
別
府
町
の
米
騒
動

　
米
騒
動
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
、
第
一
次
世
界
大
戦
が

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
終
わ
っ
た
年

に
起
っ
た
。
特
に
別
府
町
で
は
暴
動
と
ま
で
い
か
な
い
ま
で
も
か

な
り
厳
し
い
状
況
が
展
開
し
た
。

　
こ
の
別
府
町
の
米
騒
動
を
中
心
に
、
県
下
の
米
騒
動
の
動
き
に

つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
大
正
時
代
の
食
生
活
に
つ
い
て
は
、
北
海
部
郡
か
ら
南
海
部
郡

の
よ
う
な
芋
と
鰯
を
主
食
と
し
た
処
の
町
村
史
を
手
懸
け
て
き
た

関
係
か
ら
、
米
と
い
う
も
の
に
縁
の
な
い
地
域
の
事
情
を
つ
ぶ
さ

に
み
て
き
た
。
私
の
母
は
米
水
津
の
竹
野
浦
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

山
と
海
の
間
の
わ
ず
か
に
耕
地
の
あ
る
処
で
す
が
、
祖
母
が
ご
飯

を
こ
ぼ
す
と
、
這
い
な
が
ら
「
も
っ
た
い
な
い
、
も
っ
た
い
な
い
」

と
い
っ
て
米
粒
を
拾
っ
て
食
べ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
、
食
べ
物
に
、
一
汁
一
菜
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
い
け

三
重
野
　
勝
　
人

な
い
と
い
う
単
純
な
気
持
ち
で
米
粒
を
拾
っ
て
食
べ
て
い
た
と
思
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
津
久
見
の
四
浦
半
島
や
上
浦
町
の
歴
史
を

調
べ
て
い
く
と
、
感
謝
の
気
持
ち
も
あ
る
が
、
日
常
米
を
食
べ
て

い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
小
さ
い
と
き
か
ら
年
を
と
る
ま
で
ほ
と
ん

ど
米
の
ご
飯
を
食
べ
て
い
な
か
っ
た
の
で
ほ
ん
と
う
に
米
が
も
っ

た
い
な
い
と
の
気
持
ち
で
拾
っ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
。

　
上
浦
の
老
人
会
の
方
々
が
『
上
浦
町
の
生
活
史
』
と
い
う
冊
子

を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
衣
食
住
の
生
活
か
ら
農
業
・
柑
橘

業
・
漁
業
・
味
噌
醤
油
の
造
り
方
な
ど
ま
で
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
手

立
て
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
上
浦
で
は
米
の
ご

飯
は
ハ
レ
の
日
か
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
食
べ
な
い
。
普
通

の
日
に
は
、
鰯
や
芋
が
主
食
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
米
を
食
べ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
南
郡
の
耕
地
の
狭
い
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別府町以外の状況（表１）

町村 状　　　　　　況　（　備　　考　）

大分 8 /14　米価引き下げ（30銭）実現なき場合暴動の貼紙、大分

　　　　署厳重警戒、　　　　　　　　　　　　　⇒郡長報告

　　　　不穏の行動貼紙あり、市内に応召兵散宿、10数日間

8 /14　厳重警戒検挙数名　　　　　　　　　　　⇒関門日々

竹田 8 /14　町内数箇所に、町民大会開催8 /16 ・午後９時岡神社

　　　　集合の貼紙、警戒中　　　　　　　　　　⇒郡長報告

8 /15　夜岡神社にて町民大会の貼紙、町長・区長を介し不参

　　　　加呼びかけ、沿道警戒のため流会　　　　⇒警察史

臼杵 8 /14　14、15の両日にかけて同志集合を見るも事故なく退散、

　　　　中旬より貼紙・米価引き下げの強要などあり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒郡長報告

8 /13　某貼紙により世論扇動

8 /15　簿暮れと臼杵公園下に町民大会（届けずみ）、警官潜

　　　　人誘導鎮静　　　　　　　　　　　　　　⇒警察史

佐伯 8/16　多少不穏の兆候あり、事無きを得る　　　⇒郡長報告

中津 8 /13　13日頃～、北九州暴動頻発、市内工場停車場、宿泊人

　　　　の一斉検挙あり

8/25　午後９時町内米穀商に２名押し入り強談威迫の行為あ

　　　　り　　　　　　　　　　　　⇒以下全て警察史による

国東 8 /16　この間門司の暴動に参加せんとする者の旅行阻止

8/18　国東町に不穏の模様、米商全部召集、武蔵町に不穏の

　　　　模様、盆会に関し消防団・青年団と協議

8 /20　国東田深に米価と呼応し酒価問題起こり不穏の情浮説

　　　　をなし人を惑わしたる門司市某（54）を拘留

8/21　旭村酒造家某・伊美村某に不穏の模様、富来・来浦方

　　　　面暴動扇動者らしき者現る
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町村 状　　　　　　況　（　備　　考　）

