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日
本
の
石
橋
を
守
る
会
主
催

「
肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
講
座
」実
習
橋

城
原
岩
立
橋（
仮
称
）

種
山
石
工
の
技
術
を
次
世
代
に

　

新
し
い
め
が
ね
橋
が
２
０
１
１
年
12
月
、

熊
本
県
上
益
城
郡
山
都
町
城
原
字
岩
立
の

緑
地
広
場
内
に
架
か
っ
た
。肥
後
種
山
石
工

技
術
継
承
講
座
（
日
本
の
石
橋
を
守
る
会
主

催
）
の
受
講
者
た
ち
が
、
実
習
の
た
め
に
架

設
し
た
輪
石
と
縁
石
だ
け
の
ア
ー
チ
橋
だ
。

径
間
４
㍍
、
橋
幅
１
・
８
㍍
、
石
材
は
主
に

山
鹿
市
産
の
溶
結
凝
灰
岩
「
鍋
田
石
」
が
使

用
さ
れ
て
い
る
。

　

講
座
は
石
造
ア
ー
チ
橋
の
構
築
・
修
復

技
術
者
の
育
成
を
図
る
目
的
で
開
催
さ
れ

た
。応
募
者
の
中
か
ら
６
人
の
受
講
者
が
選

ば
れ
、
開
講
式
が
行
わ
れ
た
２
０
１
１
年
８

月
20
日
か
ら
12
回
の
講
座
が
開
か
れ
、
12
月

10
日
に
閉
講
式
が
行
わ
れ
た
。

　

開
講
式
に
は
、
上
益
城
地
域
振
興
局
局
長

や
熊
本
県
教
育
庁
文
化
課
課
長
な
ど
の
来

賓
、
受
講
者
と
関
係
者
約
60
人
が
出
席
。甲

斐
利
幸
・
本
会
会
長
が
「
石
橋
や
石
橋
の
あ

る
景
観
を
大
切
に
し
て
い
く
た
め
に
も
、
受

講
者
は
技
術
習
得
に
努
め
て
も
ら
い
た
い
」

と
激
励
し
た
。

　

講
座
は
座
学
と
実
習
に
よ
り
構
成
さ
れ
、

肥
後
種
山
石
工
技
術
保
持
者
の
竹
部
光
春
・

石
工
師
匠
を
は
じ
め
、
石
造
ア
ー
チ
橋
の
架

設
を
理
論
や
技
術
面
で
リ
ー
ド
す
る
第
一
線

の
講
師
が
集
ま
っ
た
。九
州
橋
梁
・
構
造
工

学
研
究
会
（
Ｋ
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）
顧
問
の
戸
塚
誠

司
氏
、
東
陽
石
匠
館
館
長
の
上
塚
尚
孝
氏

（
事
務
局
長
・
本
講
座
実
行
委
員
長
）、Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
熊
本
技
術
士
の
会
会
員
で
地
質
情

報
管
理
士
の
岩
内
明
子
氏
、熊
本
城
の
石
垣
修

復
技
術
者
の
木
下
浩
昭
氏
、熊
本
大
学
大
学
院

自
然
科
学
研
究
科
教
授
の
山
尾
敏
孝
氏
（
会

員
）、
九
州
文
化
財
研
究
所
主
席
研
究
員
の
中

村
幸
史
郎
氏（
会
員
）、Ｋ
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｅ
会
員
の
中

村
秀
樹
氏
（
会
員
）、
技
術
士
の
軸
丸
英
顕
氏

（
会
員
）、
通
潤
橋
等
の
修
復
技
術
者
の
尾
上
一

哉
氏（
会
員
・
本
講
座
実
行
委
員
）な
ど
│
。

　

実
習
で
受
講
者
た
ち
は
、
石
材
の
採
取
や
、

伝
統
的
石
工
道
具
を
使
っ
て
石
を
割
る
、
は
つ

る
な
ど
を
体
験
。竹
部
師
匠
と
尾
上
氏
の
指
導

に
よ
り
、山
都
町
緑
地
広
場
内
の
池
に
石
造
ア

ー
チ
橋
の
架
設
を
試
み
た
。支
保
工
の
設
計
は

尾
上
氏
が
担
当
し
、
受
講
者
た
ち
は
基
礎
石

据
え
付
け
か
ら
輪
石
加
工
、
支
保
工
据
え
付

け
、
輪
石
組
み
立
て
、
縁
石
取
り
付
け
ま
で
を

体
験
し
た
。

　

当
初
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
め
が
ね
橋
架
設
実

習
の
予
定
は
な
か
っ
た
が
、
土
木
・
石
材
業
に

従
事
し
て
い
た
受
講
者
の
基
礎
知
識
と
技
術

力
を
竹
部
師
匠
と
尾
上
氏
が
認
め
、
格
安
で

石
材
を
調
達
で
き
た
な
ど
、
石
橋
架
設
環
境

が
整
っ
た
た
め
実
現
し
た
。

　

事
務
局
で
は
講
座
開
催
に
あ
た
り
、７
月
9

日
に
初
め
て
の
準
備
会
議
を
開
催
し
、12
回
の

講
座
開
催
の
た
め
に
計
9
回
の
準
備
・
見
直

し
会
議
を
開
い
た
。開
・
閉
講
式
、
座
学
と
会

議
は
、
山
都
町
立
図
書
館
の
協
力
に
よ
り
、
同

館
１
階
ホ
ー
ル
の
使
用
が
で
き
た
。関
係
者
の

協
力
と
努
力
に
敬
意
を
表
し
、受
講
者
の
今
後

の
精
進
に
期
待
し
た
い
。（
広
報
部
）

完成した実習橋で記念撮影する受講者と講座協力者　撮影／中村まさあき
熊本県上益城郡山都町城原字岩立（緑地広場内）に2011年12月架設、径間4㍍、橋幅1.8㍍

4面　野中町の石橋（末永 暢雄）
6面　めがね橋の構造と強さ[1]（軸丸 英顕）

2面　肥後種山石工技術継承講座 記念座談会
5面　珍構造、宮崎の2橋

中面の案内

（
次
面
に
つ
づ
く
）

じ
ょ
う
は
ら
い
わ
た
て
は
し



<2>

記
念
座
談
会

　「肥後種山石工技術継承講座」は12回の講座を修了した。
本講座の発案から開講、実習橋完成、閉講までを振り返っても
らうため１月29日、山都町の「通潤山荘」で、講座開催の関係者
である肥後種山石工技術保持者の竹部光春氏、実行委員の
尾上一哉氏、山都町立図書館館長の下田美鈴氏による記念
座談会を催した。聞き手は広報部の中村まさあき。

受
講
者
コ
メ
ン
ト

　
　
　  

〜
閉
講
式
に
て
〜

　
山
下
勇
輔
さ
ん　

修
復
に
よ
り
、

埋
も
れ
た
石
橋
を
再
生
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
も
経

験
が
必
要
で
す
。今
後
は
技
術
者
の

立
場
か
ら
石
橋
を
見
つ
め
、さ
ら
に

勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
藤
原
孝
史
さ
ん
　
地
元
の
石
材
店

に
勤
め
て
い
ま
す
が
、機
械
を
使
う

こ
と
が
当
た
り
前
で
し
た
。今
回
は

改
め
て
石
を
扱
う
難
し
さ
、手
作
業

の
大
変
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。ま
た

次
の
ス
テ
ッ
プ
を
与
え
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
山
崎
博
さ
ん
　
土
木
関
連
の
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。石
の
扱
い
と
と

