
　

瀬
戸
内
海
に
面
し
た
八
幡
浜
市
磯
崎
、
こ
こ

は
幕
末
期
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
弟
子
と
な
り
活
躍

し
た
蘭
学
医
二
宮
敬
作
の
生
誕
地
で
あ
る
。
こ

の
集
落
の
中
に
、
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
お
屋

敷
が
存
在
す
る
。
も
う
何
年
も
前
、
こ
こ
を
初

め
て
訪
れ
た
際
、
独
特
な
長
い
塀
に
囲
ま
れ
た

そ
の
存
在
感
に

目
を
見
張
っ
た

事
を
思
い
出

す
。
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
よ
う
な
グ

レ
ー
の
色
合
い

だ
が
、
形
は
煉

瓦
サ
イ
ズ
。
で

も
赤
煉
瓦
で
は

な
く
、
愛
媛

で
は
た
ま
に
し
か
目
に
し
な
い
素
材
で
出
来
て

い
る
。
そ
の
違
和
感
が
と
て
も
気
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
何
か
物
語
が
あ
り
そ
う
だ
、
ウ
ォ
ッ

チ
ャ
ー
と
し
て
の
直
観
が
う
ず
く
。

　

ご
縁
を
得
て
調
べ
る
と
、
や
は
り
な
か
な
か

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
潜
ん
で
い
た
。
現
在
こ
の
建

物
は
大
塚
家
と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ

て
こ
れ
を
建
て
た
の
が
上
田
孫
市
と
い
う
立
志

伝
中
の
人
物
だ
と
い
う
事
に
た
ど
り
着
く
。
果

た
し
て
彼
は
ど
う
い
う
時
代
を
生
き
、
何
を
し

て
こ
れ
だ
け
の
住
居
を
建
て
る
に
至
っ
た
の

か
。
そ
の
ル
ー
ツ

を
た
ど
る
為
に

は
、
山
口
県
宇
部

市
に
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

　

周
防
灘
に
面
し
た
山
口
県
の
宇
部
は
、
伊
予

灘
に
面
し
た
八
幡
浜
磯
崎
か
ら
、
海
上
だ
と
西

北
西
に
直
線
距
離
で
約
１
１
０
ｋ
ｍ
余
り
。
沖

ノ
山
炭
鉱
な
ど
海
底
炭
田
の
開
発
を
基
に
発
展

し
た
産
業
都
市
。
明
治
18
年
生
ま
れ
の
孫
市

は
、
長
じ
て
父
杢
次
郎
の
坑
木
業
を
手
伝
う
よ

う
に
な
り
、
渡
っ
た
時
期
は
不
明
だ
が
や
が
て

宇
部
の
材
木
商
と
し
て
自
立
す
る
。
家
督
を
継

い
だ
同
43
年
に
は
渡
邊
祐す

け
さ
く策
の
経
営
す
る
沖
ノ

山
炭
鉱
や
神
原
炭
鉱
の
指
定
商
人
と
し
て
坑
木

販
売
を
開
始
し
て
い
る
。
因
み
に
坑
木
と
は
、

明
治
期
の
佐
田
岬
半
島
で
は
多
く
の
銅
鉱
山
が

開
発
さ
れ
て
い
た
が
、
宇
部
で
は
炭
鉱
地
帯
、

そ
う
し
た
坑
道
を
維
持
す
る
た
め
の
坑
木
需
要

が
あ
っ
て
の
事
で
あ
る
。
一
方
渡
邊
祐
策
は
明

治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
大
実
業
家

で
、
宇
部
発
展
の
礎
を
築
い
た
事
で
今
も
敬
愛

さ
れ
る
。
炭
鉱
や
セ
メ
ン
ト
製
造
、
窒
素
な
ど

氏
の
経
営
す
る
４
社
が
合
併
し
た
の
が
後
の
宇

部
興
産
で
あ
る
。
何
よ
り
孫
市
が
経
営
力
を
発

揮
出
来
た
の
は
、
こ
の
人
物
の
知
遇
を
得
た
事

が
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
、
地
歩
を

固
め
た
頃
の
大
正
10
年
、
孫
市
は
宇
部
村
議
会

に
立
候
補
し
、
ヨ
ソ
者
な
が
ら
見
事
に
ト
ッ
プ鉱滓煉瓦の塀

旧上田孫市邸（現大塚家）

上田孫市

凝った庭の様子

愛媛には見られない神棚の意匠

202019.4



当
選
を
果
た

し
て
い
る
。

そ
の
数
か

月
後
に
宇

部
村
は
い

き
な
り
宇
部

市
に
市
制
移

行
を
果
た

し
、
初
代
の

議
会
議
長
が

渡
邊
翁
だ
っ

た
り
も
す
る

訳
だ
が
、
当

時
の
宇
部
は

最
も
繁
栄
期

に
入
っ
て
い

た
と
思
わ
れ

る
。

　