国東 8 /22　西安岐・安岐・奈狩江方面に不穏の形勢

8 /23　奈狩江村不穏事件扇動者某（48）拘留

8 /24　伊美村某に対する不穏再発　　　　　　　　⇒警察史

日田 ８　　　一時不穏の貼紙厳重警戒大事に至らず

佐賀関

8/15　町内騒擾事件発生の兆候あり警戒中、某方にて男女３

　　　　～４名、もし首某者あれば騒動に参加某米穀商を襲う

　　　　との情報あり

9/22　精錬所木村請負人の下請人某、米価騰貴のため百数十

　　　　名の水揚げ人夫を扇動同盟罷業を企図するも説諭

日出 8 /14　“明日夕９時ハ幡様参”紙片街路に散布あり

8 /30　町役場に脅迫文あり

鶴崎 8 /15　午後９時、土方風の男某氏店頭に現れ、某氏方滞在の

　　　　土木作業員を日当２円で臼杵騒擾に勧誘、下り列車乗

　　　　車坂の市下車後厳重説諭

高田 8 /21　悪漢・無頼の某10数人を引率暴動目的で帰来の風説当

　　　　日夜中、米穀商にて米穀調査をなしたる某に厳重警告

杵築 8 /18　門司より暴行者来襲などの風評盛ん、10数日にわたり

　　　　警戒

その他 森・久住・三重・犬飼・四日市・長洲などの各署も取

り締まりに努むるも具体的な記録無きを遺憾とす
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所
だ
け
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
米
が
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
一
七
年
に
食
料
管
理
制
度
が
で
き
て
か

ら
で
あ
る
。

　
米
騒
動
が
起
こ
っ
た
の
は
、
農
村
で
は
な
く
ほ
と
ん
ど
が
都
市

で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
は
な
い
が
、
竹
田
町
の
文
書
報
告
の
中
に

「
農
村
部
の
方
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
。
む
し
ろ
米
価
が
あ

が
っ
て
喜
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
農
村
部
が
比
較
的
落
ち
着
い
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、

日
頃
か
ら
米
を
食
べ
て
い
な
い
と
言
う
現
実
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
そ
の
背
景
に
は
地
主
制
が
あ
っ
た
。
地
主
制
は
享
保
の
頃
か
ら

ひ
ろ
が
り
、
明
治
十
年
代
に
確
立
す
る
。
こ
の
た
め
戦
前
に
は
大

き
な
土
地
を
持
っ
た
地
主
が
二
〇
八
－
セ
ン
ト
前
後
の
比
率
を
占

め
、
ま
た
、
耕
地
の
四
四
八
Ｉ
セ
ン
ト
が
小
作
地
で
あ
っ
た
。
小

作
人
は
自
小
作
が
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
小
作
は
二
五
八
Ｉ
セ
ン
ト

で
合
わ
せ
て
七
〇
八
－
セ
ン
ト
、
実
に
農
民
の
七
割
が
小
作
を
し

て
い
た
の
が
農
地
改
革
以
前
の
農
村
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ

い
た
い
の
農
家
が
耕
地
五
反
の
い
わ
ゆ
る
「
五
反
百
姓
」
で
あ
っ

た
。
全
国
の
比
率
で
ゆ
く
と
五
反
以
下
の
農
民
が
だ
い
た
い
三
〇

パ
ー
セ
ン
ト
前
後
で
、
一
町
に
充
た
な
い
農
民
が
、
六
割
を
占
め

て
い
た
。
大
分
県
の
場
合
は
一
戸
あ
た
り
平
均
が
七
反
七
畝
歩
で
、

こ
れ
が
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
前
頃
の
耕
作
農
地
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
う
ち
田
圃
は
五
反
歩
に
満
た
な
い
平
均
四
反
六
畝
歩
で
、

あ
と
は
畑
で
あ
る
。

　
大
分
県
は
一
般
に
小
作
料
が
高
く
中
で
も
も
っ
と
も
高
か
っ
た

の
は
日
田
郡
で
、
こ
れ
が
原
因
で
大
正
の
終
か
ら
昭
和
の
始
め
に

か
け
て
小
作
騒
動
が
起
こ
っ
た
が
、
日
田
郡
の
小
作
料
は
最
高
七

割
五
分
で
あ
っ
た
。
県
下
は
耕
地
が
狭
い
の
で
、
引
下
げ
を
要
求

し
て
小
作
を
拒
否
し
て
も
他
に
引
受
け
る
農
民
が
多
い
た
め
、
地

主
が
つ
よ
く
小
作
料
は
な
か
な
か
下
が
ら
な
か
っ
た
。
だ
い
た
い

五
割
前
後
が
普
通
で
、
高
い
と
き
に
は
江
戸
時
代
の
年
貢
六
割
と

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
小
作
料
を
払
わ
さ
れ
た
。
貧
し
い
小
作
人

は
、
米
を
作
り
な
が
ら
小
作
料
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
米
が
残

ら
ず
、
麦
粥
に
し
て
箸
で
麦
つ
ぶ
を
つ
ま
ん
で
食
べ
た
と
い
う
の

が
生
活
の
実
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
米
を
食
べ
て
い
な
い
の

で
、
米
騒
動
を
起
こ
さ
ず
と
も
別
に
困
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
別
府
町
の
米
騒
動
は
大
正
七
年
の
八
月
一
三
日
夜
か
ら
一
四
日

の
未
明
に
か
け
て
起
こ
っ
た
。
九
州
で
一
番
最
初
に
起
こ
っ
た
米
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騒
動
は
別
府
町
で
、
暴
動
に
走
っ
て
一
番
激
し
か
っ
た
の
は
福
岡

県
で
あ
る
。

　
当
時
の
報
道
と
し
て
は
、
「
九
州
朝
日
新
聞
」
「
関
門
日
々
新
聞
」

「
大
阪
朝
日
新
聞
」
「
福
岡
日
々
新
聞
」
な
ど
が
あ
る
が
、
「
大
分

新
聞
」
は
報
道
統
制
さ
れ
た
た
め
別
府
騒
動
の
記
事
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
米
騒
動
や
農
民
問
題
等
の
資
料
は
、
現
在
法
政
大
学
構
内

の
大
原
社
会
問
題
研
究
所
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
福
岡
日
々
新
聞
」
は
、
（
大
正
七
年
八
月
十
五
日
付
）
米
騒

