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も
っ
と
豊
か
に
語
り
直
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
感
じ

て
い
た
地
域
の
姿
が
徐
々
に
変
貌
し
、

生
活
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に

伴
い
、
残
さ
れ
て
き
た
記
録
や
伝
え
ら

れ
て
き
た
記
憶
が
消
え
て
し
ま
い
か
ね

な
い
状
況
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

新
た
に
始
ま
っ
た
『
佐
伯
市
史
』
編

さ
ん
で
は
、
市
民
の
皆
様
の
御
支
援
、
御

協
力
を
い
た
だ
き
つ
つ
、
佐
伯
市
域
に

残
さ
れ
て
き
た
記
録
や
伝
え
ら
れ
て
き

た
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
、
再
確
認
し
な

が
ら
、
佐
伯
市
の
歴
史
・
文
化
を
再
発
見

し
、
未
来
に
つ
な
い
で
い
く
こ
と
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

事
務
局
・
執
筆
者
全
員
で
、
市
民
の

皆
様
が
親
し
み
や
す
い
『
佐
伯
市
史
』
の

編
さ
ん
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
今

後
と
も
、
一
層
の
御
支
援
、
御
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

あ
き
ひ
ろ

（
佐
藤
晃
洋
氏
・
竹
田
市
歴
史
文
化

館
「
由
学
館
」
館
長
）

石造アーチの宇藤木橋

　弥生大字尺間宇藤木には石造アーチ

の宇藤木橋があります。明治30年の建

設、石工は高木麻五郎（臼杵市野津町

落合出身）で独特の石積法により組ま

れています。上流左側は少し損傷が認

められますが、建設年代・石工名が

はっきりしている貴重な文化財と言え

ます。ぜひ一度足をお運びください。

うとぎ

市指定有形文化財 ( 宇藤木橋  )