孫
市
の
か

の
地
で
の

活
躍
は
様
々

に
。
ま
ず
旧
領
主
福
原
家
（
長
州
藩
家
老
）
の

築
造
し
た
常
盤
池
の
畔
に
料
亭
ひ
さ
ご
亭
を
建

て
（
同
６
年
）
人
気
を
集
め
る
。
同
８
年
に

は
宇
部
商
工
会
が
設
立
さ
れ
、
彼
は
副
会
長
と

な
る
。
翌
年
に
は
日
本
赤
十
字
社
山
口
支
部
の

病
院
建
設
に
千
円
の
寄
付
。
や
が
て
数
万
円
の

工
費
を
投
入
し
て
常
盤
池
の
遊
園
地
経
営
を
企

図
し
「
常
盤
遊
園
開
発
組
合
」
を
発
足
さ
せ
る

（
同
10
年
）。錦
橋
の
架
設
を
発
起
し
千
円
の
寄

付
（
同
11
年
）。更
に
翌
年
、
県
立
宇
部
工
業
学

校
の
設
置
に
際
し
て
も
私
財
一
万
円
を
寄
付
な

ど
な
ど
。

　

し
か
し
、
上
げ
潮
ば
か
り
の
人
生
で
も
無

か
っ
た
よ
う
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
不
況

で
材
木
需
要

が
低
迷
、

財
産
整
理

を
す
る
事
と

な
り
、
常
盤

池
池
畔
の
所

有
地
を
渡
邊

翁
に
相
談
し

売
却
。
そ
れ

が
や
が
て
現

在
の
市
民
公

園
と
し
て
愛

さ
れ
て
い
る

常
盤
公
園
に

な
っ
て
ゆ
く
。

近
年
ま
で
宇

部
で
の
旧
上

田
邸
が
村
上

医
院
と
し
て

残
っ
て
い
た
が
、数
年
前
に
解
体
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
八
幡
浜
市
磯
崎
に
残
る
旧
上
田
邸
で

あ
る
。
あ
の
独
特
な
灰
色
の
家
敷
塀
は
、
や
は

り
ル
ー
ツ
が
宇
部
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

石
炭
や
石
灰
岩
の
多
い
宇
部
界
隈
、
あ
る
い
は

北
九
州
エ
リ
ア
で
は
一
般
的
に
よ
く
見
ら
れ
る

素
材
で
、
ビ
ル
や
住
宅
の
塀
な
ど
に
よ
く
使
わ

れ
、
当
た
り
前
の
光
景
と
し
て
町
中
に
存
在
す

る
。
例
え
ば
八
幡
製
鉄
な
ど
で
は
製
錬
時
に
大

量
の
ス
ラ
グ
（
鍰
・
カ
ラ
ミ
）
が
生
産
さ
れ
、

そ
の
廃
物
利
用
と
し
て
鉱
滓
煉
瓦
が
再
生
産

さ
れ
た
。
副
産
物
と
し
て
の
産
業
遺
産
で
も
あ

る
。
室
内
の
神
棚
の
異
形
や
、
仏
壇
の
欄
間
に

見
ら
れ
る
絹
張
襖
絵
仕
立
て
の
部
分
な
ど
、
明

ら
か
に
あ
ち
ら
の
文
化
が
磯
崎
に
出
現
し
て
い

る
の
だ
。
孫
市
は
昭
和
14
年
３
月
１
日
、
郷
里

で
55
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
る
が
、
今
年
は
氏
の

没
後
80
年
に
当
た
る
。
故
郷
が
輩
出
し
た
偉
人

二
宮
敬
作
と
併
せ
て
、
時
代
は
違
う
も
の
の
そ

の
事
績
に
光
が
当
た
っ
て
欲
し
い
と
願
う
。

平成28年7月、宇部、兵頭喜美枝氏宅にて
 （当時上田木材に勤務していた方の住居）

渡辺翁記念会館（国重要文化財）
昭和12年築、設計村野藤吾

仏壇上の欄間、羽衣の絵（磯崎のものと酷似）

磯崎に建つ二宮敬作翁銅像

沖ノ山炭鉱船着き場の坑木置き場
（大正15年宇部市写真帳より）
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