動
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

大
分
県
別
府
町
に
て
は
十
三
日
に
何
者
共
知
れ
ず
「
十
三
日
午

後
九
時
頃
魚
市
場
附
近
に
集
合
せ
よ
」
の
張
紙
を
町
内
六
ヶ
所

に
貼
り
出
せ
る
も
の
あ
り
。
ま
た
同
夜
米
価
問
題
に
関
す
る
町

民
大
会
開
催
さ
れ
ん
と
の
流
言
盛
ん
な
り
し
が
、
午
後
九
時
に

至
り
果
然
魚
市
場
附
近
に
六
・
七
百
名
群
集
し
、
米
屋
襲
撃
の

為
出
立
せ
ん
と
す
る
に
ぞ
、
小
野
別
府
署
長
は
厳
重
に
取
締
り

一
応
慰
を
加
え
解
散
を
命
じ
た
れ
ぱ
、
群
衆
は
一
時
解
散
せ
ん

と
せ
し
に
、
漸
次
増
加
す
る
群
集
に
勢
い
を
得
て
物
凄
き
問
を

作
り
、
先
ず
南
立
田
町
に
向
い
精
米
所
姫
野
吉
太
郎
方
（
現
量

野
米
穀
店
）
に
殺
到
し
、
戸
口
よ
り
瓦
石
を
投
じ
軒
灯
及
び
雨

戸
二
階
並
に
屋
根
瓦
を
破
壊
し
た
れ
ば
、
店
員
は
二
階
よ
り
之

に
応
戦
し
米
糠
を
群
集
の
頭
上
に
投
じ
た
る
も
遂
に
叶
わ
ず
、

十
四
日
よ
り
白
米
一
升
二
十
五
銭
に
て
販
売
す
る
の
貼
紙
を
為

し
た
れ
ば
、
群
集
は
更
に
勢
い
づ
き
数
組
に
分
か
れ
別
府
及
び

浜
脇
へ
向
ひ
団
子
町
肥
後
屋
・
秋
葉
町
赤
穂
屋
・
港
町
平
野
屋

・
土
居
・
藤
沢
・
西
法
寺
町
森
田
・
不
老
町
局
・
浜
脇
平
野
屋

等
主
な
る
米
屋
数
十
軒
を
襲
撃
し
、
別
府
署
に
て
も
手
の
つ
け

よ
う
な
く
一
時
無
警
察
の
状
態
に
陥
り
し
が
、
襲
撃
を
受
け
し

各
米
屋
が
十
四
日
よ
り
一
時
二
十
五
銭
又
は
二
十
八
銭
に
て
販

売
す
べ
し
と
の
貼
紙
を
な
し
た
れ
ば
、
群
集
は
十
四
日
午
前
一

時
過
漸
く
退
散
せ
り
、
急
報
に
依
り
藤
沢
保
安
課
長
は
巡
査
十

数
名
を
率
い
同
夜
十
二
時
大
分
よ
り
別
府
に
出
張
し
、
別
府
署

と
打
合
せ
を
な
し
首
謀
者
の
検
挙
に
着
手
し
、
別
府
町
向
浜

（
某
）
を
始
め
十
数
名
を
別
府
署
に
引
致
し
厳
重
に
取
調
べ
を
な

し
つ
つ
あ
り
。

他
の
新
聞
も
こ
れ
と
似
か
よ
っ
た
こ
と
を
書
い
て
あ
る
。

米
騒
動
の
研
究
（
井
上
清
・
渡
辺
徹
編
）
に
依
れ
ば
、
一
連
の
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米
騒
動
は
大
正
七
年
七
月
二
三
日
富
山
県
新
川
郡
魚
津
町
の
越
中

女
一
揆
に
始
ま
り
、
九
月
十
二
日
の
大
牟
田
周
辺
と
三
池
鉱
山
の

騒
擾
が
片
付
く
ま
で
五
十
日
間
に
わ
た
っ
た
。

　
近
畿
以
西
の
動
き
で
は
、
八
月
九
日
広
島
、
十
日
に
大
阪
・
京

都
・
岡
山
、
十
二
日
に
兵
庫
・
奈
良
、
十
三
日
山
口
、
四
国
に
飛

ん
で
十
四
日
に
香
川
・
愛
媛
、
十
五
日
が
高
知
、
十
四
日
に
九
州

に
渡
り
別
府
・
福
岡
に
飛
び
火
し
た
。
米
騒
動
は
、
一
道
三
府
三

七
県
、
三
八
市
一
七
八
村
、
三
六
九
箇
所
に
及
び
、
こ
の
騒
動
に

参
加
し
た
も
の
は
お
よ
そ
百
万
人
、
検
挙
者
二
万
五
千
人
以
上
、

起
訴
七
百
名
に
達
し
た
。
三
府
二
三
県
百
箇
所
以
上
に
五
万
七
千

人
の
軍
隊
が
出
動
し
た
。
こ
れ
が
全
国
の
状
況
で
あ
る
。

　
九
州
で
は
全
県
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
分
・
福
岡
・
宮

崎
で
起
こ
っ
た
が
、
被
害
は
福
岡
を
除
き
軽
微
で
あ
っ
た
。

　
米
価
の
騰
貴
は
、
米
の
不
作
が
原
因
で
米
不
足
を
き
た
し
、
需

要
供
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
原
因
で
起
こ
る
こ
と
が
多
い
。
当
時

の
大
分
県
の
米
価
に
つ
い
て
大
分
市
誌
か
ら
玄
米
の
騰
貴
の
様
子

を
み
る
と
（
表
二
）
、
大
正
七
年
よ
り
価
格
が
暴
騰
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
全
国
的
な
動
き
を
み
る
と
、
大
正
五
年
（
米
騒
動