も
に
支
保
工
の
重
要
性
も
深
く
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。技
術
を
一
つ

ひ
と
つ
習
得
し
、ま
た
石
橋
を
造
り

た
い
で
す
。

　
木
庭
正
直
さ
ん　

私
は
受
講
前

ま
で
石
に
携
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

者
で
す
。身
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と

が
多
い
の
で
、ま
た
機
会
を
得
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
本
田
和
幸
さ
ん
　
何
か
ら
何
ま

で
初
め
て
の
経
験
で
し
た
。現
場
で

し
か
身
に
付
け
ら
れ
な
い
技
術
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

も
っ
と
実
習
を
や
り
た
か
っ
た
と
い

う
思
い
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
荒
木
大
人
さ
ん
　
実
践
が
一
番
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。実
習
で
少
し
だ

け
壁
石
を
積
む
練
習
を
し
ま
し
た

が
、時
間
の
都
合
で
あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
心
残
り
で
す
。さ
ら

に
実
践
を
重
ね
、技
術
を
磨
け
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。

左から、下田美鈴氏、竹部光春氏、尾上一哉氏（撮影／中村まさあき）

　
│
実
習
橋
は
径
間
4
㍍
。大
変

扁
平
な
ア
ー
チ
で
す
ね
。

　
尾
上　

橋
本
勘
五
郎
さ
ん
が

架
け
た
熊
本
市
の「
明
八
橋
」が

拱
矢
比
０
・
１
９
４
、実
習
橋
は

そ
れ
よ
り
扁
平
な
０
・
１
３
４
で

す
。実
習
時
間
の
制
限
か
ら
、壁

石
を
積
む
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、構
造
が
見
え
る
輪

石
だ
け
の
〝
裸
の
橋
〞
に
し
ま

し
た
。そ
れ
に
扁
平
な
方
が
、橋

面
を
歩
き
や
す
い
で
す
か
ら
ね
。

　
竹
部　

ア
ー
チ
を
造
る
た
め
、

石
材
を
く
さ
び
形
に
加
工
し
た

の
で
す
が
、受
講
者
の
技
術
が
未

熟
な
た
め
、接
合
部
が
緩
く
、石

材
自
体
に
少
し
欠
落
し
た
部
分

▼8/20座学
肥後種山石工技術保持者の竹部光春・師匠
と東陽石匠館の上塚尚孝・館長の説明で、
霊台橋や西田橋など、竹部師匠が手掛けた
修復等の記録画像に見入る受講者たち

▼10/8見学と実習
熊本城の石垣を見学後、石垣修復を担当す
る天水町の石工、木下浩昭さんの指導によ
り、城内にある実習用石材（安山岩）を使っ
て石割りを行い、溶結凝灰岩との違いを体
験した

▲10/1実習
採石場を訪れ、竹部師匠の指導で石割りの
実習。石材（溶結凝灰岩）の〝石の目〟を見つ
け、矢穴を掘り、そこに鉄製の矢を入れ、矢
を玄翁（げんのう）でたたいて石を割り、その
雑割石の形を整えた

講座の様子

閉講式での受講者。左から山下勇輔さん、藤原孝史
さん、山崎博さん、木庭正直さん、本田和幸さん、荒
木大人さん（撮影／中村まさあき）
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石
工
技
術
継
承
を
応
援
し
た
い 

下
田
氏

先
人
に
顔
向
け
で
き
る
職
人
に 

竹
部
氏

石
橋
修
復
専
門
家
集
団
養
成
へ 

尾
上
氏

も
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
で
私
が
す

き
間
に
鉛
片
を
打
ち
込
み
、全
体

を
締
め
ま
し
た
。私
が
担
当
し
た

鹿
児
島
の「
西
田
橋
」移
設
・
復
元

工
事
で
は
、石
材
の
す
き
間
か
ら

刀
の
よ
う
な
形
の
鉄
片
が
出
て

き
ま
し
た
。岩
永
三
五
郎
さ
ん
の

仕
事
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、私
は

さ
び
な
い
鉛
を
使
い
ま
す
。そ
れ

に
し
て
も
受
講
者
は
初
め
て
ア

ー
チ
を
架
け
た
わ
け
で
す
か
ら
、

私
は
及
第
点
を
あ
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

│
講
座
の
発
案
者
は
尾
上
さ

ん
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

尾
上　
「
霊
台
橋
」「
通
潤
橋
」

な
ど
の
石
橋
を
架
け
た
種
山
石

工
の
技
術
の
正
統
な
継
承
者
は
、

現
在
で
は
竹
部
光
春
・
師
匠
だ
け

に
な
っ
て
い
ま
す
。昨
年
、山
都
町

教
育
委
員
会
か
ら「
文
化
遺
産
を

活
か
し
た
観
光
振
興
・
地
域
活
性

化
の
助
成
」の
話
を
聞
き
、上
塚

尚
孝
・
事
務
局
長
、甲
斐
利
幸
・
会

長
に
相
談
し
、竹
部
師
匠
の
ご
協

力
を
得
て
、本
会
の
主
催
で
や
る

こ
と
に
な
り
、全
て
が
タ
イ
ミ
ン

グ
よ
く
決
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

竹
部　

私
は
３
年
前
に
現
役

を
引
退
し
、78
歳
に
な
り
ま
し

た
。こ
の
先
石
橋
の
修
復
を
誰
が

や
る
の
か
と
、寂
し
い
思
い
で
い

た
と
こ
ろ
、今
回
の
話
が
あ
っ
た

の
で
、大
賛
成
で
し
た
。

　

下
田　

私
の
家
は
通
潤
橋
の

水
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
農
家

な
の
で
す
。し
か
し
最
近
は
、漏

水
が
み
ら
れ
る
と
い
う
話
を
聞

き
、修
復
技
術
者
が
い
な
い
と
、

ど
う
な
る
の
か
と
不
安
に
思
っ
て

い
ま
し
た
。そ
れ
で
私
も
、こ
の

講
座
の
後
押
し
を
し
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

　

│
講
座
を
振
り
返
り
、ど
ん
な

感
想
を
お
持
ち
で
す
か
。

　

竹
部　

最
初
は
６
人
も
の
受

講
者
を
教
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か

と
思
い
ま
し
た
が
、石
橋
に
詳
し

い
会
の
専
門
家
の
方
々
の
ご
支

援
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
や
り
遂

げ
ら
れ
ま
し
た
。講
座
が
終
わ

り
、私
は
橋
本
勘
五
郎
さ
ん
の
お

墓
に
参
り
、感
謝
の
気
持
ち
を
述

べ
て
き
ま
し
た
。受
講
者
に
は
今

後
、自
ら
技
術
を
習
得
す
る
姿
勢

が
求
め
ら
れ
ま
す
。種
山
石
工
の

先
人
に
顔
向
け
で
き
る
仕
事
が

で
き
る
よ
う
精
進
し
、信
頼
さ
れ

る
職
人
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

私
の
願
い
で
す
。

　

