
大
分
市
に
点
在
す
る
建
物

そ
の
歴
史
的
価
値
と
は

近
代
建
築
遺
産
を
探
索

INTERVIEW

西
洋
建
築
の
影
響
を
受
け
た
建
物
や
、
今
も
人
々
の
道
し
る
べ
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
建
物
を
紹
介
し
ま
す
。
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原
八
幡
宮
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八
幡
造
り
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立
美
術
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Ｍ
）

公益社団法人　大分県建築士会

（日本文理大学工学部  建築学科  教授）
会長　井上　正文さん

　大
分
市
は
、建
築
物
を
見
て
回
る
に

は
と
て
も
良
い
場
所
で
す
。赤
レ
ン
ガ

館
や
後
藤
家
住
宅
な
ど
の
１
０
０
年

以
上
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
か
ら
、大

分
県
立
美
術
館（
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
）に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
建
物
も
あ
り
、

全
国
か
ら
注
目
を
集
め
る
魅
力
的
な

建
物
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　文
化
財
の
側
面
で
い
え
ば
、上
八
幡

に
あ
る
柞
原
八
幡
宮
も
国
の
重
要
文

化
財
。宇
佐
市
に
あ
る
宇
佐
神
宮
の
本

殿
と
ほ
ぼ
同
じ
造
り
の
八
幡
造
り
で
、

棟
が
２
つ
寄
り
添
っ
て
建
て
ら
れ
た

全
国
的
に
み
て
も
大
変
貴
重
な
建
物

で
す
。

は
ち
ま
ん

ば
ん

き
し
ょ
う

　ま
た
、帆
足
本
家
の
あ
る
戸
次
本
町

で
は
、江
戸
時
代
末
期
か
ら
戦
前
に
か

け
て
繁
栄
し
た
頃
の
歴
史
的
な
街
並

み
や
地
区
固
有
の
伝
統
的
な
文
化
を

生
か
し
て
、ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　大
分
市
に
は
、あ
る
特
定
の
時
代
の

建
物
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の

建
物
が
各
所
に
残
っ
て
い
て
、
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
な
ん
で
す
ね
。さ

ら
に
、
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
な
ど
を
設
計
し

プ
リ
ツ
カ
ー
賞
の
受
賞
が
決
ま
っ
た

磯
崎
新
さ
ん
や
、同
賞
を
受
賞
し
Ｏ
Ｐ

Ａ
Ｍ
を
設
計
し
た
坂
茂
さ
ん
、今
年
行

わ
れ
る
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

２
０
１
９ 

ＴＭ

日
本
大
会
の
試
合
会
場

と
な
っ
て
い
る
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園

総
合
競
技
場
を
設
計
し
た
黒
川
紀
章

さ
ん
な
ど
、世
界
に
名
だ
た
る
建
築
家

が
設
計
し
た
素
晴
ら
し
い
建
物
が
点

在
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
大
分
市
が
持

つ
大
き
な
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。建
物

と
い
う
の
は
、
価
値
が
あ
る
か
ら
こ
そ

残
っ
て
い
き
ま
す
。市
内
に
あ
る
歴
史

的
な
価
値
の
あ
る
建
築
物
を
通
し
て
、

郷
土
愛
が
芽
生
え
て
く
れ
れ
ば
い
い

な
と
思
い
ま
す
。

大分市の歴史的建築物を巡るなら

おおいた文化遺産
市内探索マップ
　市内の文化遺産を７つのテーマに沿って掲載したガイドブック

です。今回紹介した建築物のほか、大分の文化や歴史などを知るこ

とができる一冊です。文化財課（第２庁舎６階）、南蛮ＢＶＮGO 交

流館（顕徳町三丁目）で入手できます。

和と洋を組み合わせた
屋根も特徴

　明
治
13（
１
８
８
０
）年
に
ア
メ
リ
カ
人
宣
教

師
、キ
ャ
ラ
ハ
ン
の
指
導
に
よ
り
、中
津
市
に
建
設

さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
式
の
住
宅
で
す
。平
成
５（
１
９

９
３
）年
に
、現
在
の
日
本
文
理
大
学
構
内
に
移

築
さ
れ
ま
し
た
。建
物
は
、木
造
瓦
葺
寄
棟
の
２

階
建
て
で
、屋
根
に
は
れ
ん
が
造
り
の
煙
突
が
３

本
備
わ
っ
て
い
ま
す
。緑
色
の
よ
ろ
い
戸
や
角
の

２
面
に
設
け
ら
れ
た
格
子
窓
が
洋
風
の
雰
囲
気

を
醸
し
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ラ
ハン
邸

日
本
の
大
工
が
建
設
し
た
洋
風
住
宅

　関
埼
灯
台
は
、愛
媛
県
の
佐
田
岬
灯
台
と
向
か
い

合
う
形
で
、明
治
34（
１
９
０
１
）年
に
設
置
、点
灯
さ

れ
た
大
分
県
最
古
の
灯
台
。建
物
は
鉄
造
で
、灯
台
特

有
の
白
塗
り
の
外
観
は
、青
空
と
海
に
よ
く
映
え
ま

す
。平
成
21（
２
０
０
９
）年
に
は
光
源
が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

さ
れ
ま
し
た
。潮
の
流
れ
が
早
い
豊
後
水
道
を
航
海

す
る
船
乗
り
た
ち
の
道
し
る
べ
と
し
て
、今
も
光
を

と
も
し
続
け
て
い
ま
す
。

関
埼
灯
台

１
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ

豊
後
水
道
を
眺
め
る
灯
台

レトロな雰囲気の
風向計

　旧
大
分
県
農
工
銀
行
と
し
て
、昭
和
７（
１
９
３
２
）年

に
建
て
ら
れ
た
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
て
の
建

物
で
す
。設
計
は
、大
阪
を
拠
点
に
活
躍
し
た
建
築
家
、国

枝
博
。柔
ら
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
た
外
観
に
は
、直
線
の

切
り
込
み
や
洋
風
の
華
や
か
な
幾
何
学
模
様
が
随
所
に

散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ア
メ
リ
カ
ン
ス
タ
イ
ル
の

ア
ー
ル
デ
コ
様
式
の
建
物
は
現
存
す
る
も
の
が
少
な
く
、

大
変
希
少
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

み
ず
ほ
銀
行
大
分
支
店

直
線
と
幾
何
学
模
様
が
特
徴

希
少
な
ア
ー
ル
デ
コ
様
式
の
建
物

花を模したレリーフ
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