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グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
風

　

宮
崎
県
日
南
市
の
飫お

び肥
は
古
い
武
家

町
の
残
る
観
光
地
と
し
て
有
名
だ
が
、

今
回
は
同
じ
日
南
市
で
も
油
あ
ぶ
ら

津つ

を
中
心

に
紹
介
し
た
い
。

　

油
津
と
飫
肥
の
間
は
７
㎞
し
か
離
れ

て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い

に
気
風
は
正
反
対
と
思
い
込
ん
で
い
る

お
も
し
ろ
い
エ
リ
ア
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
飫
肥
は
飫
肥
杉
の
産
地
だ
し
、

油
津
は
切
り
出
さ
れ
た
杉
が
酒さ
か
た
に
が
わ

谷
川
・

広ひ
ろ
と
が
わ

渡
川
を
下
り
積
み
出
さ
れ
瀬
戸
内
な

ど
に
つ
な
が
る
港
ま
ち
。
山
の
都
（
政

治
の
中
心
）
と
海
の
都
（
経
済
の
中
心
）
で
は

気
風
が
違
う
と
い
う
わ
け
だ
。

　
『
油
津
の
町
並
み
と
堀
川
運
河
』
と

い
う
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
は
１
９
１
９
年

（
大
正
8
）
に
書
か
れ
た
「
油
津
人
。
飫

肥
人
。」
と
い
う
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。「
山
幸
は
飫
肥
人
の
得
意
で
、
海

幸
は
油
津
人
の
得
意
。
…
飫
が
自
分
に

似
せ
て
穴
を
掘
る
蟹
な
ら
ば
、
油
は
流
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れ
次
第
に
遊
ん
で
い
る
烏
賊
だ
ら
う
。

⋮
彼
は
武
士
気
質
と
杣
気
質
の
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
で
、
是
は
商
人
風
と
漁
夫
風
が
五

分
五
分
で
あ
る
⋮
」
と
い
っ
た
具
合
で
、

風
土
に
基
づ
く
心
根
の
対
比
を
２
０
０

８
年
（
平
成
20
）
に
つ
く
ら
れ
た
行
政
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
に
載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が

興
味
深
い
。

　

水
や
土
地
の
環
境
は
、
こ
う
し
た

「
在
地
人
」
が
守
る
た
め
、
地
理
的
に

は
近
く
て
も
気
風
が
変
わ
る
の
は
よ
く

わ
か
る
。
た
だ
し
全
国
を
見
る
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
観
光
を
て
こ
に
、
移
動

者
に
よ
る
異
文
化
を
在
地
文
化
に
掛
け

合
わ
せ
て
、
魅
力
を
つ
く
ろ
う
と
い
う

風
が
吹
い
て
い
る
の
も
事
実
。
油
津
は

異
文
化
と
ど
う
対
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

在
地
文
化
の
象
徴

港
ま
ち「
油
津
」

　

今
回
油
津
の
ま
ち
な
か
、
そ
し
て
飫

肥
の
山
林
を
ご
案
内
い
た
だ
い
た
の
が

日
南
市
教
育
委
員
会
の
岡
本
武
憲
さ
ん

だ
。
日
南
の
生
き
字
引
の
よ
う
な
方
で

油
津
、
飫
肥
杉
の
歴
史
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
た
。

　

油
津
に
は
記
憶
に
残
る
運
河
が
あ
る
。

堀
川
運
河
だ
。
１
６
８
６
年
（
貞
享
3
）

に
飫
肥
藩
（
藩
主
は
伊
東
氏
）
に
よ
り
つ
く

ら
れ
た
。
酒
谷
川
と
広
渡
川
の
上
流
か

ら
筏
流
し
で
運
ば
れ
て
き
た
飫
肥
杉
や

松
、
楠
な
ど
の
山
林
資
源
を
、
河
口
の

岬
を
回
り
込
み
油
津
港
に
運
び
入
れ
る

の
で
は
な
く
、
岬
の
手
前
の
右
岸
か
ら

油
津
の
ま
ち
な
か
を
開
削
し
て
、
港
に

直
結
で
き
る
よ
う
に
し
た
運
河
だ
。

　