下
田　

種
山
石
工
の
技
術
を

継
承
す
る
講
座
に
関
わ
れ
た
こ

と
は
喜
び
で
し
た
。ま
た
技
術
者

は
、何
度
も
石
橋
を
架
け
る
体
験

の
中
で
、勘
や
技
術
が
向
上
す
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。竹
部
先
生

の
お
元
気
な
う
ち
に
、今
後
も
講

座
が
続
い
て
い
く
こ
と
を
、強
く

願
っ
て
い
ま
す
。

　

尾
上　

未
熟
と
は
い
え
、石
橋

を
架
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

え
る
人
が
６
人
増
え
た
こ
と
は

大
き
な
成
果
で
す
。私
は
多
く
の

人
に
石
橋
の
価
値
を
理
解
し
て

も
ら
い
、石
橋
を
地
域
づ
く
り
の

推
進
力
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。今
後
に
つ
い
て
は
、石

橋
修
復
、復
元
、新
設
な
ど
の
案

件
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
を
６
人
の

受
講
者
に
体
験
さ
せ
、よ
り
多
く

の
経
験
か
ら
技
術
を
習
得
し
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

将
来
は
文
化
財
指
定
石
橋
の
修

復
専
門
家
集
団
と
し
て
広
く
認

知
さ
れ
、全
国
か
ら
引
き
合
い
が

あ
る
よ
う
な
地
域
産
業
に
育
て

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

│
受
講
者
６
人
は
、さ
ら
に
経

験
の
機
会
を
得
て
、技
術
を
磨
き

た
い
希
望
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

今
後
の
展
開
に
期
待
が
膨
ら
み

ま
す
。最
後
に
本
日
は
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、上
塚
尚

孝
・
実
行
委
員
長
に
コ
メ
ン
ト
を

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

  　
　
　
　
　
　
　
（
１
月
29
日
）

実
習
橋
架
設
は
快
挙
　
上
塚
氏

　

受
講
者
６
人
中
５
人
が
、石
割

り
初
体
験
だ
っ
た
と
聞
き
ま
す
。

彼
ら
は
矢
穴
掘
り
・
石
割
り
・
面

削
り
に
熱
心
で
、雑
割
石
並
べ
も

竹
部
師
匠
の
指
導
を
忠
実
に
守

り
一
生
懸
命
。見
直
し
会
議
で
は

〝
実
習
橋
を
架
け
る
〞
目
標
を

設
定
。小
規
模
な
が
ら
、日
本
で

最
新
の
石
造
ア
ー
チ
橋
が
で
き

た
こ
と
は
、快
挙
と
言
え
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、実
習
現
場
を

見
て
い
る
と
、昔
の
め
が
ね
橋
架

設
関
係
者
が
知
恵
を
絞
り
、汗
を

流
し
、永
代
不
朽
の
橋
実
現
に
取

り
組
ん
だ
姿
と
重
な
る
よ
う
で
、

先
人
の
仕
事
に
頭
が
下
が
る
思

い
で
し
た
。（
２
月
４
日
）

▲11/5実習
支保工の組み立て作業。実習橋架設期間
中、天候には恵まれなかった。この日も小雨
が降る中、受講者たちは黙々と作業を進め
た

▼11/12実習
ジャッキアップされた支保工の上に、橋の両
側から順に、アーチの角度に合わせて、くさ
び形に成形した輪石を並べ、最後、中央に要
石が落とし込まれた

▲12/10閉講式後の記念撮影
支保工に据えたジャッキを下げると、輪石が
連結。支保工を撤去し、縁石、親柱などを取
り付け、実習橋が完成。写真は竹部師匠（手
前中央）と受講者6人

写真提供／尾上一哉、中村まさあき
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副
会
長　

末
永 

暢
雄（
長
崎
県
）

　
　
　
　

      

イ
ラ
ス
ト
／
す
え
な
が
の
ぶ
を

野
中
町
の
石
橋

　

昨
年
11
月
、佐
世
保
市
街
北
部
を
流
れ
る
相

浦
川
沿
い
に
あ
る
、
土
留
め
の
た
め
の
高
い
要

壁
に
空
い
た
暗
渠（
あ
ん
き
ょ
）に
入
っ
た
。

　

こ
こ
は
旧
国
道
2
0
4
号
線
に
当
た
る
。国

道
の
路
肩
の
石
垣
が
わ
ず
か
に
膨
ら
み
、そ
こ

に
御
影
石
の
銘
板
が
の
ぞ
い
て
い
る
。浮
彫
で

「
明
治
三
十
八
年
三
月
竣
工
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。郷
土
史
家
の
間
で
は
、
こ
れ
が
石
橋
だ
と

さ
れ
て
い
る
。

　

高
さ
１
４
０
㌢
ほ
ど
の
暗
渠
の
中
を
背
を

曲
げ
て
進
む
と
、
頭
上
は
大
き
な
石
桁
の
列
。

前
方
に
は
M
R
鉄
道
（
前
身
国
鉄
）
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ア
ー
チ
橋
梁
が
見
え
、
ま
ぶ
し
い
明
か

り
が
差
し
込
ん
で
く
る
。５
㍍
ほ
ど
を
進
む

と
、急
に
頭
上
が
ア
ー
チ
に
な
っ
た
。コ
ン
ク
リ

ー
ト
で
は
な
い
。そ
こ
に
石
造
ア
ー
チ
橋
が
架

か
っ
て
い
た
。

　

道
路
側
（
下
流
側
）
は
石
桁
が
低
く
な
っ
て

お
り
、
ア
ー
チ
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
見
え
な
か

っ
た
が
、
鉄
道
の
R
C
ア
ー
チ
橋
か
ら
は
、
完

全
に
こ
の
石
橋
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
姿
が
目
に
入
っ
た
時
、
思
わ
ず
大
き
な
声

が
出
、そ
れ
か
ら
は
声
を
な
く
し
た
。

不
思
議
な
ア
ー
チ
の
形

　

何
と
も
不
思
議
な
形
状
の
ア
ー
チ
だ
っ
た
。

環
厚
が
一
定
で
は
な
い
。つ
ま
り
、
輪
石
が
一
定

比
率
の
も
と
に
台
形
に
削
ら
れ
、
ぐ
る
り
と
ア

ー
チ
を
つ
く
る
と
い
う
概
念
の
ア
ー
チ
橋
に

な
っ
て
い
な
い
の
だ
。

　

こ
の
形
状
に
は
覚
え
が
あ
る
。京
都
市
の

「
萬
世
橋
」（
1
8
8
4
年
ご
ろ
）
や
「
下
立
売

橋
」（
1
8
7
4
年
）
も
同
じ
工
法
だ
っ
た
。し

か
し
私
は
ま
だ
、九
州
に
こ
う
し
た
石
橋
を
見

た
こ
と
が
な
い
。

　

も
う
一
つ
の
驚
き
は
、
道
路
側
に
見
え
て
い

た
銘
板
の
ち
ょ
う
ど
反
対
側
に
、
全
く
同
じ
大

き
さ
の
御
影
石
の
銘
板
が
あ
り
、そ
こ
に
は
次

の
よ
う
な
陰
彫
文
字
が
読
め
た
。

　
　

