く
を
立
て
、
彼

岸
花
や
ス
ス
キ
等
を
供
え
ま
す
。
一
緒
に
ゆ

で
た
芋
や
栗
、
お
菓
子
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が

土
間
や
玄
関
の
外
に
用
意
し
て
お
き
ま
す
。

そ
し
て
、
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
た
ち
が

日
暮
れ
頃
か
ら
家
々
を
回
り
、
お
菓
子
を
も

ら
っ
て
帰
り
ま
す
。

宇
津
々
地
区
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
「
十

五
夜
お
く
れ
～
」
と
声
を
か
け
な
が
ら
、
置

い
て
あ
る
お
菓
子
を
も
ら
い
、
そ
の
家
を
出

い
く
際
に
「
あ
り
が
と
さ
ん
」
と
言
う
そ
う

で
す
。

市史編さん係では市内の各地の調査を行っています。
今回、調査した内容の一部をご紹介します。

ナ

ム

ア

ミ

ダ

ブ
ツ

カ
ワ
チ
カ
サ
ジ
ゾ
ウ

マ
ン
ジ
ュ
ウ

ム
ラ
キ
ト
ウ

宇津々地区の様子
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