の
二
年
前
）
の
米
価
が
一
升
一
八
銭
、
大
正
六
年
に
は
七
銭
値
上

げ
し
て
二
五
銭
、
大
正
七
年
は
一
月
に
三

〇
銭
で
七
月
に
は
三
六
銭
、
米
騒
動
の
起

こ
る
頃
に
は
四
五
銭
に
な
り
五
〇
銭
を
超

す
勢
い
に
あ
っ
た
。

　
当
時
は
今
日
の
よ
う
に
パ
ン
の
よ
う
な

副
食
物
が
沢
山
あ
り
米
を
食
べ
ぬ
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
だ
け
に
米
を
た
く

さ
ん
食
べ
た
。
都
市
で
は
だ
い
た
い
一
人

が
一
日
に
米
を
四
合
食
べ
て
い
た
。
副
食

が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
結
局
は
米
ば
か

り
食
べ
る
と
い
う
状
態
の
な
か
で
、
米
価

が
上
が
る
と
と
て
も
食
べ
て
い
け
な
い
。

そ
こ
で
、
米
騒
動
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

（表２）米相場大分市玄米１石平均

大正２年
　　　３
　　　４
　　　５
　　　６

19円34銭

14 /z2∠ド

11//65zz

12z'65//

18z/59zz

大正７年

　　　8

　　　9

　　　10

　　　11

31円60銭

44/z 15zz

41〃55zz

25〃96z/

33/z95/z

　
別
府
町
の
米
騒
動
を
検
証
す
る
と
、
そ
の
起
り
に
つ
い
て
は
、

「
港
町
に
集
ま
れ
」
（
関
門
日
々
新
聞
）
と
呼
び
掛
け
が
あ
っ
た
と

書
い
た
も
の
も
あ
り
、
「
福
岡
日
々
新
聞
」
に
は
「
魚
市
場
附
近

に
群
集
し
た
」
と
書
い
て
あ
る
。
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
で
は
、
魚

市
場
の
他
に
松
原
公
園
に
も
集
ま
っ
た
群
集
も
あ
る
と
書
い
て
い

６－-



る
。
ま
た
、
「
別
府
今
昔
」
に
は
流
石
通
り
海
岸
の
魚
市
場
と
浜

脇
公
園
（
現
浜
脇
中
学
校
）
に
集
結
し
た
と
書
い
て
い
る
が
、
大

正
五
年
の
「
別
府
町
全
図
」
を
見
る
か
ぎ
り
こ
の
位
置
は
ま
だ
砂

浜
で
あ
る
。
浜
脇
公
園
に
つ
い
て
は
ど
の
新
聞
記
事
に
も
な
い
の

で
怪
し
い
。
む
し
ろ
、
同
地
図
に
魚
市
場
は
、
露
天
商
や
屋
台
で

賑
わ
っ
て
い
た
港
町
の
別
府
港
北
側
に
見
え
る
。
こ
の
魚
市
場
か

ら
松
原
公
園
一
帯
に
か
け
て
の
地
域
が
集
結
す
る
経
路
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
、
別
府
町
の
九
〇
ケ
所
に
ち
か
い
米
屋
が
数
百
人
の
群
集

に
襲
撃
さ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
関
門
日
々
新
聞
）
。
し
か

し
、
小
石
や
瓦
疎
を
投
げ
る
程
度
で
人
身
に
暴
行
を
加
え
る
事
は

な
か
っ
た
よ
う
に
あ
る
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
「
別
府
今
昔
」
に

は
次
の
よ
う
な
著
述
が
あ
る
。

（
略
）
ど
こ
の
米
屋
で
も
親
族
一
党
や
友
人
、
知
己
の
応
援
で
大

戸
を
お
ろ
し
た
店
の
中
に
も
の
も
の
し
い
鉢
巻
き
姿
の
警
戒
陣

を
し
い
た
。
二
つ
三
つ
石
の
つ
ぶ
て
が
大
き
な
音
を
立
て
て
米

屋
の
板
戸
に
投
げ
ら
れ
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
五
人
、
一

〇
人
と
人
数
が
ふ
え
て
悪
口
雑
言
を
米
屋
に
浴
び
せ
な
が
ら
、

石
は
二
階
に
も
は
げ
し
く
投
げ
込
ま
れ
た
。

　
ワ
ッ
シ
ョ
イ
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ
と
開
の
声
を
上
げ
な
が
ら
港
本

町
か
ら
団
子
町
、
中
浜
筋
、
楠
町
、
浮
世
小
路
、
流
川
通
り
を

早
足
で
走
り
回
り
、
団
子
町
と
中
浜
筋
に
ま
た
が
っ
て
い
た
楠

浜
の
藤
原
米
屋
に
投
石
し
た
一
隊
は
、
港
町
の
平
野
屋
米
店
に

も
押
し
か
け
た
。

　
平
野
屋
の
主
人
は
秋
月
平
蔵
と
い
う
人
物
で
、
店
は
寿
湯
の

横
の
関
芳
旅
館
の
隣
、
現
在
旅
館
八
千
代
の
処
に
あ
っ
た
。
流

川
か
ら
や
っ
て
き
た
群
集
と
初
湯
の
方
向
か
ら
き
た
連
中
が
平

野
屋
の
周
辺
で
騒
ぎ
は
じ
め
た
。
全
県
下
の
騒
ぎ
だ
け
に
警
察

側
も
警
戒
が
手
薄
で
、
殺
気
立
っ
た
温
泉
町
の
夜
は
、
霊
潮
泉

も
寿
温
泉
、
柳
湯
な
ど
Ｔ
人
も
入
浴
者
が
な
く
て
、
わ
め
き
声

だ
け
が
港
町
一
帯
を
包
ん
だ
。

　
平
野
屋
の
運
命
い
か
に
と
隣
近
所
の
者
が
心
配
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
平
野
屋
は
表
の
戸
を
サ
″
と
開
い
た
。
そ
し
て
高
々
と