長
崎
縣
技
師　

東
島
權
次
郎
設
計

　
　

長
崎
縣
屬　
　

松
本
松
之
丞

　
　

長
崎
縣
工
手　

木
村
廣
楠
董
工

　

し
ば
ら
く
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
見
上
げ
て

い
る
と
、
疑
問
が
多
く
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
。

①
な
ぜ
県
に
よ
っ
て
架
橋
さ
れ
た
の
か
②
な

ぜ
こ
こ
な
の
か
③
橋
幅
が
狭
い
（
1
㍍
65
㌢
）

の
は
な
ぜ
か
④
設
計
者
の
こ
の
形
状
の
架
橋

技
術
は
ど
こ
か
ら
│
。

　

か
つ
て
佐
世
保
は
小
さ
な
漁
村
だ
っ
た
が
、

佐
世
保
鎮
守
府
が
置
か
れ
、明
治
22
年
に
は
海

兵
団
の
基
地
と
な
り
、周
辺
で
石
炭
産
業
が
興

り
、
明
治
38（
１
９
０
５
）当
時
の
佐
世
保
は
、

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
急
速
な
発
展
を

遂
げ
て
い
た
。と
は
い
え
、
長
崎
県
が
こ
こ
で

橋
梁
工
事
を
行
う
だ
け
の
背
景
は
見
え
て
こ

な
い
。「
佐
世
保
市
史
」等
で
丹
念
に
そ
の
当
時

を
調
べ
て
い
く
と
、次
の
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

明
治
37（
1
9
0
4
）年
、佐
世
保
市
は
１
年

間
に
3
度
も
の
大
雨
に
よ
る
大
き
な
被
害
を

受
け
て
い
る
。こ
の
橋
一
帯
は
、
同
22
年
に
改

修
さ
れ
、里
道
や
送
炭
の
鉄
道
馬
車
が
敷
設
さ

れ
て
い
た
。後
に
里
道
は
国
道
、
鉄
道
馬
車
は

軽
便
鉄
道
と
な
り
昭
和
に
国
鉄
に
な
っ
た
。地

形
か
ら
観
察
す
る
と
、ど
う
や
ら
こ
の
道
路
等

が
、
地
崩
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
損
壊
を
受
け
た

と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
復
旧
工
事
に
、
県
が
乗

り
出
し
た
の
だ
と
、私
に
は
思
わ
れ
た
。

　

設
計
技
師
、
東
島
權
次
郎
と
い
う
人
は
一
体

ど
う
し
た
知
識
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
形
状
の

ア
ー
チ
を
設
計
し
た
の
か
。長
崎
の
石
橋
関
連

で
は
聞
か
な
い
名
前
で
、追
跡
調
査
中
で
は
あ

る
が
、面
白
い
史
料
を
見
つ
け
た
。

　

そ
れ
は
明
治
37
年
に
建
築
家
、下
田
菊
太
郎

が
設
計
し
た
長
崎
市
に
あ
る
、石
造
り
の
洋
館

「
旧
香
港
上
海
銀
行
」（
国
指
定
重
要
文
化
財
）。

こ
の
建
物
に
は
石
造
の
ア
ー
チ
門
（
拱
門
）
が

造
ら
れ
て
い
る
。

鉄
道
馬
車
が
通
る
橋

　

野
中
町
に
残
っ
て
い
る
石
橋
の
ア
ー
チ
形

状
は
、
こ
の
門
に
似
て
い
る
。東
島
氏
も
こ
の

洋
館
の
建
設
に
関
わ
り
、そ
こ
か
ら
こ
の
ア
ー

チ
の
形
状
を
設
計
し
た
の
で
は
な
い
か
、そ
ん

な
こ
と
も
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
橋
に
は
親
柱
も
欄
干
も
見
あ
た
ら
な

い
た
め
、
橋
の
名
は
不
明
。一
般
道
と
し
て
は

１
㍍
65
㌢
と
道
幅
が
狭
過
ぎ
る
。そ
ば
を
旧
国

鉄
（
現
松
浦
鉄
道
）
が
走
っ
て
い
る
。そ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
私
は
、
こ
れ
は
一
般
の
橋
で
は
な
い

と
推
量
。先
記
し
た
歴
史
的
な
背
景
か
ら
判
断

し
、
こ
れ
は
当
時
の「
鉄
道
馬
車
」、
後
の
佐
世

保
軽
便
鉄
道
の
橋
梁
だ
っ
た
の
だ
。

　

長
崎
県
北
地
域
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
、

採
炭
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
し
て
き
た
。そ
の

遺
構
は
数
多
く
残
る
が
、保
存
や
継
承
活
動
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。そ
う
い
う
意
味

か
ら
も
、こ
の
石
橋
は
大
変
貴
重
な
遺
構
で
あ

り
、佐
世
保
市
に
何
ら
か
の
手
立
て
を
し
て
ほ

し
い
と
要
望
し
て
い
る
が
、
市
民
に
は
な
か
な

か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
位
置
に
あ
り
、ど
う

し
た
ら
い
い
も
の
か
と
思
案
中
で
あ
る
。

不思議な石積み

鉄道馬車が通った時代の想像図
（三池炭鉱の送炭鉄道馬車の映像を参考に制作）
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滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
で
写
真
展

「
日
本
の
石
橋
展
」（
森
野
秀
三
･
会
員
）

　

全
国
の
石
橋
の
写
真
展
「
日
本
の
石
橋
展
」

が
、滋
賀
県
草
津
市
下
物
町
の
滋
賀
県
立
琵
琶

湖
博
物
館
「
集
う
・
使
う
・
創
る　

新
空
間
」

コ
ー
ナ
ー
で
、２
月
４
日
か
ら
３
月
８
ま
で
開

催
さ
れ
て
い
る
。主
催
者
は
森
野
秀
三
・
滋
賀

県
会
員
。森
野
会
員
が
撮
影
し
た
写
真
が
地

域
別
、
テ
ー
マ
別
の
パ
ネ
ル
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

　

地
域
別
展
示
で
は
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま

で
、
全
国
各
県
１
ヶ
所
以
上
の
石
橋
を
紹
介
。

テ
ー
マ
別
で
は
、「
石
の
太
鼓
橋
都
市（
一
宮
・

江
南
・
甲
賀
・
久
留
米
）」「
西
洋
化
政
策
時

代
の
石
橋
」「
テ
レ
ビ
の
石
橋
」「
天
井
川
の
下

を
通
る
マ
ン
ポ
」「
こ
れ
っ
て
石
橋
？
」な
ど
、独

自
の
視
点
で
全
国
の
石
橋
を
紹
介
。そ
の
他
、

九
州
の
石
橋
の
あ
る
町
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

見
ら
れ
る
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
ら
れ
た
。

　

ま
た
森
野
会
員
は
、「
何
も
知
ら
な
い
人
が

安
心
し
て
石
橋
の
世
界
に
入
れ
る
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
」
と
考

え
、昨
年
８
月
か
ら

「
石
橋
探
偵
の
ブ
ロ

グ
」
を
始
め
、
ネ
ッ

ト
を
使
っ
た
情
報

発
信
も
行
っ
て
い

る
。ブ
ロ
グ
は
「
石

橋
探
偵
」と
検
索
す

る
と
出
て
く
る
。

（
広
報
部
）

　