そ
こ
ま
で
し
て
大
事
に
運
ん
だ
飫
肥

杉
は
、
藩
の
有
力
な
輸
出
品
だ
っ
た
。

こ
の
地
域
は
高
温
多
湿
の
た
め
杉
の
育

ち
が
早
く
、
油
分
も
多
く
軟
ら
か
い
。

ぶ
つ
か
っ
て
も
割
れ
な
い
の
で
船
材
に

適
し
「
日ひ
ゅ
う
が
べ
ん
こ
う

向
弁
甲
」
と
呼
ば
れ
た
。
弁

甲
材
と
は
寝
か
し
た
丸
太
材
の
上
下
を

削
っ
て
横
に
積
め
る
よ
う
に
し
た
も
の

で
、
こ
れ
を
瀬
戸
内
の
船
大
工
向
け
に

運
ん
で
い
た
。

　

堀
川
運
河
は
こ
の
飫
肥
杉
を
油
津
港

に
運
ぶ
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、

運
河
周
辺
に
は
藩
の
船
庫
が
建
ち
、
土ど

場ば

と
呼
ば
れ
た
貯
木
場
が
広
が
っ
て
い

た
。
ま
た
、
漁
師
に
と
っ
て
は
堀
川
が

避
難
港
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　

こ
の
た
め
、
貯
木
場
と
廻
船
問
屋
な

ど
か
ら
な
る
活
気
あ
る
港
が
広
が
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
油
津
繁
栄
の
象
徴
が

堀
川
運
河
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。

　

ま
ち
な
か
に
は
今
で
も
赤
レ
ン
ガ
倉

庫
や
杉
村
本
店
と
い
っ
た
大
正
か
ら
昭

和
に
か
け
て
の
建
物
が
保
全
さ
れ
、
往

時
の
文
化
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

油
津
と
飫
肥
。
二
つ
の
気
質
の
対
比

は
、
飫
肥
杉
の
保
全
・
生
産
・
取
引
と

い
う
共
通
の
文
化
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

余
談
な
が
ら
、
油
津
は
昭
和
初
期
に

海
か
ら
思
わ
ぬ
ボ
ー
ナ
ス
を
受
け
取
る
。

１
９
２
９
年
（
昭
和
4
）
ご
ろ
か
ら
１
９

４
１
年
（
昭
和
16
）
の
12
年
間
に
ク
ロ
マ

1創業明治25年という老
舗・杉村本店。店舗部分
は昭和７年築、左奥の煉
瓦蔵は大正９年築 2山か
ら切り出されて出荷を待つ
「飫肥杉」 3日南市教育
委員会生涯学習課の岡
本武憲さん。この地の歴
史と文化に精通している

2

3

1
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グ
ロ
の
漁
獲
量
が
激
増
し
た
の
だ
。
こ

の
こ
ろ
の
油
津
は
「
東
洋
一
の
マ
グ
ロ

漁
港
」
と
言
わ
れ
、
油
津
の
価
格
が
全

国
の
マ
グ
ロ
相
場
を
決
め
た
と
い
う
。

商
店
街
は

再
生
し
た
の
か
？

　

港
ま
ち
と
し
て
歴
史
あ
る
油
津
だ
が
、

現
在
は
ま
ち
づ
く
り
関
係
者
の
間
で
有

名
だ
。「
外
か
ら
や
っ
て
き
た
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
が
、
猫
も
歩
か
な
い
と
言
わ
れ

た
商
店
街
を
再
生
し
た
」
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
は
二
期
目
の
若
い
日
南
市
長
が