店
の
入
り
口
に
お
祭
り
の
時
の
ご
神
灯
の
大
ち
ょ
う
ち
ん
を
か

か
げ
、
そ
の
下
に
ム
シ
ロ
を
し
い
て
平
野
屋
さ
ん
親
子
が
カ
ミ

シ
モ
姿
で
ど
っ
か
と
座
っ
て
い
た
。
米
俵
を
横
に
積
み
あ
げ
て

「
こ
れ
こ
の
通
り
、
お
米
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
米
屋
は
売
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り
惜
し
み
な
ど
決
し
て
い
た
し
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
静
か
に
、

お
静
か
に
・
：
」
と
威
儀
を
正
し
て
口
上
を
の
べ
た
。

　
騒
い
で
い
た
連
中
も
平
野
屋
の
カ
ミ
シ
モ
姿
に
は
び
っ
く
り

し
た
。
こ
の
よ
う
な
騒
ぎ
も
米
屋
や
町
民
の
良
識
、
警
察
や
町

役
場
の
指
導
な
ど
別
府
で
は
割
り
あ
い
に
う
ま
く
連
ん
で
店
を

打
ち
こ
わ
さ
れ
た
り
、
米
倉
か
ら
米
が
強
奪
さ
れ
る
よ
う
な
大

き
な
事
件
に
な
ら
ず
に
一
週
間
ば
か
り
で
平
静
に
な
っ
た
。

　
柳
湯
や
寿
温
泉
な
ど
米
屋
近
く
の
温
泉
は
そ
の
間
ひ
っ
そ
り

と
し
て
、
さ
す
が
の
港
本
町
も
昼
で
さ
え
人
通
り
が
少
な
か
っ

た
。

別
府
町
の
騒
擾
は
、
先
の
文
に
も
あ
る
よ
う
に
暴
動
に
は
至
ら
ず

鎮
静
化
さ
れ
た
。

次
に
、
大
分
市
と
臼
杵
町
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

　
大
正
六
年
三
月
（
一
九
一
七
）
に
ロ
シ
ア
革
命
が
起
こ
り
ソ
ビ

エ
ト
が
で
き
る
が
、
そ
の
翌
年
、
欧
州
大
戦
が
休
戦
と
な
り
戦
闘

が
お
わ
っ
た
。
わ
が
国
は
、
Ｔ
几
一
八
年
（
大
正
七
年
）
か
ら
二

二
年
ま
で
シ
ベ
リ
ア
に
出
兵
し
て
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
撤
退
す

る
が
、
そ
の
時
に
第
二
一
師
団
第
七
二
連
隊
（
大
分
の
連
隊
）
が

出
兵
し
た
。
ち
ょ
う
ど
米
騒
動
の
時
に
、
応
召
で
県
下
か
ら
集
め

ら
れ
た
兵
士
た
ち
が
大
分
市
と
別
府
町
に
分
宿
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
米
騒
動
の
報
せ
は
大
分
市
に
す
ぐ
に
伝
わ
り
、

一
四
日
の
朝
か
ら
大
分
市
内
に
「
米
を
三
十
銭
に
せ
よ
。
然
ら
ざ

れ
ば
今
夜
別
府
町
の
如
き
暴
状
を
受
く
べ
し
」
と
い
う
張
紙
が
出

た
。
白
米
の
安
売
り
が
始
ま
っ
て
騒
動
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　
臼
杵
の
方
は
指
原
商
店
と
い
う
米
問
屋
が
、
神
戸
の
鈴
木
商
店

と
も
手
広
く
商
い
を
し
、
米
の
投
機
に
も
参
加
し
て
い
た
。
こ
の

指
原
商
店
を
対
象
に
し
て
騒
動
が
起
こ
り
か
け
た
が
、
私
服
の
警

察
官
が
集
ま
っ
た
群
集
を
三
手
に
分
裂
さ
せ
て
米
屋
に
誘
導
し
、

待
ち
伏
せ
し
た
警
官
が
抽
ま
え
る
体
制
を
と
っ
た
の
で
、
群
集
は

蜘
の
子
を
散
ら
す
よ
う
に
逃
げ
去
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
指
原
氏
の
妻
が
残
し
た
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
大
分
県
で
は
、
こ
の
よ
う
に
不
穏
な
状
況
に
は
あ
っ
た
が
大
し

た
こ
と
も
な
く
終
わ
っ
た
。

こ
こ
で
米
騒
動
が
起
こ
っ
た
背
景
を
み
よ
う
と
思
う
。

米
価
が
暴
騰
し
た
の
は
、
要
す
る
に
大
戦
景
気
が
イ
ン
フ
レ
ー
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シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
た
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
津
久
見
の
蜜
柑
は

江
戸
時
代
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
蜜
柑
の
栽
培
地
域
が
広
が
っ

た
の
は
大
正
時
代
で
あ
る
。
セ
メ
ン
ト
も
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

大
正
期
は
大
分
県
も
大
戦
景
気
に
恵
ま
れ
て
発
展
す
る
が
、
同
時

に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
進
行
し
て
物
価
が
騰
貴
し
た
。

　
特
に
米
価
騰
貴
の
原
因
は
、
地
主
や
米
穀
商
に
よ
る
米
の
値
上

が
り
を
見
越
し
て
取
引
し
て
差
額
で
も
う
け
る
米
へ
の
投
機
で
あ
っ

た
。
大
分
県
で
は
明
治
三
〇
年
代
に
米
の
投
機
所
が
つ
ぶ
れ
た
の

で
、
有
力
な
米
商
人
は
神
戸
の
投
機
所
で
全
国
的
な
投
機
の
場
に

参
加
し
た
。
米
を
貨
車
何
台
も
買
込
ん
で
倉
庫
に
貯
え
て
値
上
が

り
を
待
つ
米
屋
も
あ
っ
た
。

　
次
に
、
米
の
消
費
量
が
増
加
し
て
需
要
が
増
え
た
こ
と
。
大
正

二
年
か
ら
九
年
ま
で
の
大
分
県
の
人
口
推
移
の
状
態
を
み
る
と
、

大
分
・
別
府
だ
け
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
（
表
３
）
。
す
で
に

大
正
時
代
か
ら
人
口
の
都
市
集
中
が
み
ら
れ
、
過
疎
過
密
の
現
象

が
起
こ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
農
業
で
食
え
る
者
は
農
村
に
残
る

が
、
食
え
な
い
者
が
都
市
へ
集
中
す
る
の
で
都
市
の
米
の
需
要
は

増
加
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
大
戦
好
景
気
で
ア
メ

リ
カ
の
生
糸
の
需
要
が
激
増
し
て
、
養
蚕
農
家
が
増
加
し
た
。
大

(表３)人口１万人以上の市町村人口の推移(単位/人)

市町名 犬正２年 大正７年 大正９年

大　分
中　津

佐賀関
臼　杵
日　田

東大野
別　府

３８,９０５

１６,４２９

　９,３７６

２１，３８０

１１, ３１０

１０,９０７

２１，９７０

43,842

12,508

11,386

20,779

11，203

10,474

25,663

43,150

13,602

11,349

18,817

10,805

10,258

26,321

（「統計から見た大分」より）

分
県
で
も
大
正
四
年
に

約
二
万
六
千
戸
あ
っ
た

養
蚕
農
家
が
、
年
間
に

五
千
戸
か
ら
六
千
戸
増

え
て
、
三
年
後
に
は
約

一
万
六
千
戸
増
の
約
四

万
二
平
戸
に
な
っ
た
。

し
か
も
、
繭
は
大
正
四

年
に
一
石
二
八
円
で
あ
っ

た
も
の
が
大
正
七
年
に

は
八
〇
円
に
な
り
、
二

倍
以
上
に
跳
ね
上
が
り
、

農
村
に
も
多
額
の
現
金
が
入
っ
て
米
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

西
国
東
郡
の
真
玉
町
の
町
史
に
、

こ
の
こ
ろ
養
蚕
の
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
言
い
よ
う
も
な
い
。
お

蚕
さ
ま
さ
ま
で
田
舎
の
百
姓
も
活
気
が
あ
っ
た
。
地
域
の
農
家

は
ほ
と
ん
ど
が
蚕
を
飼
い
、
こ
の
五
年
間
あ
ま
り
は
家
計
の
最

も
ら
く
な
時
代
で
、
新
し
い
着
物
を
着
、
米
の
飯
を
食
べ
生
活

９－



は
す
っ
か
り
変
わ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
米
の
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
農
村
に
米
が
入
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
米
の
需
要
が
都
市
で
も
農
村
で
も
増
加

し
た
。

　
こ
の
傾
向
は
全
国
的
に
も
み
ら
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
、
シ
ペ
リ

ア
出
兵
で
米
が
騰
る
と
い
う
思
惑
が
米
価
を
押
し
上
げ
た
の
で
あ

る
。

　
そ
れ
か
ら
、
第
一
次
大
戦
で
外
米
の
輸
入
が
減
少
し
た
こ
と
。

大
正
六
・
七
年
は
台
風
の
被
害
が
あ
っ
た
。
当
時
三
〇
万
石
（
約

三
割
）
の
米
を
他
県
に
移
出
し
て
い
た
大
分
県
も
不
作
に
見
舞
わ

れ
移
出
が
と
ま
っ
た
。
全
国
的
な
米
不
足
が
米
価
を
釣
り
上
げ
た

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
が
米
価
騰
貴
の
原
因
に
あ
げ
ら
れ
る
。

　
人
口
の
都
市
集
中
と
い
う
面
か
ら
別
府
町
を
み
る
と
、
別
府
町

は
大
正
時
代
に
大
発
展
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
表
４
）
そ
の

背
景
と
し
て
備
考
欄
に
あ
る
よ
う
に
、
鉄
道
網
が
開
け
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
陸
上
交
通
の
発
達
と
あ
い
ま
っ
て
海
上
交
通
も
ま

（表４）別府町人口統計

年　次 現住戸数 現住人口 対前年増減 備　　　考
明治　44

大正　元

　　　２

　　　３

　　　４

　　　５

　　　６

　　●７

　　　８

　　　９

国勢調査

　　　10

3,120

4,444

4,556

4,622

4,668

4,742

4,975

5,086

5,188

6,339

5,916

14,045

21,970

22,578

22,935

23,387

24,044

25,663

26,084

26,321

28,647

28,178

十7,925

十　608

十　357

十　452

十　657

十1,619

＋　421

十　237

十1,857

豊州線　小倉一大分

第一次世界大戦

　　　　　～大正７

日豊線　大分一佐伯

豊肥線　大分一犬飼

大湯線　大分一小野屋

８県連合共進会

（「別府市誌」より）
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た
か
な
り
発
達
し
た
。
絹
島
・
宇
和
島
・
尾
道
航
路
が
毎
日
一
回