日
本
の
石
橋
を
守
る
会
Ｂ
Ｂ
Ｓ

へ
の
投
稿
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は

宮
崎
県
の
贄
田
岳
和
・
会
員
が

2
0
1
2
年
1
月
11
日
に
投
稿
し

た
、珍
構
造
の
２
つ
の
石
橋
、宮
崎

県
の「
高
松
橋
」（
仮
称
）と「
桂
ヶ

谷
水
路
橋
」（
仮
称
）
を
取
り
上
げ

る
。（
広
報
部
）

写
真
と
デ
ー
タ
提
供
／
贄
田 

岳
和

輪
石
が
突
き
出
た
橋

高
松
橋（
仮
称
）

　

所
在
地　

宮
崎
県
串
間
市
高
松

　
　
　
　
（
国
道
2
2
0
号
）

　

橋
幅　
　

下
幅
５
・
45
㍍

　
　
　
　
　

上
幅
４
・
18
㍍

　

径
間　
　

３
・
０
㍍

　

拱
矢　
　

１
・
６
㍍

　

環
厚　
　

36
〜
44
㌢

　

高
松
橋
は
ま
ず
、
そ
の
輪
石
の

形
状
に
目
を
引
か
れ
る
。ア
ー
チ

が
基
部
に
な
る
に
つ
れ
、
石
材
の

端
が
少
し
ず
つ
順
に
、
壁
石
の
面

よ
り
外
に
突
き
出
て
い
る
。そ
し

て
橋
全
体
の
か
た
ち
は
、
橋
面
の

幅（
上
幅
）よ
り
も
ア
ー
チ
基
底
部

の
幅
（
下
幅
）
の
方
が
広
く
な
っ

た
、台
形
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
造
に
つ
い
て
、

技
術
士
の
軸
丸
英
顕
・
熊
本
県
会

員
は
〝
直
感
的
な
印
象
〞
と
し
な

が
ら
、「
ア
ー
チ
構
造
の
弱
点
を
補

い
、
安
定
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ

な
が
る
」と
み
て
い
る
。

　

贄
田
会
員
か
ら
の
情
報
で
は
、

こ
の
よ
う
に
輪
石

を
ず
ら
し
て
造
ら

れ
た
台
形
の
ア
ー

チ
橋
は
、
宮
崎
県

で
は
え
び
の
市
の

「
て
こ
橋
」、
小
林

市
の「
石
氷
東
橋
」

が
あ
る
と
い
う
。

Ｂ
Ｂ
Ｓ（
ネ
ッ
ト
掲
示
板
）よ
り

珍
構
造
、宮
崎
の
２
橋

斜
め
に
架
か
る
橋

桂
ヶ
谷
水
路
橋（
仮
称
）

　

所
在
地　

宮
崎
県
都
城
市
山
之

　
　
　
　

口
町
桂
ヶ
谷
（
六
十
田

　
　
　
　

一
之
渡
・
新
田
み
ぞ
）

　

天
端
幅　

１
・
５
㍍

　

下
幅　
　

２
・
１
㍍

　

橋
長　
　

８
・
５
㍍

　

径
間　
　

５
・
５
㍍

　

拱
矢　
　

３
・
３
㍍

　

川
と
水
路
が
交
差
す
る
場
所
に

架
け
ら
れ
た
桂
ヶ
谷
水
路
橋
。こ

の
橋
の
特
色
は
、
川
の
流
れ
に
対

し
垂
直
で
な
く
、
斜
め
に
架
か
っ

て
い
る
こ
と
。い
わ
ゆ
る
斜
橋
な

の
で
あ
る
。上
流
か
ら
見
る
と
左

岸
の
輪
石
基
底
部
が
、
右
岸
の
基

底
部
よ
り
や
や
上
流
に
位
置
し

て
い
る
。輪
石
に
注
目
す
る
と
、

右
岸
側
か
ら
左
岸
側
に
か
け
順

に
石
材
の
端
が
上
流
側
に
突
き

出
る
よ
う
に
組
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、
天
端
幅（
上
幅
）が
下
幅
よ
り

60
㌢
少
な
い
台
形
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
構
造
に
つ
い
て
は
、「
お
も

し
ろ
い
形
だ
が
、
輪
石
を
斜
め
に

配
置
し
た
こ
と
で
、
橋
を
回
転
さ

せ
よ
う
と
す
る
力
が
加
わ
る
。こ

の
た
め
、
一
般
的
な
め
が
ね
橋
に

比
べ
る
と
、
斜
橋
は
構
造
的
に
不

安
定
に
な
っ
て
い
る
」
と
軸
丸
会

員
。

　

斜
橋
は
会
報
78
号
（
通
算
）
で

紹
介
し
た
熊
本
県
人
吉
市
の
「
桂

橋
」の
ほ
か
、
同
人
吉
市
の「
西
目

林
道
第
３
・
４
・
５
橋
」、
宮
崎

県
都
城
市
山
之
口
町
の
「
古
大
内

水
路
橋
」、
長
崎
県
波
佐
見
町
の

「
田
別
当
レ
ン
ガ
橋
」が
あ
る
。

展
示
コ
ー
ナ
ー
入
口

基
底
部
の
輪
石
が
順
に
突
き
出
し
台
形
を
し
た
高
松
橋

斜
め
に
架
か
る
桂
ヶ
谷
水
路
橋

ア
ー
チ
を
下
か
ら
見
た
桂
谷
水
路
橋

上
流
右
岸
か
ら
見
た
高
松
橋
の
輪
石
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地
域
の
宝
物「
め
が
ね
橋
」。

こ
れ
か
ら
も
〝
使
い
守
っ
て
い

く
〞
に
は
、
そ
の
「
構
造
」
と

「
強
さ
」に
つ
い
て
知
っ
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
す
。今
回
か
ら

３
回
に
わ
た
り
、そ
れ
を
考
え

て
み
ま
す
。

め
が
ね
橋
の
特
徴

　

石
は
圧
縮
に
強
く
、
引
っ
張

り
に
弱
い
材
料
で
す
。め
が
ね

橋
は
こ
の
性
質
を
生
か
し
、ア

ー
チ
型
に
輪
石

を
組
む
こ
と

で
、
タ
ガ
を
締

め
た
桶
の
よ
う

に
、
接
触
面
に

圧
縮
力
を
働
ら

か
せ
安
定
を
保

っ
て
い
る
構
造

体
で
す
。

　

輪
石
を
締
め
付
け
る
タ
ガ

の
働
き
は
、①
ア
ー
チ
を
支
え

る
頑
丈
な
基
礎
②
ア
ー
チ
を

外
か
ら
押
さ
え
る
強
い
力
③

輪
石
同
士
の
接
着
│
な
ど
が

担
っ
て
い
ま
す
。

　

め
が
ね
橋
は
、地
震
の
揺
れ

を
も
吸
収
す
る
柔
軟
な
構
造

で
す
が
、
い
っ
た
ん
タ
ガ
が
緩

む
と
、
一
気
に
崩
壊
す
る
危
険

性
も
は
ら
ん
で
い
る
の
で
す
。

洪
水
へ
の
備
え

　

め
が
ね
橋
が
崩
壊
す
る
原

因
の
ほ
と
ん
ど
は
洪
水
で
す
。

浮
力
が
働
く
水
中
で
、強
い
水

圧
を
受
け
る
と
石
組
み
が
緩

み
崩
れ
や
す
く
な
る
の
で
す
。

対
策
と
し
て
は
、次
の
事
例
が

あ
り
ま
す
。

（
１
）洪
水
を
受
け
な
い
工
夫

　

橋
に
洪
水
を
受
け
な
い
備

え
で
は
、
河
川
バ
イ
パ
ス
（
荒

尾
市
の
岩
本
橋
等
）、
ダ
ム
に

よ
る
流
量
調
整（
美
里
町
の
霊

台
橋
等
）、
高
位
置
で
の
ア
ー

チ
整
備
（
美
里
町
の
大
窪
橋

等
）が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

（
２
）側
面
の
補
強

　

通
潤
橋
の
よ
う
な
鞘
（
さ

や
）石
垣
な
ど
で
弱
点
と
な
る

橋
の
側
面
を
補
強
す
る
こ
と

も
効
果
的
な
備
え
で
す
。

（
３
）輪
石
の
接
着

　

諫
早
眼
鏡
橋
の
よ
う
な
く

さ
び
型
の
鉄
片
に
よ
る
輪
石

の
連
結
や
、長
崎
眼
鏡
橋
の
よ

う
な
漆
喰
で
の
輪
石
接
触
面

の
強
化
も
有
効
で
す
。

（
次
号
へ
つ
づ
く
）

　

愛
犬
の
散
歩
を
し
な
が
ら
石
橋
に
出
会
う

と
き
、
私
は
い
つ
も「
あ
り
が
た
い
…
」と
い
う

思
い
に
な
り
ま
す
。私
が
こ
の
世
に
生
を
受
け

る
以
前
か
ら
存
在
す
る
石
橋
。今
は
橋
の
名
前

だ
け
で
、
そ
の
橋
を
頭
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
「
な
ま
え
」
と
い
う
と
、
私
は
子
ど
も
の
こ

ろ
、
も
う
少
し
か
っ
こ
い
い
ハ
イ
カ
ラ
な
名
前

だ
っ
た
ら
…
と
思
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
親
に
な
り
、わ
が
子
の
名
前
を
自
分

が
付
け
る
立
場
に
な
る
と
、子
ど
も
の
幸
せ
を

願
い
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
一
生
涯
付
い
て
回

る
大
切
な
も
の
だ
か
ら
と
、
い
ろ
い
ろ
考
え
、

悩
む
の
で
し
た
。命
名
は
親
と
し
て
、
責
任
を

伴
う
重
大
な
行
為
。漢
字
を
調
べ
、
こ
ん
な
風

に
読
む
の
か
、
と
感
心
し
た
り
…
。そ
こ
に
は
、

わ
が
子
誕
生
の
う
れ
し
さ
や
、
子
ど
も
へ
の
愛

情
が
あ
り
ま
し
た
。

　

近
頃
の
子
ど
も
の
名
前
に
は
特
に
、
日
本
語

の
難
し
さ
と
素
晴
ら
し
さ
、
そ
し
て
一
文
字
一

文
字
に
込
め
ら
れ
た
、
家
族
の
深
い
愛
情
を
感

じ
ら
れ
ま
す
。

　

橋
は
地
名
な
ど
、分
か
り
や
す
い
名
前
が
付

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
の
橋

の
由
来
や
当
時
の
こ
と
を
知
る
と
、本
当
に
重

い
も
の
を
感
じ
ま
す
。そ
し
て
「
先
人
の
皆
さ

ま
、
大
切
な
も
の
を
残
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
感
謝
の

言
葉
が
湧
い
て
き
ま
す
。

め
が
ね
橋
の
構
造
と
強
さ
[1]

　
　
　
　
会
員　

軸
丸 

英
顕（
熊
本
県
）

随
想 「
な
ま
え
」

　
　
　
　

   

会
員　

平
野 

秀
子（
熊
本
県
）

左が通潤橋（熊本・山都町）、右が大窪橋（同・美里町）　写真提供／軸丸英顕

会
報
78
号
２
面
掲
載

「
千
葉
県
、埼
玉
県
の
石
橋
」の
寺
坂
橋

　

会
報
78
（
第
２
版
）
号
で
紹
介
し
た
寺
坂
橋

の
最
初
の
報
告
者
は
、
埼
玉
県
の
吉
田
晃
会
員

で
し
た
。本
号
で
は
写
真
と
と
も
に
再
度
紹
介

し
ま
す
。

寺
坂
橋（
て
ら
さ
か
は
し
）

　

所
在
地 
埼
玉
県
本
庄
市
内（
元
小
山
川
）

　

構
造 

群
馬
県
の
神
山
石
使
用
ア
ー
チ
橋

　

現
状 

一
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
補
修

　

架
設
年 
１
８
８
９（
明
治
22
）年

　

設
計
者 
パ
ウ
ナ
ル
？

　

※
パ
ウ
ナ
ル
は
、新
越
本
線
碓
氷
峠
の
れ
ん

　

が
造
り
の
ア
ー
チ
橋
を
設
計
し
た
英
国
人

寺坂橋　写真提供／野田 民生

めがね橋の「3つのタガ」

圧縮力

離散

圧縮力①

② ②

②締め付け外力

③輪石の接着

①頑丈な基礎
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「
黒
肥
地
さ
ん
、
こ
こ
は
加
久
藤
カ
ル
デ
ラ

か
ら
近
い
の
で
、石
材
は
溶
結
凝
灰
岩
だ
と
思

い
ま
し
た
ら
、
こ
の
粒
々
の
面
を
見
る
と
、
違

う
よ
う
で
す
ね
」

　
「
は
あ
、
凝
灰
岩
と
は
違
う
ご
た
っ
で
す
ね
。

こ
ん
青
み
が
が
っ
た
つ
は
何
で
す
ど
か
」

　

昨
年
５
月
、熊
本
県
人
吉
市
在
住
の
黒
肥
地

改
太
郎
さ
ん（
会
員
）に
案
内
し
て
い
た
だ
き
、

市
内
木
地
屋
町
を
流
れ
る
椿
谷
川
に
架
か
る

５
つ
の
め
が
ね
橋
を
調
査
し
た
が
、
用
材
の
判

別
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

熊
本
県
内
の
山
間
地
は
溶
結
凝
灰
岩
を
用

い
た
め
が
ね
橋
が
ほ
と
ん
ど
で
、
海
沿
い
に
砂

岩
の
橋
が
見
ら
れ
る
。そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い

石
材
は
何
か
と
首
を
ひ
ね
っ
た
。帰
宅
し
表
層

地
質
図
を
見
た
と
こ
ろ
、安
山
岩
が
分
布
し
て

い
る
。そ
れ
に
し
て
も
見
て
き
た
の
は
異
質
な

安
山
岩
だ
っ
た
。

　

話
題
は
、熊
本
県
水
俣
市
と
鹿
児
島
県
出
水

市
の
県
境
に
架
か
る
「
境
橋
」
の
石
材
に
変
わ

る
。こ
の
橋
の
輪
石
の
縁
は
安
山
岩
と
み
た
。

輪
石
中
央
部
や
壁
石
は
赤
み
が
か
っ
て
い
る

の
で
、
私
は
溶
結
凝
灰
岩
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
が
、
阿
蘇
火
山
博
物
館
の
池
辺
伸
一
郎
館
長

に
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、「
あ
の
付
近
な
ら
安

山
岩
で
し
ょ
う
」と
の
答
え
。後
日
、
館
長
は
自

ら
現
地
に
行
か
れ
、安
山
岩
で
あ
る
こ
と
を
確

認
さ
れ
た
。ピ
ン
ク
石
は
溶
結
凝
灰
岩
で
あ
る

と
い
う
固
定
概
念
が
あ
っ
た
た
め
、
私
は
誤
っ

た
見
方
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

地
質
調
査
研
究
を
す
る
株
式
会
社
ア
バ
ン

ス
の
工
藤
伸
さ
ん
・
岩
内
明
子
さ
ん
と
の
面

識
が
で
き
た
こ
と
で
、昨
年
夏
に
東
陽
石
匠
館

で
「
め
が
ね
橋
に
用
い
ら
れ
た
石
材
」
の
展
示

会
を
開
催
し
た
が
、
そ
の
際
に
教
わ
っ
た
こ
と

は
、
水
俣
周
辺
か
ら
人
吉
に
か
け
て
、〝
肥
薩

火
山
岩
類
〞
が
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。ア
バ
ン
ス

さ
ん
が
現
地
を
確
認
さ
れ
た
結
果
、輝
石
安
山

岩
と
判
明
し
た
。

早
速
、黒
肥
地
さ
ん

に
そ
の
こ
と
を
伝

え
た
。

　

付
け
加
え
る
と
、

熊
本
市
内
に
架
か

る
「
明
八
橋
」
の
石

材
は
、金
峰
山
の
裾

野
の
石
神
山
か
ら

採
っ
た
通
称
「
島
崎

石
」で
、
こ
れ
は
角

閃
石
安
山
岩
。明
八

橋
上
流
に
架
か
る

「
明
十
橋
」
の
輪
石

も
同
じ
で
あ
る
と

の
こ
と
。

　

足
元
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
ま
ま
で
過
ご
し
て

き
た
こ
と
の
多
さ
に
、我
な
が
ら
あ
き
れ
る
ば

か
り
…
。（
２
０
１
１
年
７
月
２
日
）

安
山
岩
も
そ
う
な
の
か

真
夏
の
夜
の
夢
の
夢

　

人
間
は
喜
寿
の
祝
い
を
過
ぎ
る
と
、
若
い
こ

ろ
に
比
べ
、ど
う
し
て
も
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が

薄
れ
て
く
る
。と
こ
ろ
が
銀
座
熊
本
館
勤
務

の
女
性
Ｋ
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
、「
緑
川
流

域
の
石
橋
を
見
た
い
と
、３
人
の
女
優
さ
ん
が

そ
ち
ら
へ
行
か
れ
ま
す
。10
月
下
旬
で
す
」
と

い
う
連
絡
を
受
け
た
と
き
は
、
年
甲
斐
も
な

く
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。

　

受
話
器
を
持
っ
た
ま
ま
興
味
が
湧
い
て
、
そ

の
女
優
さ
ん
と
は
誰
だ
ろ
う
か
、
と
尋
ね
る

と
、「
司
葉
子
さ
ん
と
藤
村
志
保
さ
ん
、
も
ち

ろ
ん
お
名
前
を
ご
存
じ
で
す
よ
ね
。そ
れ
に

吉
永
小
百
合
さ
ん
で
す
」
と
Ｋ
さ
ん
。私
は
う

れ
し
さ
と
緊
張
で
胸
の
鼓
動
が
高
鳴
っ
た
。

　

時
が
経
ち
、
冷
静
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
自

分
の
胸
の
高
鳴
り
の
理
由
に
思
い
あ
た
っ
た
。

　

私
は
教
師
に
な
っ
て
２
年
目
、
プ
ロ
野
球
草

創
期
の
名
投
手
だ
っ
た
、
澤
村
栄
治
を
モ
デ
ル

に
し
た
映
画
「
不
滅
の
熱
球
」
を
見
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
。出
演
は
澤
村
役
を
池
部
良
、
そ

の
恋
人
役
が
新
人
の
司
葉
子
だ
っ
た
。こ
の
映

画
で
の
彼
女
の
清
楚
な
美
貌
が
脳
裏
に
こ
び

り
付
い
て
い
た
の
だ
。

　

そ
れ
か
ら
10
年
後
の
夏
、プ
ロ
野
球
の
オ
ー

ル
ス
タ
ー
戦
が
千
住
の
東
京
ス
タ
ジ
ア
ム
で

開
催
さ
れ
た
。上
京
し
て
い
た
私
は
観
戦
後
、

ネ
ッ
ト
裏
の
席
に
い
た
和
服
の
司
葉
子
さ
ん

を
見
つ
け
、
サ
イ
ン
を
お
願
い
し
た
。彼
女
は

私
の
差
し
出
し
た
万
年
筆
を
快
く
受
け
取

り
、念
入
り
に
草
書
体
の
サ
イ
ン
を
し
て
く
れ

た
。そ
の
所
作
に
は
気
品
が
あ
り
、
彼
女
の
育

ち
の
良
さ
を
感
じ
た
。

　

次
の
年
の
夏
も
上
京
し
た
。夕
方
、
渋
谷
の

松
濤
公
園
で
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
吞
気
眼
鏡
」
の

ロ
ケ
を
や
っ
て
い
て
、
緒
形
拳
さ
ん
と
藤
村
志

保
さ
ん
の
姿
が
見
え
た
。ロ
ケ
の
休
暇
時
間
に

お
二
人
に
サ
イ
ン
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
緒

形
拳
さ
ん
は
個
性
横
溢（
お
う
い
つ
）に
、
手
持

ち
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
大
き
く
無
骨
に
サ
イ

ン
し
て
く
れ
た
。対
照
的
に
浴
衣
姿
の
藤
村
志

保
さ
ん
は
、
流
麗
な
筆
遣
い
で
、
つ
い
「
お
上

手
」と
褒
め
た
く
な
る
行
書
体
の
文
字
。

　

小
学
６
年
生
を
引
率
し
て
長
崎
へ
の
修
学

旅
行
で
平
和
公
園
に
到
着
す
る
と
、吉
永
小
百

合
さ
ん
を
見
つ
け
た
。雑
誌
の
写
真
撮
影
ら
し

く
、相
手
役
の
浜
田
光
夫
さ
ん
と
ポ
ー
ズ
を
と

っ
て
い
た
。映
画
や
雑
誌
で
は
目
に
し
て
い
た

け
れ
ど
、
実
物
の
吉
永
小
百
合
さ
ん
を
見
て
、

新
鮮
な
美
し
さ
と
お
し
と
や
か
さ
を
兼
ね
備

え
た
類
い
ま
れ
な
女
性
だ
と
思
っ
た
。撮
影
が

一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
私
が
サ
イ
ン
の
も
ら

い
方
の
範
を
示
し
、
引
率
の
子
ら
が
そ
れ
に
続

い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
私
の
ミ
ー
ハ
ー
心
を
書
き
並

べ
る
と
、
緑
川
流
域
の
石
橋
見
物
に
来
る
と
い

う
３
女
優
は
、私
か
ら
見
れ
ば
偶
然
サ
イ
ン
を

頂
戴
し
た
方
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
、話
が
出

来
過
ぎ
て
い
る
。

　

ま
あ
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
熊
本
の
め
が
ね

橋
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
価
値
を
見
い

だ
し
て
い
た
だ
く
に
は
絶
好
の
機
会
。く
れ
ぐ

れ
も
美
貌
に
見
ほ
れ
、案
内
が
雑
に
な
ら
ぬ
よ

う
、
ま
た
足
元
不
用
意
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
い
た

す
が
肝
要
。（
２
０
１
１
年
８
月
13
日
）
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石
工
、利
八（
理
八
）

　

昭
和
40（
１
９
６
５
）年
に
流
失
し
た
、下
益

城
郡
砥
用
町
（
現
美
里
町
）の
下
鶴
（
下
津
留
）

橋
。「
砥
用
町
史（『
砥
用
町
の
石
造
眼
鏡
橋
』太

田
静
六
著
よ
り
）」
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
見

る
と
、
大
窪
橋
に
よ
く
似
て
い
る
も
の
の
、
中

央
部
が
や
や
盛
り
上
が
っ
て
お
り
、
厚
み
は
少

な
く
、端
正
な
表
情
を
見
せ
て
い
る
。

　
「
現
在
の
下
鶴
橋
は
新
道
が
別
に
で
き
た
の

で
余
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
以
前
は
其

（
そ
）の
価
値
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
」と
町
史

会報80号（通算）　2012（平成24）年2月29日発行
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編
集
後
記

日本の石橋を守る会
～石橋とその文化を大切に～

　

本
号
で
は
、
古
い
石
橋
を
維
持
・
保
存
す
る

た
め
の
重
要
な
一
歩
と
し
て
、
昨
年
行
わ
れ
た

肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
講
座
に
多
く
の
紙

面
を
充
て
ま
し
た
。今
後
の
展
開
に
期
待
し
た

い
と
こ
ろ
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
本
号
は
通
算
80
号
。会
報
が
「
日

本
の
石
橋
を
守
る
会
」
の
歩
み
と
と
も
に
あ
っ

た
こ
と
を
思
う
と
、
そ
の
重
み
を
感
じ
ま
す
。

ま
た
石
橋
へ
の
会
員
の
思
い
は
、
今
も
変
わ
ら

ず
、深
く
強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
皆
さ
ん
の
関
心
の
対
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
違
い
多
様
な
よ
う
で
す
。そ
う
な
る
と
、
会

報
の
内
容
も
多
様
に
す
る
の
が
自
然
。で
き
れ

ば
石
橋
フ
ァ
ン
の
心
が
響
き
合
う
よ
う
な
内

容
に
な
れ
ば
…
な
ど
と
思
う
次
第
で
す
。

（
会
報
担
当　

中
村
ま
さ
あ
き
）

　
　

  

会
員　

井
澤 

る
り
子（
熊
本
県
）

見
た
り
、聞
い
た
り
、

に
は
記
載
さ
れ
、
橋
の
た
も
と
に
あ
っ
た
架
橋

記
念
碑
に
は
、「
車
通
遍
可
ら
須
」（
く
る
ま
と

お
る
べ
か
ら
ず
）
と
い
う
文
字
と
と
も
に
、
こ

の
橋
の
石
工
棟
梁
が
甲
佐
平
の
理
八
で
あ
っ

た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

理
八
に
関
し
「
町
誌 

中
央
」に
は
、
次
の
記

載
が
あ
る
。「
こ
こ
が
岩
野
井
手
開
鑿
（
さ
く
）

の
時
の
最
大
の
難
工
事
で
あ
っ
た
。当
時
岩
山

を
削
り
、
ま
た
割
っ
た
り
し
た
矢
の
跡
形
が
数

カ
所
残
っ
て
い
る
。そ
し
て
こ
の
工
事
の
石
工

は
、砥
用
手
永
甲
佐
平
村
、利
八
、太
八
と
刻
ま

れ
て
い
る
」。こ
の
利
八
と
理
八
は
同
一
人
物

と
考
え
て
い
い
。利
八
は
、
岩
野
用
水
工
事
の

中
で
最
も
難
工
事
と
さ
れ
た
、天
狗
岩
石
場
の

石
工
棟
梁
を
務
め
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
末
期
、肥
後
の
名
工
、岩
永
三
五
郎
が

薩
摩
藩
に
招
か
れ
架
設
し
た
西
田
橋
、高
麗

橋
、玉
江
橋
が
移
設
・
復
元
さ
れ
て
い
る
石
橋

記
念
公
園
。公
園
内
の
石
橋
記
念
館
で
は
、西

田
橋
解
体
・
復
元
工
事
の
記
録
が
、Ｄ
Ｖ
Ｄ
付

き
展
示
解
説
書
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。

鹿
児
島
市
の
石
橋
記
念
館
で

Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
き
展
示
解
説
書
販
売

　

利
八
は
、天
保
14（
1
8
4
3
）年
10
月
に
下

鶴
橋
架
橋
工
事
を
終
え
、弘
化
２（
1
8
4
5
）

年
11
月
岩
野
用
水
工
事
、同
３（
1
8
4
6
）年

か
ら
翌
年
に
か
け
、
霊
台
橋
工
事
で
も
活
躍
し

た
。岩
野
用
水
工
事
は
天
保
12（
1
8
4
1
）年

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
利
八
が
下
鶴
橋
の
工

事
と
掛
け
持
ち
し
た
と
は
思
え
ず
、下
鶴
橋
が

終
わ
っ
た
後
、
天
狗
岩
に
取
り
組
ん
だ
可
能
性

が
あ
る
。難
工
事
ゆ
え
、
腕
を
見
込
ま
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。地
元
の
人
も
認
め
た
腕
前
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

美
里
町
は
石
橋
の
町
と
し
て
、
か
つ
て
活
躍

し
た
石
工
の
痕
跡
を
見
過
ご
す
こ
と
な
く
、こ

れ
か
ら
も
石
橋
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も

の
だ
。

　
「
二
俣
橋
」と
出
会
っ
て
、
か
れ
こ
れ
30
年
以

上
に
も
な
る
。初
め
て
買
っ
た
一
眼
レ
フ
カ
メ

ラ
を
抱
え
て
撮
っ
た
橋
だ
。ア
ー
チ
の
向
こ
う

側
に
も
う
一
つ
の

ア
ー
チ
が
見
え

る
。石
橋
フ
ァ
ン

に
と
っ
て
は
、
何

と
も
う
れ
し
い

構
図
。木
版
画
に

し
て
み
た
か
っ
た

第
一
作
目
の
モ
チ

ー
フ
に
な
っ
た
。

（
熊
本
県
会
員
、

木
版
画
、
２
０
０

９
年
作
品
）

DVD付き展示解説書（500円）
鹿児島県立 石橋記念館
〒892-0812 鹿児島市浜町１-３
☎099（248）6661

石
橋
の
あ
る
風
景

石原 史彦「二俣橋」
二俣橋／熊本県下益城郡美里町