当
選
し
た
と
き
に
民
間
人
を
登
用
。
現

地
居
住
の
条
件
と
20
店
舗
誘
致
を
ミ
ッ

シ
ョ
ン
に
福
岡
か
ら
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ
ク

ス
サ
ポ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
募
集
し

任
せ
た
。
そ
れ
が
成
功
し
油
津
は
賑
わ

っ
て
い
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　

ヨ
ソ
者
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

す
と
い
う
私
も
好
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
だ

が
、
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か
？ 

な
ぜ
な

ら
日
南
市
の
人
口
は
約
５
万
１
０
０
０

人
、
そ
の
う
ち
油
津
地
区
、
飫
肥
地
区

の
人
口
は
と
も
に
５
０
０
０
人
強
だ
。

５
０
０
０
人
と
は
小
型
ス
ー
パ
ー
が
や

っ
て
い
け
る
程
度
の
商
圏
人
口
で
あ
り
、

商
店
街
が
よ
み
が
え
る
規
模
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
実
際
の
推
移
を
日
南
市
産

業
経
済
部
商
工
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
課

の
阪
元
稔と
し
ふ
み史

さ
ん
に
う
か
が
っ
た
。

　

油
津
商
店
街
は
１
９
６
５
年
（
昭
和

40
）
ご
ろ
に
は
宮
崎
県
南
最
大
の
商
店

街
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
シ
ャ
ッ
タ
ー

街
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ

ク
ス
サ
ポ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
下
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
始
め
、
１
年

目
に
株
式
会
社
油
津
応
援
団
を
設
立
し

た
。
そ
し
て
地
元
の
人
々
の
記
憶
に
残

る
喫
茶
店
「
麦
藁
帽
子
」
の
空
き
店
舗

を
「
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ 

Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｆ

Ｅ
Ｅ
」
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。
次
に

「
二
代
目 

湯
浅
豆
腐
店
」
が
オ
ー
プ
ン

す
る
。
３
年
目
に
は
空
き
店
舗
を
減
築

し
て
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
、
会
議
室
、

飲
食
施
設
が
複
合
し
た
多
世
代
交
流
モ

ー
ル
「
油
津
Y
o
t
t
e
n
」
が
つ

く
ら
れ
た
。
ヨ
ソ
者
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
居
場
所
づ
く
り
と
い
う
元
気
づ
く

り
の
三
要
素
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
飫
肥
杉
工
芸
品
を

世
界
に
販
売
す
る
た
め
の
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
活
用
や
、
潜
在
的
労
働

力
を
掘
り
起
こ
す
20
万
円
ワ
ー
カ
ー
育

成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
、
ま
ち
の
課
題

解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
民
間
企
業

と
協
働
し
て
進
め
て
き
た
点
だ
。
「
日

本
一
組
み
や
す
い
自
治
体
」
と
い
う
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
、
結
果
と
し
て
空
き

店
舗
へ
の
Ｉ
Ｔ
企
業
の
誘
致
に
つ
な
が

り
、
若
者
の
雇
用
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
れ
ら
企
業
が
、
地
元
と
い
う
よ
り

は
地
域
の
外
、
も
っ
と
言
え
ば
世
界
を

相
手
に
し
た
企
業
な
の
は
興
味
深
い
。

「
個
店
が
が
ん
ば
る
」の

新
し
い
意
味

　

油
津
商
店
街
の
別
の
場
所
で
豆
腐
販

売
店
を
営
ん
で
い
た
が
、
２
０
１
４
年

の
年
末
に
移
転
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ

ー
プ
ン
し
た
「
二
代
目 

湯
浅
豆
腐
店
」

は
勇
気
が
あ
っ
た
と
思
う
。
移
転
後
は

豆
腐
の
販
売
に
加
え
て
、
豆
腐
プ
リ
ン
、

麻
婆
豆
腐
丼
な
ど
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ

ー
の
食
事
も
提
供
し
て
い
る
。
湯
浅
俊

一
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　

お
い
し
い
水
と
国
産
大
豆
に
こ
だ
わ

り
、
よ
い
水
が
出
る
大お
お
ど
う堂

津つ

に
工
場
を

構
え
て
い
る
湯
浅
さ
ん
は
、
商
品
開
発

に
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
。
そ
の
過
程
で
、

最
初
は
利
益
第
一
に
考
え
て
い
た
が
、

お
客
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
て
初
め
て
利

益
が
つ
い
て
く
る
と
気
が
つ
い
た
と
い

う
。
そ
の
結
果
か
、
お
客
さ
ん
は
地
元

よ
り
も
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
都
城
市
や
宮

崎
市
か
ら
来
る
と
言
う
。
こ
の
豆
腐
の

商
圏
の
広
が
り
は
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
て

き
た
証
だ
ろ
う
。

　