土砂で埋没した雌池

め
ん
い
け

佐 

伯 

城 

雌 

池 

の 

復 

旧 

と 

発 

見 

さ 

れ 

た 

出 

土 

品
復旧を終えた雌池

当時の『大分新聞』

昭
和
46
年
11
月
、
三
の
丸
に
建
設
さ
れ

た
佐
伯
文
化
会
館
は
今
年
10
月
31
日
を

も
っ
て
閉
館
い
た
し
ま
す
。
東
京
都
梓
建

築
（
佐
伯
出
身
の
清
田
文
永
氏
）
の
設
計
、

大
分
市
佐
藤
組
の
施
工
に
よ
り
約
１
年
を

費
や
し
て
完
成
し
ま
し
た
。
当
時
、
佐
伯

市
民
は
も
と
よ
り
南
海
部
郡
の
人
々
か
ら

あ
り
が
と
う 
★ 
佐
伯
文
化
会
館

出土した鯱瓦の破片　（現在調査中）

佐伯文化会館開館当時のすがた

も
親
し
ま
れ
、
文
化
芸
術
の
拠
点
と
し
て

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。
振
り

返
る
と
、
国
民
文
化
祭
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を

飾
っ
た
こ
ど
も
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
上
演
な

ど
の
数
々
の
感
動
的
な
シ
ー
ン
が
こ
の
ス

テ
ー
ジ
か
ら
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
、
１
９
１
８
年
～
１

９
２
０
年
（
大
正
７
～
９
年
）
に
大
流
行

し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
す
。
世
界

で
４
千
万
人
か
ら
６
千
万
人
、
日
本
で
も

４
０
万
人
以
上
が
亡
く
な
っ
た
と
言
わ
れ

ま
す
。
大
分
県
で
は
、
約
７
千
人
が
死
亡

し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
１
万
人
近
く
亡

く
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
風

邪
と
言
い
ま
す
が
、
発
生
源
は
ア
メ
リ
カ

で
す
。
当
時
は
第
１
次
世
界
大
戦
の
最
中

で
、
中
立
国
だ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
様
子
が

世
界
中
で
報
道
さ
れ
て
こ
の
名
前
に
な
り

ま
し
た
。

　
大
分
県
で
は
西
大
分
の
大
分
港
付
近
が

発
生
源
で
（
10
月
下
旬
頃
）
、
沿
岸
部
か

ら
山
間
地
へ
感
染
が
広
が
り
ま
し
た
。
お

そ
ら
く
、
大
分
県
民
の
半
分
が
感
染
し
た

と
み
ら
れ
ま
す
（
当
時
の
大
分
県
人
口
は

約
90
万
人
）
。
病
院
は
も
と
よ
り
、
医
師

や
看
護
師
が
不
足
し
、
医
療
崩
壊
が
各
地

で
起
き
ま
し
た
。
重
岡
村
で
は
村
民
の
約

半
分
、
約
１
５
０
０
人
が
発
症
し
ま
し
た

が
、
村
に
は
医
師
は
ひ
と
り
だ
け
で
し

た
。
患
者
の
求
め
に
応
じ
き
れ
る
は
ず
も

な
く
、
死
者
は
毎
日
増
え
て
い
き
ま
し

た
。

　
現
在
の
コ
ロ
ナ
危
機
と
同
様
、
当
時
は

ワ
ク
チ
ン
も
特
効
薬
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
国
や
県
が
呼
び
か
け
た
対
処
法
は
、

芝
居
な
ど
人
が
集
ま
る
こ
と
を
制
限
す

る
、
マ
ス
ク
を
つ
け
る
、
う
が
い
を
す
る

な
ど
で
し
た
。
今
と
よ
く
似
て
い
ま
し

た
。
（
市
史
編
さ
ん
近
代
部
会
長
　
長
野

浩
典
氏
寄
稿
）

　
佐
伯
城
の
取
水
施
設
と
し
て
築
か
れ
た
雌
池
は
、平
成
28
年
９
月
の
台
風
に
よ
り
背
後

の
斜
面
が
崩
落
し
埋
没
し
ま
し
た
。
重
要
な
遺
構
で
あ
る
雌
池
を
復
旧
す
る
た
め
、
市
で

は
慎
重
に
調
査
、
検
討
を
重
ね
、
崩
れ
た
石
垣
と
池
の
修
復
を
終
え
ま
し
た
。
現
在
で
は

池
の
水
位
も
順
調
に
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
作
業
中
に
は
鯱
（
シ
ャ
チ
）
瓦
の
破
片
な

ど
、
佐
伯
城
の
姿
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
が
出
土
し
ま
し
た
。

な
お
、
通
行
止
め
と
な
っ
て
い
る
若
宮
の
道
も
ま
も
な
く
復
旧
作
業
を
終
え
、
10
月
１

日
か
ら
通
行
で
き
る
予
定
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
佐
伯
城
跡
周
辺
の
自
然
と
歴
史
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

佐伯城跡の地形図

　
佐
伯
市
は
、
海
・
山
な
ど
の
豊
か
な
自

然
と
向
き
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
の
向
上

を
図
り
、
特
色
あ
る
地
域
の
歴
史
・
文
化

を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

17
年
の
市
町
村
合
併
ま
で
に
、
各
自
治

体
で
は
過
去
か
ら
の
か
け
が
え
の
な
い

宝
物
で
あ
る
歴
史
資
料
を
活
用
し
て
、

市
町
村
史
誌
を
刊
行
し
佐
伯
市
域
に
生

き
た
人
々
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
後
、
合
併
し
た
佐
伯
市
は
新

し
い
歴
史
を
刻
む
と
と
も
に
、
過
去
に

つ
い
て
も
多
く
の
新
し
い
発
見
が
あ
り
、

佐
伯
市
の
歴
史
・
文
化
や
今
の
様
子
を   編集委員長　佐藤晃洋氏

【こどもミュージカル初演】
～百年の森　僕らと城山～

ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス


