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「
石
橋
の
貴
婦
人
」鳥
居
橋

洪
水
に
耐
え
築
造
１
０
０
年

　
「
石
橋
の
貴
婦
人
」
と
呼
ば
れ
、
細
く

長
い
橋
脚
が
印
象
的
な
5
連
の
石
造
ア

チ
橋
「
鳥
居
橋
」（
大
分
県
宇
佐
市
）。

私
の
住
ま
い
は
橋
か
ら
歩
い
て
約
３
分

の
場
所
に
あ
る
が
、
大
雨
が
降
る
た
び

に
こ
の「
貴
婦
人
」が
気
に
な
る
。

　

１
９
９
７（
平
成
９
）年
９
月
は
、
鳥

居
橋
を
流
れ
る
恵
良
川
に
台
風
16
号
に

よ
る
豪
雨
が
一
気
に
流
れ
込
ん
だ
。濁
流

と
な

て
激
し
く
波
打
つ
水
面
は
、
各
ア

チ
の
最
上
部
付
近
に
ま
で
達
し
て
い

た
。そ
の
と
き
、
上
流
か
ら
太
い
流
木
が

近
づ
い
て
来
る
の
が
見
え
た
。長
さ
は

５

以
上
も
あ
ろ
う
か
。し
か
も
横
向

き
に
。恐
ろ
し
い
悪
魔
が
貴
婦
人
に
迫

て
来
た
の
で
あ
る
。

　
「
あ
あ

、
神
さ
ま
仏
さ
ま
！
」。祈
る

よ
う
に
手
を
合
わ
せ
た
。す
る
と
、
天
の

助
け
か
、
流
木
は
90
度
向
き
を
変
え
た
。

そ
し
て
、
橋
の
中
央
の
一
番
径
間
の
広
い

ア

チ
の
下
に
潜
り
込
ん
で
見
え
な
く

な

た
。ま
と
も
に
ぶ
つ
か

て
い
た
ら
、

橋
は
ど
う
な

て
い
た
こ
と
か
�
。私
は

胸
を
な
で
下
ろ
す
と
同
時
に
、
何
と
素

晴
ら
し
い
橋
な
ん
だ
、と
の
思
い
に
満
た

さ
れ
た
。こ
の
橋
は
過
去
に
何
度
も
、
こ

う
し
た
危
機
に
遭
遇
し
て
い
る
の
だ
。

　

か
つ
て
、
地
元
に
住
む
都
留
清
一
郎
は

住
民
の
た
め
を
思
い
、
洪
水
が
起
き
て

も
流
さ
れ
な
い
丈
夫
な
橋
の
架
設
を
大

分
の
石
橋
築
造
の
先
覚
者
、
松
田
新
之

2面　石橋を守るために(4)（軸丸英顕）　　　　　　3面　石橋訪問記録を2冊の本に（末永暢雄）
4面　石造めがね橋のアーチ設計に関する研究（中村幸史郎）　　　　　　7面　I♡めがね橋（上塚尚孝）

中面の案内

１
９
１
６（
大
正
5
）年
架
橋
の
鳥
居
橋（
大
分
県
宇
佐
市
院
内
町
香
下
、橋
長
55・15
、

橋
幅
４・35
、県
指
定
有
形
文
化
財
）　
写
真
提
供
／
中
村
ま
さ
あ
き

助
に
頼
ん
だ
。す
る
と
松
田
は
、
そ
の
石

橋
の
設
計
図
の
作
成
を
都
留
に
要
請
し

た
の
で
あ
る
。そ
れ
は
都
留
が
、
こ
の
暴

れ
川
の
恐
ろ
し
さ
を
一
番
知

て
い
る

人
物
だ

た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。彼
は

そ
れ
を
自
分
の
天
命
と
思
い
引
き
受

け
、
試
行
錯
誤
の
末
に
洪
水
に
も
耐
え

得
る
石
橋
を
設
計
し
た
。

　

橋
脚
は
細
く
長
く
、
上
流
側
に
は
船

の
舳
先
（
へ
さ
き
）
の
よ
う
な
水
切
り
石

を
付
け
、
川
の
流
れ
に
架
か
る
中
３
つ

の
ア

チ
径
間
を
比
較
的
広
く
取

て

水
は
け
を
良
く
し
、
両
端
２
つ
の
ア

チ
径
間
が
狭
い
５
連
橋
。松
田
は
、
か
細

く
見
え
る
橋
脚
の
上
に
、
石
材
を
行
儀

良
く
整
列
さ
せ
て
積
み
上
げ
、
美
し
い

石
の
ア

チ
橋
を
組
み
立
て
た
。

　

現
在
、
鳥
居
橋
の
左
岸
側
は
河
岸
公

園
と
な
り
、
ア

チ
の
下
を
通
り
抜
け

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
て
い
る
。間

近
で
石
材
を
見
る
と
、
ノ
ミ
を
当
て
た

跡
が
、１
０
０
年
前
に
築
造
に
携
わ

た

先
人
た
ち
の
息
づ
か
い
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。時
に
暴
れ
川
と
化
す
恵
良
川

の
岩
盤
の
上
に
、
橋
は
今
日
も
美
し
い

５
連
の
ア

チ
を
描
い
て
い
る
。

　
「
鳥
居
橋
、
よ
く
頑
張

て
く
れ
て
、

あ
り
が
と
う
」と
声
を
掛
け
、
ハ
グ
し
て

あ
げ
た
い
。

※
向
野
茂
氏（
81
）は
、
宇
佐
市
景
観
審
議
委
員
の

ほ
か
、院
内
ふ
る
さ
と
ガ
イ
ド
教
室
顧
問
、院
内
石

橋
群
景
観
保
全
協
議
会
委
員
を
務
め
る

宇
佐
市
景
観
審
議
委
員　
向
野　
茂
氏

む
く
の
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幅
さ
れ
た
部
分
で
す
。こ
の
改
造
に
よ

て
、

建
設
か
ら
１
８
０
年
以
上
を
経
た
今
で
も
、

町
中
心
部
の
県
道
橋
と
し
て
立
派
に
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

写
真
４
は
、明
治
政
府
が
そ
の
威
信
を
か

け
て
建
設
し
た
国
指
定
重

要
文
化
財
の
日
本
橋
で

す
。今
ま
で
に
何
度
も
の
改

修
が
行
わ
れ
、
最
近
で
は

架
橋
１
０
０
年
を
機
に
舗

装
や
防
水
な
ど
の
補
強
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ

ら
に
よ

て
、日
本
橋
は
必

要
な
性
能
を
加
え
、
現
在

も
都
心
の
交
通
を
支
え
続

け
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

４
回
に
わ
た
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
石
橋
保
存
の
手
法

を
紹
介
し
ま
し
た
。た
だ
、

こ
れ
ら
を
採
用
す
る
こ
と

で
工
事
費
用
が
増
え
る
場

合
も
多
く
、
保
存
す
る
石

橋
に
は
「
投
資
」
に
見
合
う
だ
け
の
「
価
値
」

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

石
橋
の
価
値
は
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
地

域
の
資
源
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
で
高
ま

り
ま
す
。こ
の
た
め
、石
橋
を
守
る
に
は
、石

橋
を
「
生
か
す
」
活
動
を
広
げ
る
こ
と
が
と

て
も
大
事
に
な
る
の
で
す
。　　

 　
　
（
完
）

「バイパス橋や橋の改造で」守る

バ
イ
パ
ス
橋
を
整
備
し
た
事
例

　

写
真
１
の
石
橋
は
大
分
県
竹
田
市
に
あ

る「
岩
戸
橋
」で
、そ
の
西
側
に
架
け
ら
れ
た

バ
イ
パ
ス
橋
の
上
か
ら
撮
影
し
ま
し
た
。石

橋
上
空
の
鋼
橋
は
、最
近
開
通
し
た
新
し
い

バ
イ
パ
ス
橋
、
中
段
の
橋
は
農
業
用
水
路
で

す
。こ
こ
で
は
、
よ
り
良
い
道
路
と
す
る
た

め
に
、
再
度
の
バ
イ
パ
ス
整
備
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

熊
本
県
美
里
町
に
は
「
二
俣
五
橋
」
と
呼

ば
れ
る
橋
梁（
き

う
り

う
）群（
図
１
と

写
真
２
）
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
橋
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

写
真
２
右
側
の
「
小
筵
二

俣
目
鑑
橋
」
と
左
側
の
「
二

俣
福
良
渡
目
鑑
橋
」
は
、
規

模
も
形
も
よ
く
似
た
双
子

橋
で
、
江
戸
時
代
に
造
ら
れ

ま
し
た
。二
俣
福
良
渡
の
横

に
は
、
昭
和
２
年
に
鉄
筋
コ

ン
ク
リ

ト
製
の
バ
イ
パ
ス

橋
「
新
二
俣
橋
」
が
架
け
ら

れ
て
い
ま
す
。ま
た
、右
奥
に

は
大
正
13
年
に
造
ら
れ
た

石
造
橋「
年
祢
橋
」と
、
そ
の

後
の
交
通
量
増
加
を
受
け

て
昭
和
45
年
に
架
け
ら
れ

た
鋼
製
の
バ
イ
パ
ス
橋
「
新

年
祢
橋
」が
見
え
ま
す
。

　

バ
イ
パ
ス
橋
の
整
備
工
事

は
現
在
の
橋
を
使
い
な
が

ら
実
施
で
き
る
こ
と
か
ら
、用
地
確
保
が
容

易
な
地
方
部
で
は
多
く
の
事
例
が
あ
り
ま

す
。た
だ
、新
し
い
橋
が
で
き
る
と
、川
の
流

れ
を
妨
げ
な
い
よ
う
石
橋
が
撤
去
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
安
心
で
き
ま
せ
ん
。熊
本
県
山

都
町
の
聖
橋
で
も
バ
イ
パ
ス
完
成
後
に
撤

去
工
事
が
始
め
ら
れ
、
こ
れ
に
気
付
い
た
地

元
の
井
上
清
一
氏
（
初
代
会
長
）
ら
の
働
き

か
け
に
よ

て
名
工
、
岩
永
三
五
郎
作
の
大

き
な
石
橋
は
辛
く
も
守
ら
れ
た
と
の
逸
話

が
残

て
い
ま
す
。

石
橋
を
改
造
し
た
事
例

　

バ
イ
パ
ス
整
備
が
難
し
い
市
街
部
に
お

い
て
石
橋
を
残
し
使

て
い
く
に
は
、
石
橋

を
改
造
し
て
幅
や
強
さ
な
ど
、橋
に
求
め
ら

れ
る
性
能
を
確
保
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

熊
本
県
山
都
町
の
浜
町
橋
（
写
真
３
）
は

橋
の
幅
を
広
げ
た
事
例
で
、写
真
手
前
が
拡

　

前
回
ま
で
、洪
水
を
防
ぎ
な
が
ら
石
橋
を

保
存
し
た
事
例
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。今

回
は
、「
円
滑
な
交
通
」を
望
む
声
に
応
え
る

手
法
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

車
の
大
型
化
や
高
速
化
が
進
む
中
、石
橋

を
守
り
な
が
ら
使
い
や
す
い
道
路
を
確
保

す
る
に
は
、幅
が
広
く
曲
り
が
緩
や
か
な
別

の
道
路（
バ
イ
パ
ス
）を
造
る
か
、
石
橋
自
体

を
広
く
強
く
改
造
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

写
真
１　
岩
戸
橋（
大
分
県
竹
田
市
）

写真４　日本橋（東京都中央区） 写真３　浜町橋（熊本県山都町）

写真２　二俣五橋（熊本県美里町）全景
左手前が二俣福良渡、奥が新二俣橋、
右手前が小莚二俣、奥が新年祢橋と年祢橋 図１ 二俣五橋位置図

石
橋
を

守
る
た
め
に
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今
か
ら
13
年
前
、九
州
各
地
の
石
橋
を
訪
る

旅
を
始
め
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
は
、
石
橋
を

描
く
生
活

に
な
り
、
２
０
０
３
年
に
は
長
崎

市
で
「
九
州
の
石
橋
ス
ケ

チ
紀
行
展
」（
個

展
）
を
開
く
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
と
き

の
展
示
作
品
の
中
か
ら
抜
粋
し
ま
と
め
た
本

が
、「
九
州
の
石
橋
ス
ケ

チ
紀
行
」で
し
た
。

　「
九
州
の
石
橋
ス
ケ
チ
紀
行
」

　

こ
の
本
の
制
作
に
は
あ
る
思
い
が
あ
り
ま

し
た
。「
石
橋

て
何
？
」。知
人
の
多
く
か
ら
そ

ん
な
声
を
掛
け
ら
れ
な
が
ら
、た
だ
我
武
者
羅

に
石
橋
を
描
く
こ
と
に
時
間
を
割
く
毎
日
を

過
ご
し
て
い
た
の
で
す
が
、
各
地
の
石
橋
を
回

り
始
め
て
か
ら
は
、石
工
の
こ
と
を
知
り
、周

辺
の
豊
か
な
自
然

に
触
れ
、
現
地
で
は

温
か
い
地
域
の
人

た
ち
と
会
話
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し

た
。そ
の
う
ち
私

は
、
そ
う
し
た
こ
と

を
石
橋
と
共
に
伝

え
た
い
と
い
う
思
い

を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
本
に
は
九
州
各
地
の
40
基
の
石
橋
の

ス
ケ

チ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、
そ

う
そ
う
本
を
出
す
の
は
難
し
い
。た
だ
石
橋
を

見
る
、
描
く
だ
け
で
な
く
、
石
橋
の
調
査
を
し

て
、よ
り
多
く
の
人
に
石
橋
に
関
す
る
情
報
を

伝
え
た
い
、そ
う
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

石
橋
情
報
紙 「
石
橋
を
ゆ
く
」

　

そ
こ
で
２
０
０
５
年
、
石
橋
情
報
紙「
石
橋

を
ゆ
く
」の
第
１
号（
A
４
判
・
1
枚
）を
作
成

し
ま
し
た
。当
初
は
月
１
回
の
発
行
を
考
え
て

い
ま
し
た
が
、
伝
え
た
い
情
報
が
次
々
に
湧
い

て
月
２
回
に
な
り
、や
が
て
不
定
期
発
行
に
な

て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
れ
だ
け
石
橋
の
情
報

は
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
６
年
１
月
末
現
在
で
第
１
８
７
号

に
な

て
い
ま
す
が
、
既
刊
を
読
み
返
す
機
会

に
、
も

と
多
く
の
方
々
に
情
報
を
お
届
け
し

た
い
と
思
い
、第
１
０
０
号
ま
で
を
第
１
集
と

し
て「
石
橋
を
ゆ
く
」を
製
本
し
、私
の
石
橋
を

訪
ね
る
旅
を
さ
ま
ざ
ま
に
支
え
て
い
た
だ
い

た
方
々
に
届
け
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
中
に
は
取
材
当
時

の
情
報
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
て

い
る
の
で
、そ
の
後
に
分
か

た

情
報
と
違

て
い
る
内
容
も
あ

り
ま
す
。例
え
ば
第
75
号
の
〈
日

本
で
一
番
高
い
橋
〉と
紹
介
し
た

宮
崎
・
高
千
穂
の「
神
橋
」は
そ

の
後
R
C
橋
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。石
橋
周
辺
に
お
住
ま
い
の
方
か

ら
す
る
と
、私
の
土
地
勘
の
な
さ
が
表
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

九
州
各
県
を
回
る
と
、以
外
に
も
橋
の
趣
の

違
い
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ

は
石
材
や
石
工
の
技
の
違
い
で
あ

た

り
、川
の
姿
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
し

う
。最
近
は
、九
州
を
離
れ
て
本
州
に
ま

で
足
を
運
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た

が
、各
地
を
訪
れ
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
石

橋
の
違
い
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。本
会
の
皆
さ
ん
に
は
、そ
れ
を

感
じ
取

て
い
た
だ
き
た
い
。こ
の
本
の

紹
介
は
、そ
う
し
た
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
石
橋
を
ゆ
く
」は「
石
橋
を
守

る
」
た
め
の
私
な
り
の
行
動
で
も
あ
り

ま
す
。さ
さ
い
な
話
題
を
取
り
上
げ
て

い
る
場
合
も
、
行
政
担
当
者
に
ま
で
伝

わ

て
い
る
よ
う
で
、
最
近
は
調
査
依

頼
や
情
報
提
供
を
受
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。そ
れ
が
ま
た
、次
の
情
報
紙
の

継
続
に
つ
な
が
り
ま
す
。

◇
石
橋
情
報
紙「
石
橋
を
ゆ
く
」（
第
一
集
）

　

2
0
1
5
年
刊（
残
数
20
部
の
み
）

　

A
4
判
・
全
1
0
2
ペ

ジ
・
モ
ノ
ク
ロ

　

１
５
０
０
円（
送
料
込
み
）

◇「
九
州
の
石
橋
ス
ケ
チ
紀
行
」

　

2
0
0
3
年
刊

　

A
4
判
・
全
72
ペ

ジ
・
カ
ラ

　

２
３
０
０
円（
送
料
込
み
）

　

ご
希
望
が
あ
れ
ば
郵
便
で
、①
本
の
タ
イ
ト

ル
②
希
望
冊
数
③
氏
名
④
〒
住
所
⑤
電
話
番

号
│
を
ご
記
入
の
上
、
末
永
暢
雄

〒
8
5
9

6
3
2
2　

佐
世
保
市
吉
井
町
踊
瀬

7
2
0

宛
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

夢追橋架橋（長崎・佐世保市吉井町、2010年撮影）

末永暢雄副会長

九州の石橋を訪ねる旅（福岡県朝倉市の秋月眼鏡橋にて2014年撮影）

写
真
提
供
／
末
永
暢
雄

副
会
長　

末
永　

暢
雄（
長
崎
県
）

石
橋
訪
問
記
録
を
２
冊
の
本
に
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中
村
幸
史
郎
会
員（
熊
本
）は
昨
年
６
月
、
熊
本
市
中
央
区
の
熊
本
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日

本
土
木
学
会
に
お
い
て
、「
石
造
め
が
ね
橋
の
ア
ー
チ
設
計
に
関
す
る
研
究
」と
題
す
る
研
究
発

表
を
行
っ
た
。同
氏
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
石
工
や
大
工
な
ど
の
職
人
た
ち
が
ア
ー
チ
を
構
成

す
る
輪
石
の
数
や
寸
法
を
算
出
す
る
方
法
と
し
て
、
日
本
で
独
自
に
発
達
し
た
数
学
で
あ
る

「
和
算（
わ
さ
ん
）」と
、
曲
尺（
か
ね
じ
ゃ
く
）を
道
具
と
し
て
使
う「
規
矩
術（
き
く
じ
ゅ
つ
）」が

あ
っ
た
と
指
摘
。古
文
書
の
記
載
内
容
を
紹
介
し
、
石
造
め
が
ね
橋
の
ア
ー
チ
設
計
方
法
を
明

ら
か
に
し
た
。「
土
木
史
研
究 

講
演
集 

V
O
L
35　

2
0
1
5
年
」（
土
木
学
会
発
行
）に
ま

と
め
ら
れ
た
講
演
内
容
を
著
者
本
人
の
監
修
を
経
て
、こ
こ
に
紹
介
す
る
。（
広
報
部
）

石
造
め
が
ね
橋
の
ア
ー
チ
設
計
に
関
す
る
研
究

１ 

は
じ
め
に

　

川
面
に
映
る
2
連
の
ア
ー
チ
が
め
が
ね
の

よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
め
が
ね
橋
と
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。石
造
め
が
ね
橋
に
つ

い
て
は
姿
の
優
美
さ
か
ら
多
く
の
人
々
に
親

し
ま
れ
、
熊
本
県
に
お
い
て
は
国
内
最
大
の
規

模
を
誇
る
霊
台
橋
や
、用
水
路
と
し
て
現
在
も

使
わ
れ
て
い
る
通
潤
橋
に
は
多
く
の
見
学
者

が
訪
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
石
造
め
が
ね
橋
の
建
設
に
関
す

る
記
録
は
、
霊
台
橋
に
関
し
て
は
弘
化
4

（
1
8
4
7
）年
に
書
か
れ
た「
半
七
日
記
」、通

潤
橋
に
関
し
て
は
布
田
保
之
助
の「
通
潤
橋
仕

法
書
」が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
通
潤
橋
仕
法
書
」
は
橋
の
規
模
や
水
路
設

計
に
つ
い
て
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ア

ー
チ
を
構
成
す
る
輪
石
の
寸
法
に
つ
い
て
は

3
尺
の
厚
さ
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。輪
石
の
列
と
寸
法
に
つ
い
て
の
記
載

は
見
ら
れ
ず
、石
工
集
団
の
極
秘
事
項
と
し
て

め
が
ね
橋
設
計
に
か
か
わ
る
根
幹
に
つ
い
て

の
記
録
は
残
し
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
は
ア
ー
チ
を
構
成
す
る
輪
石
の
数

と
寸
法
を
ど
の
よ
う
に
し
て
算
出
し
た
か
を

考
え
る
。

2 

ア
ー
チ
と
輪
石
の
形
状

　

石
造
め
が
ね
橋
の
基
本
は
ア
ー
チ
で
あ
る
。

こ
の
ア
ー
チ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
描
き
、
輪
石

を
刻
ん
だ
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。ア
ー
チ

の
形
状
を
求
め
る
に
は
円
を
描
き
、円
に
接
す

る
直
線
を
水
平
に
引
く
こ
と
で
ア
ー
チ
の
形

が
描
け
る
が
、
水
平
線
の
位
置
に
よ
っ
て
、
半

円
に
な
っ
た
り
緩
や
か
な
曲
線
を
描
い
た
り

す
る
。

　

こ
の
特
性
を
う
ま
く
生
か
し
て
川
幅
が
広

い
場
所
で
は
緩
や
か
な
曲
線
、
さ
ら
に
広
く
な

る
と
連
続
し
た
ア
ー
チ
を
構
築
し
て
い
る
。逆

に
山
間
部
で
は
川
幅
が
狭
く
谷
が
深
い
と
こ

ろ
で
は
半
円
も
し
く
は
立
ち
上
が
り
気
味
の

ア
ー
チ
で
造
り
、
地
形
に
即
し
た
橋
の
か
け
方

を
行
っ
て
い
る
。こ
の
た
め
設
置
場
所
ご
と
に

川
幅
と
路
面
の
高
さ
な
ど
の
条
件
が
違
う
た

め
、
ア
ー
チ
の
形
状
や
輪
石
の
大
き
さ
が
異
な

っ
て
く
る
。

　

輪
石
の
大
き
さ
を
決
め
る
に
は
、
ア
ー
チ
部

分
の
輪
石
の
内
側
と
外
側
で
得
ら
れ
た
円
周

（
円
弧
）
の
長
さ
を
輪
石
の
数
で
割
っ
て
得
た

数
値
が
輪
石
1
個
の
寸
法
と
な
る
。こ
の
と
き

内
側
と
外
側
で
は
円
周

に
差
が
生
じ
る
、
こ
の

た
め
ア
ー
チ
部
分
の
輪

石
の
形
状
は
基
本
的
に

は
外
側
が
広
く
、
内
側

が
狭
い
逆
台
形
を
し
て

い
る
。

３ 
円
弧
の
算
出
方
法

　

幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、西
洋
文
化

と
共
に
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
西
洋
数
学
で

は
、
ア
ー
チ
の
計
算
は
円
周
率
と
円
弧
の
半
径

お
よ
び
中
心
角
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で

会
員
　
中
村
　
幸
史
郎（
熊
本
）

き
る
。

　

か
つ
て
九
州
大
学
の
大
田
静
六
教
授
の
手

に
よ
り
熊
本
県
の
霊
台
橋
を
は
じ
め
九
州
各

地
に
残
る
石
造
め
が
ね
橋
の
実
測
図
が
作
成

さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
実
測
図
に
は
ア
ー
チ
の

中
心
点
を
描
き
、
左
右
の
橋
脚
の
基
礎
部
分
に

向
か
っ
て
直
線
を
伸
ば
し
ア
ー
チ
の
中
心
角
が

求
め
ら
れ
た
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。こ

れ
は
ア
ー
チ
の
円
周
を
求
め
る
た
め
の
作
業

で
、
全
円
に
対
す
る
比
率
で
ア
ー
チ（
円
弧
）の

長
さ
を
割
り
出
し
、
輪
石
の
寸
法
を
求
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
ア
ー
チ
の
設
計
と
輪
石
の
寸
法

の
算
出
は
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。＊
1

　

西
洋
の
数
学
が
伝
わ
る
以
前
の
江
戸
時
代

前
半
、
わ
が
国
で
は
関
孝
和
に
代
表
さ
れ
る
和

算
の
数
学
者
た
ち
に
よ
り
独
自
の
数
学
が
発

展
を
遂
げ
て
い
る
。

　

和
算
の
中
で
も
円
弧
に
関
す
る
も
の
を
「
弧

矢
弦
術
」
と
し
て
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お

り
、
例
題
を
示
し
な
が
ら
解
説
す
る
書
物
を
残

し
て
い
る
。寛
永
16
年
（
1
6
3
９
）、
今
村
知

商
に
よ
っ
て
書
か
れ
た「
竪
亥
録（
じ
ゅ
が
い
ろ

く
）」
に
は
円
弧
の
計
算
式
が
書
か
れ
て
お
り
、

解
説
書
と
し
て
寛
文
2
年
（
1
6
6
2
）
に
弟

子
の
安
藤
有
益
が「
竪
亥
録
仮
名
抄
」を
書
き
、

円
弧
に
関
し
て
具
体
例
を
示
し
て
計
算
方
法

を
解
説
し
て
い
る
。

　

明
暦
3
年
（
1
6
5
7
）
に
は
初
板
重
春
に

よ
っ
て
書
か
れ
た「
円
方
四
巻
記
」が
出
さ
れ
て

い
る
。ま
た
寛
文
7
年
（
1
6
6
7
）、
多
賀
谷

（
５
面
に
つ
づ
く
）

輪石内側

輪石外側
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経
貞
に
よ

て
「
方
円
秘
見
集
」
が
出
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
は
円
弧
に
関
し
て
計
算
式
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
わ
ず
か
な
が

ら
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

４ 

和
算
に
お
け
る
円
弧
の
計
算

　

弧
矢
弦
術
で
は
、円
周
率
を
使
わ
ず
に
半
円

の
円
周（
弧
）や
幅（
弦
）、高
さ（
矢
）を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
計
算
式
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。こ
こ
で
は「
円
方
四
巻
記　