就
航
し
、
大
阪
航
路
は
紅
丸
が
隔
日
一
回
就
航
し
た
。
「
大
分
県

案
内
」
（
大
正
一
〇
年
刊
）
に
は
、
汽
船
乗
降
員
数
一
四
万
一
千

人
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
別
府
で
米
騒
動
が
九
州
で
最
初
に
起
こ
っ
た
わ
け
は
、
広
島
よ

り
伝
播
し
た
と
言
う
説
も
あ
る
が
、
や
は
り
大
阪
方
面
か
ら
海
路

で
伝
播
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
先
に
あ
げ
た
「
大
分
県
案
内
」
に
は
、
別
府
の
入
湯
客

が
年
間
百
万
人
と
書
か
れ
て
い
る
。
相
当
に
賑
や
か
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
当
時
別
府
の
職
業
構
成
を
み
る
と
、
自
由
業
や
そ
れ
に
関
連
し

た
商
店
や
店
舗
を
持
た
な
い
職
人
さ
ん
が
多
く
、
主
な
も
の
を
あ

げ
る
と
、
貸
座
敷
（
遊
廓
）
が
六
五
軒
で
娼
妓
が
五
百
人
。
宿
屋

が
一
七
六
軒
、
酒
屋
一
五
二
軒
、
菓
子
・
果
物
屋
が
二
Ｉ
五
軒
、

床
屋
が
一
四
〇
軒
で
、
料
理
屋
・
飲
食
店
一
】
二
四
軒
と
な
っ
て
い

る
。
産
業
系
統
は
、
大
工
・
石
工
・
竹
絹
工
業
が
五
二
五
軒
、
農

業
が
最
も
多
く
四
七
〇
軒
と
な
っ
て
い
る
。

当
時
の
松
原
公
園
付
近
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
（
松
原
公
園
）
別
府
駅
の
南
東
六
町
浜
脇
駅
の
北
五
町
に
あ
り
、

当
町
第
一
の
歓
楽
場
に
し
て
、
噴
水
池
を
中
央
に
劇
場
、
興
業
物
、

活
動
写
真
、
玉
突
場
、
囲
碁
倶
楽
郎
等
軒
を
並
べ
、
浴
客
常
に
雑

踏
せ
り
。

　
▼
松
涛
館
（
別
府
唯
一
の
劇
場
）
園
の
中
央
、
豊
玉
館
（
常
設

　
　
活
動
写
真
館
）
中
浜
通
り
三
丁
目
、
松
栄
館
（
常
設
活
動
写

　
　
真
館
）
松
原
通
り
、
松
原
座
（
寄
席
）
松
原
通
り
、
な
の
字

　
　
館
（
寄
席
）
楠
木
温
泉
付
近
、
別
府
館
（
寄
席
）
竹
瓦
温
泉

　
　
横
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
大
分
県
案
内
」

　
ま
た
別
府
港
付
近
の
様
子
も
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
国
道
が
海
岸
線
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
電
車
が
九
電

　
前
か
ら
よ
う
や
く
桟
橋
前
ま
で
延
長
さ
れ
た
程
度
で
大
正
年
間

　
に
は
桟
橋
か
ら
北
の
広
い
国
道
は
ヤ
シ
の
稼
ぎ
場
に
な
っ
た
。

　
天
然
砂
湯
の
カ
ー
ブ
か
ら
児
玉
旅
館
、
鶴
田
ホ
テ
ル
、
愛
媛
屋

　
の
前
あ
た
り
ま
で
ぎ
っ
し
り
屋
台
が
並
ん
で
夜
は
電
灯
ま
で
引

　
い
て
人
浴
客
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
広
い
道
路
一
杯
に
な
る
ま
で
集
ま
っ

　
た
。
（
中
略
）
並
ん
で
い
る
品
は
八
目
う
な
ぎ
、
ガ
マ
の
油
、

　
薬
草
、
白
毛
染
め
、
忍
術
の
本
、
反
物
、
モ
グ
サ
売
り
、
源
水
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の
コ
マ
回
し
、
ヘ
ピ
使
い
、
茶
碗
の
投
げ
売
り
な
ど
で
、
（
中

　
略
）
と
に
か
く
売
っ
て
い
る
品
は
イ
ン
チ
キ
と
わ
か
っ
て
い
て

　
も
、
そ
れ
を
声
音
お
も
し
ろ
く
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
露
店
街

　
は
別
府
名
物
と
い
わ
れ
、
入
湯
客
は
昼
も
暇
さ
え
あ
れ
ば
店
か

　
ら
店
を
ひ
や
か
し
て
歩
い
た
。
屋
台
に
人
だ
か
り
し
て
い
る
な

　
か
を
船
名
の
入
っ
た
旗
を
か
つ
い
だ
船
問
屋
の
宣
伝
員
が
ハ
。

　
ピ
姿
で
リ
ン
を
打
ち
ふ
り
な
が
ら
、
「
第
二
千
和
島
丸
、
馬
関

　
行
き
」
（
中
略
）
と
か
大
声
を
は
り
あ
げ
て
ふ
れ
て
歩
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
別
府
今
昔
」

　
こ
う
言
う
よ
う
な
賑
わ
い
が
人
口
増
加
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が

米
騒
動
を
誘
発
す
る
原
因
に
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　
米
騒
動
の
対
策
お
よ
び
救
済
と
し
て
、
政
府
・
県
・
市
町
村
が

