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昭
和
三
十
年
初
頭
の
本
町
経
済
は
、
大
分

県
と
の
関
係
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
ら
れ
な
い

ほ
ど
、
そ
の
影
響
は
強
い
も
の
で
し
た
。
細

川
藩
の
治
世
下
、
し
か
し
経
済
に
関
し
て
は
、

地
理
的
な
影
響
が
大
き
い
の
と
、
大
分
商
人

の
力
量
と
、
そ
れ
ら
を
支
え
た
歴
史
的
な
好

関
係
が
、
よ
り
大
分
よ
り
に
な
る
、
つ
い
近

い
時
代
ま
で
そ
の
様
で
し
た
。

本
町
で
大
分
商
人
の
影
響
を
身
近
に
受
け

た
地
域
が
、
野
尻
靍
町
で
し
た
。

今
で
こ
そ
何
件
か
の
店
が
開
い
て
い
る
も

の
の
、
昭
和
四
十
年
代
ま
で
の
商
店
街
は
、

活
気
溢
れ
る
町
並
み
で
し
た
。
各
商
店
が
そ

れ
ぞ
れ
に
工
夫
さ
れ
、
品
揃
え
も
豊
富
だ
し
、

専
門
店
が
軒
を
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
正
月

を
迎
え
る
買
出
し
が
一
番
の
賑
わ
い
で
あ
り
、

行
列
し
て
買
っ
た
荷
物
を
運
ぶ
た
め
の
牛
馬

が
、
繋
が
れ
て
い
ま
し
た
。
周
辺
の
人
達
に

と
っ
て
こ
の
買
出
し
は
、「
よ
そ
ゆ
き
」
の

感
が
あ
り
、
少
々
の
化
粧
を
し
ま
し
た
し
、

そ
れ
は
一
日
か
か
り
の
年
末
行
事
で
し
た
。

野
尻
靍
町
は
野
尻
手
永
会
所
の
所
在
地
で
、

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
造
成
さ
れ
た
新

町
で
す
。

今
で
も
靍
新
町
と
呼
ば
れ
る
方
が
い
ま
す
。

そ
れ
ま
で
野
尻
の
中
心
地
的
な
役
割
を
し

て
い
た
「
川
上
」
よ
り
広
く
、
水
の
便
も
い

い
こ
の
地
域
に
居
を
構
え
南
北
交
通
の
要
と

し
て
、
発
達
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
町
は
、
町
家
で
あ
り
な
が
ら
ほ
と
ん

ど
の
家
が
馬
家
を
持
っ
て
お
り
、
昔
か
ら
牛

馬
の
飼
養
が
盛
ん
で
あ
り
、
獣
医
師
も
沢
山

そ
だ
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
靍
新
町
に
は
、
医
師
も
代
々
お
り

ま
し
た
。
安
永
四
年
（
一
七
九
二
）
に
五
人

医
師
が
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
幕
末
嘉
永
七
年
長
崎
に
て
種
痘
を
学
び
熊

本
に
伝
え
た
医
師
。
最
近
の
事
で
記
憶
に

残
っ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
、
原

田
先
生
。
沢
山
の
医
師
が
い
ま
し
た
。

大
勢
い
た
子
供
達
。
多
く
の
遊
び
の
中
で

童
歌
も
盛
ん
に
歌
わ
れ
ま
し
た
。
男
女
入
り

混
じ
っ
て
の
遊
び
か
ら
、
男
の
子
女
の
子
と

別
々
の
遊
び
。
こ
の
多
種
多
彩
な
遊
び
に
、

広
き
交
流
の
あ
と
を
見
出
す
事
が
出
来
ま
す
。

伝
播
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
文
化
。
そ
れ
は

大
人
た
ち
よ
り
子
供
達
の
方
が
よ
り
的
確
に

物
事
を
捉
え
、
そ
れ
を
歌
と
か
「
し
ぐ
さ
」

に
し
て
伝
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
賑
や
か
な
軒
を
連
ね
る
靍
町
か
ら
、

そ
の
裏
手
に
水
田
が
広
が
り
、
そ
れ
を
囲
む

か
の
よ
う
に
古
い
屋
敷
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
こ
を
宮
園
と
い
い
ま
す
。
春
に
な
る
と
、

家
の
前
の
水
田
に
は
レ
ン
ゲ
の
花
が
咲
き
、

本
当
に
沢
山
の
歌
を
う
た
い
無
邪
気
に
遊
び

ま
し
た
。

こ
の
地
域
何
処
の
家
か
ら
も
見
え
る
、
前

面
に
広
が
る
山
々
は
す
で
に
宮
崎
県
に
な
り

ま
す
。
熊
本
・
大
分
・
宮
崎
の
三
境
に
広
が

り
、
文
化
的
に
も
多
様
性
に
富
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
中
で
子
供
の
こ
ろ
遊
ん
だ
遊
び
唄
の

な
か
に
、
こ
の
地
域
で
し
か
聞
け
な
い
唄
が

あ
り
ま
す
。
も
う
五
十
歳
を
過
ぎ
た
人
達
し

か
歌
え
な
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
、
童
謡
に
も

似
た
多
く
の
唄
。

時
代
背
景
を
描
写
し
た
も
の
。
歌
詞
を
書

き
と
ど
め
る
と
意
味
不
明
と
な
る
も
の
。
そ

れ
ら
は
歌
い
継
が
れ
た
長
い
歴
史
と
、
そ
の

発
祥
を
大
分
県
或
い
は
宮
崎
県
か
、
も
っ
と

遠
い
所
で
生
ま
れ
方
言
も
入
り
混
じ
り
、
そ

し
て
伝
わ
り
、
歌
い
継
が
れ
て
き
た
あ
か
し

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

靍
町
あ
る
い
は
津
留
町
と
標
記
す
る
こ
の

町
。
秋
の
大
祭
の
頃
出
か
け
る
と
、「
お
か
り

や
」
付
近
は
車
の
通
行
も
ま
ま
な
ら
ぬ
ほ
ど

の
賑
わ
い
で
し
た
。
市
が
並
び
子
供
た
ち
が

鳴
ら
す
笛
の
音
が
祭
り
に
来
た
事
を
知
ら
せ

て
、
獅
子
舞
そ
し
て
招
待
さ
れ
た
神
楽
が
舞

う
。
二
日
を
有
し
た
お
祭
り
で
し
た
。
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