Ｉ
Ｔ
企
業
の
若
い
従
業
員
も
増
え
た

現
在
、
湯
浅
さ
ん
は
若
い
人
が
気
軽
に

集
ま
る
店
に
し
た
い
と
言
う
。

　

こ
の
30
年
、
国
の
中
心
市
街
地
活
性

化
政
策
が
進
め
ら
れ
、
商
店
街
を
守
る

た
め
に
個
店
が
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
と

言
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
ど
ん
ど
ん

4油津商店街の再生に向けて誕生した、多世代交流のためのスペース「油津
Yotten（よってん）」 5かつての喫茶店を復刻オープンした「ABURATSU 
COFFEE」 6油津商店街の取り組みについて語る日南市産業経済部商工・マ
ーケティング課の阪元稔史さん 78商店街の別の場所から「ABURATSU 
COFFEE」の並びに移転した「二代目 湯浅豆腐店」と店主の湯浅俊一さん

堀川運河そばの広渡川右岸に残る
石積み護岸。油津の中心街を守る
ためにつくられたと思われる

4

56

78
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「
商
店
街
」
は
つ
ぶ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
当
然
で
、
人
々
は
車
で
広
範
囲
に
移

動
し
て
購
買
す
る
消
費
ス
タ
イ
ル
に
変

化
し
て
き
た
か
ら
だ
。

　

湯
浅
さ
ん
が
語
る
「
自
分
で
集
客
す

る
強
い
意
志
を
も
た
な
い
と
ど
こ
へ
行

っ
て
も
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う

商
品
開
発
の
試
行
錯
誤
は
、
個
店
の
当

た
り
前
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
湯
浅
さ
ん
が
こ
の
商
店
街
を

「
自
分
が
が
ん
ば
る
若
者
の
た
め
の
価

値
が
あ
る
ま
ち
」
と
考
え
て
い
る
こ
と

自
体
が
、
油
津
商
店
街
の
性
格
の
変
化

を
示
し
て
い
る
。

　

結
局
、
日
南
市
と
油
津
商
店
街
の
試

み
は
、
来
街
者
が
増
え
る
昔
の
商
店
街

復
活
で
は
な
く
、
規
模
を
小
さ
く
し
て

機
能
も
新
た
に
し
た
共
同
体
を
つ
く
っ

た
こ
と
だ
と
言
え
る
。
地
元
の
人
か
ら

「
公
民
館
の
よ
う
だ
」
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
商
店
街
が
違
う
形
で
よ
み
が
え
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

油
津
港
に
や
っ
て
き
た

外
国
ク
ル
ー
ズ
船

　

商
店
街
を
歩
い
て
い
た
３
月
26
日
。

平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ち
ら
ほ
ら
と

外
国
人
観
光
客
が
目
に
つ
い
た
。
そ
の

理
由
は
港
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
、
外
国
ク
ル
ー
ズ
船
「
ア
ル

バ
ト
ロ
ス
号
」
が
寄
港
し
て
い
た
の
だ
。

こ
の
船
は
、
台
湾
の
基
隆
、
那
覇
、
上

海
、
済
州
島
、
釜
山
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

ク
、
横
浜
、
名
古
屋
、
大
阪
、
油
津
、

石
垣
、
香
港
と
ク
ル
ー
ズ
す
る
合
計
６

８
４
人
の
船
客
が
乗
る
中
規
模
の
豪
華

客
船
だ
。

　

日
南
市
・
宮
崎
県
で
は
こ
の
よ
う
な

ク
ル
ー
ズ
船
寄
港
を
目
的
に
、
積
極
的

に
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

実
際
に
油
津
港
の
先
端
の
埠
頭
を
目

指
す
と
、
地
元
製
紙
企
業
の
パ
ル
プ
チ
ッ

プ
の
山
が
目
に
入
り
、
そ
の
先
に
停
泊

す
る
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
号
が
見
え
て
く
る
。

　

い
や
ぁ
、
大
き
い
。

　

11
時
に
入
港
し
た
船
客
は
す
で
に
シ

ャ
ト
ル
バ
ス
で
油
津
、
飫
肥
、
鵜う

ど戸
神

宮
な
ど
に
出
発
し
た
後
だ
っ
た
。

　

ク
ル
ー
ズ
船
寄
港
の
経
済
効
果
は
飲

食
消
費
中
心
で
受
け
入
れ
都
市
ご
と
に

異
な
る
が
、
飫
肥
・
油
津
と
い
う
山
と

海
の
都
市
が
訪
問
客
に
与
え
る
文
化
的

効
果
は
大
き
い
も
の
だ
ろ
う
。

異
文
化
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
行
方

　

水
の
文
化
に
目
を
配
る
と
在
地
の
自

然
・
文
化
遺
産
に
目
が
留
ま
る
。
多
く

は
江
戸
時
代
以
降
の
人
口
増
加
期
に
形

成
さ
れ
た
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
、

油
津
・
飫
肥
は
、
い
わ
ば
「
飫
肥
杉
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
だ
。
運
河
、
閘
門
、

ま
ち
の
背
後
を
水
害
か
ら
守
る
石
堰
堤
、

豪
商
や
病
院
と
い
っ
た
往
時
の
文
化
景

観
の
保
全
は
非
常
に
重
要
だ
。

　

と
は
い
え
現
在
、
ま
ち
と
か
か
わ
る

人
々
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
商
店
街
を

変
え
た
の
も
国
内
外
あ
る
い
は
世
代
を

ま
た
い
だ
異
文
化
人
で
、
資
金
集
め
に

は
世
界
を
つ
な
ぐ
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ

ィ
ン
グ
も
一
役
買
っ
て
い
る
。
ク
ル
ー

ズ
船
も
や
っ
て
く
る
。
油
津
商
店
街
は

地
元
と
異
文
化
人
が
助
け
合
い
つ
つ
価

値
を
生
む
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
つ
く

ろ
う
と
し
た
と
言
え
る
し
、
行
政
も
そ

れ
を
狙
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

な
ら
ば
、
こ
の
異
文
化
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
を
在
地
の
山
文
化
の
人
々
は
ど

う
受
け
止
め
る
か
？ 

な
に
せ
飫
肥
杉

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
人
々
は
１
０
０

年
単
位
で
山
を
守
る
思
考
法
の
も
と
に

行
動
す
る
う
え
、
現
に
今
も
丸
太
生
産

で
宮
崎
県
は
日
本
一
な
の
で
あ
る
。
在

地
文
化
と
異
文
化
の
間
で
文
化
的
な
摩

擦
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
。
摩
擦

が
革
新
を
生
む
か
、
社
会
の
分
断
を
生

む
か
、
そ
れ
と
も
両
方
か
。

　

在
地
文
化
と
異
文
化
の
歩
み
寄
り
は

日
南
市
の
み
な
ら
ず
、
水
文
化
、
ひ
い

て
は
地
球
全
体
の
課
題
だ
と
私
に
は
思

え
る
。

（
２
０
１
９
年
３
月
25
～
27
日
取
材
）

日南二都の文化プラットフォームと異文化の風
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〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

文
化
の
ま
な
ざ
し
を
導
入
す
る
と

新
た
な
価
値
が
生
ま
れ
る
が
、
伝

統
あ
る
在
地
文
化
と
の
折
り
合
い

の
つ
け
方
は
場
所
に
よ
り
異
な
る
。
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