行
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

　
別
府
町
の
事
務
報
告
書
の
中
に
も
、

「
大
正
七
年
八
月
十
三
日
夜
多
数
ノ
集
団
米
穀
商
ヲ
襲
イ
不
穏
ノ

　
行
為
ヲ
演
出
セ
シ
不
祥
事
ア
リ
。
コ
レ
他
ナ
シ
、
無
謀
烏
合
ノ

　
徒
輩
ガ
ー
時
ノ
好
奇
心
二
煽
ラ
レ
、
他
地
方
ノ
狂
態
を
軽
挙
実

　
現
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ザ
ル
カ
、
要
ス
ル
ニ
前
代
曾
テ
類
例
ナ
キ
突

大
直
1
5
年
当
時
の
北
浜
海
水
浴
場

飛
ノ
米
価
二
苦
シ

、
｀
゛
ｓ
生
活
難
ノ
極

前
後
ノ
思
慮
ナ
ク

事
茲
二
出
タ
ル
ニ

外
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。

此
場
合
二
於
ケ
ル

応
急
策
ヲ
町
ト
シ

テ
講
ゼ
シ
メ
、
大

正
七
年
八
月
十
四

目
町
会
議
員
各
区

’
長
ヲ
召
集
シ
、
小

　
ｒ
　
府
警
察
署
長

一
い
い

諸
般
事
項
ヲ

ー
協
定
シ
、
之
ヲ
普

Ｊ
ク
町
民
二
徹
底
セ

シ
ム
ル
コ
ト
、
同
時
二
今
後
苛
モ
斯
　
ル
暴
挙
ヲ
再
演
セ
ザ
ル

様
予
防
警
戒
等
怠
タ
ラ
ザ
リ
シ
様
（
以
　
下
略
）
」

と
の
記
録
が
あ
り
、
以
後
の
別
府
町
の
救
済
対
策
が
あ
げ
ら
れ
て
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い
る
。

　
政
府
は
、
事
前
に
暴
利
取
締
例
（
六
年
九
月
）
、
外
米
管
理
例

（
七
年
四
月
）
、
米
騒
動
に
関
す
る
記
事
取
締
通
達
（
八
月
）
を
出

し
、
一
四
・
ヱ
ハ
・
一
七
日
に
新
聞
に
記
事
掲
載
禁
止
令
を
発
令

し
て
す
で
に
版
を
組
ん
で
い
な
い
新
聞
の
発
行
を
押
さ
え
た
。
こ

の
た
め
に
大
分
新
聞
は
米
騒
動
に
関
す
る
記
事
を
発
表
す
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。

　
県
と
し
て
は
、
投
機
・
売
惜
し
み
に
警
告
を
発
し
た
。
大
分
市

で
は
、
米
に
湿
気
を
う
っ
て
膨
ら
ま
せ
た
り
、
升
目
を
誤
魔
化
す

米
屋
が
あ
る
な
ど
噂
も
あ
っ
た
の
で
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
。
次

に
、
内
地
米
保
有
数
量
申
告
令
を
出
し
て
十
石
以
上
の
保
有
米
を

申
告
さ
せ
た
り
、
外
米
を
発
注
し
て
一
升
十
八
銭
な
い
し
は
二
〇

銭
で
売
り
出
し
た
。
ま
た
、
県
は
皇
室
か
ら
下
賜
さ
れ
た
賑
愉
下

賜
金
二
万
五
千
円
（
別
府
町
千
五
百
六
九
円
）
で
米
を
買
い
入
れ

廉
価
販
売
を
し
、
特
に
、
貧
困
者
に
は
一
升
十
三
銭
の
安
売
券
を

一
一
万
枚
発
行
（
別
府
町
九
〇
円
五
〇
銭
）
し
て
救
済
の
手
を
差

し
の
べ
た
。

　
別
府
町
で
は
、
流
川
以
北
・
以
南
・
浜
脇
の
三
方
面
で
救
済
募

金
（
七
千
四
百
八
一
円
五
〇
銭
）
を
行
な
い
、
一
方
町
内
に
米
の

廉
売
所
を
設
け
米
の
大
安
売
り
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
八
月
十
八

日
の
大
分
新
聞
に
よ
る
と
、
寄
付
金
で
白
米
六
七
石
を
一
升
四
四

銭
で
買
い
入
れ
、
三
四
銭
で
売
り
出
す
な
ど
し
て
、
騒
動
の
鎮
静

化
を
は
か
っ
た
。
（
　
）
内
は
事
務
報
告
書
。

　
米
騒
動
以
後
の
米
事
情
に
つ
い
ま
と
め
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
米
騒
動
以
後
、
米
価
は
一
升
四
四
銭
か
ら
四
五
銭
で
横
這
い
に

な
る
が
、
昭
和
五
・
六
年
の
昭
和
恐
慌
で
｝
挙
に
一
八
銭
に
暴
落

し
て
農
村
が
大
恐
慌
と
な
る
。
そ
の
後
、
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋

戦
争
に
か
け
て
、
米
は
統
制
を
受
け
て
供
出
配
給
制
度
・
食
料
管

理
制
度
が
し
か
れ
た
。
戦
後
の
食
糧
難
を
通
り
す
ぎ
て
、
高
度
成

長
を
む
か
え
る
と
、
食
生
活
が
多
様
化
し
て
米
が
余
り
、
減
反
政

策
が
七
〇
年
よ
り
始
ま
っ
た
。
米
は
現
在
三
割
程
度
の
自
給
率
と

な
り
、
他
方
米
の
自
由
化
問
題
が
起
こ
っ
て
国
内
は
大
い
に
揺
れ

て
い
る
。
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