巻
二
」の
一
部

を
紹
介
し
、計
算
式
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
資
料
１
の
(1)
は「
半
円
の
高
さ
と
幅
か
ら
円

の
直
径
を
出
す
法
」、資
料
２
の
(2)
は「
半
円
の

高
さ
と
幅
か
ら
円
周
を
出
す
法
」で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
弦
、矢
な
ど
を
求
め
る
式
も
あ

る
が
、石
造
め
が
ね
橋
の
ア

チ
と
輪
石
の
設

計
に
関
し
て
は
資
料
１
・
２
の
①
と
②
の
式

で
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

資
料
１
の
①
式
で
は
、川
幅
と
路
面
の
高
さ

を
現
地
の
地
理
的
条
件
に
合
わ
せ
て
決
め
て

お
け
ば
、ア

チ
の
本
来
の
直
径
も
求
め
る
こ

と
が
で
き
、石
積
を
行
う
際
の
型
枠（
支
保
工
）

の
曲
線
を
決
め
る
こ
と
を
容
易
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

資
料
２
の
②
式
で
は
、円
弧
の
長
さ
を
出
す

こ
と
が
で
き
、輪
石
の
厚
み
を
上
乗
せ
し
て
計

算
す
れ
ば
ア

チ
輪
石
の
外
側
と
内
側
の
円

弧
の
長
さ
が
求
め
ら
れ
、そ
の
長
さ
を
輪
石
の

数
で
割
れ
ば
輪
石
1
個
の
寸
法
が
求
め
ら
れ

る
。

（
6
面
に
つ
づ
く
）

資料2

(1)半円の高さと幅から円の直径を出す法

（資料1右より）
弦1尺6寸を２つにわり８寸をかけ合わせ64
と成　是を矢の４寸を以てわれば1尺６寸と
成　是に矢の4寸をくわえ２尺の円満を知る
也

計算すると以下のようになる。
弦＝16　矢＝4
 16÷2＝８
 8×8＝64
 64÷4＝16
 16+4＝20

円の直径＝2尺
これを数式に直すと次のようになる。

円の直径＝[(弦÷2）²÷矢]+矢…①

(2)半円の高さと幅から円周を出す法

（資料2左より）
矢をかけ合わせ16坪に成　是に定法6をか
け96坪と知る也　弦をかけ合わせ256坪に
成　右の坪に加え352坪に成　是を開平に
して1尺8寸７分6厘１毛の弧を知る成り

計算すると以下のようになる。
弦＝16　矢＝4
 4×4＝16
 16×6＝96
　　　　　　　  16×16＝256
　　　　　　　96＋256＝352
　　　　　　　　√352＝18.761

円周（円弧）＝1尺8寸7分6厘1毛
是を数式に直すと次のようになる。

円弧の長さ＝√（矢2×定法6）+弦²…②

資料1



<6>

５ 

規
矩
術
に
お
け
る
円
弧
の
算
出
方
法

　

大
工
の
棟
梁
（
と
う
り

う
）
が
行
う
計
算

方
法
で
、
曲
尺
を
使

て
円
弧
の
長
さ
を
求
め

る
弧
矢
規
矩
術
が
あ
る
。

　

天
明
8
年（
1
7
8
8
）、溝
口
内
匠
源
林
卿

著
の
「
方
円
順
度
」
に
お
い
て
弧
矢
規
矩
術
の

図
解
が
な
さ
れ
て
い
る（
資
料
3
）。

　

資
料
３
の
方
法
で
あ
れ
ば
、計
算
を
せ
ず
に

弧
長
が
得
ら
れ
る
。弧
長
に
輪
石
の
厚
さ
を
加

え
て
再
度
図
化
す
れ
ば
、輪
石
の
内
側
と
外
側

の
円
弧
が
得
ら
れ
、そ
れ
を
輪
石
の
数
で
割
れ

ば
輪
石
1
個
の
寸
法
が
得
ら
れ
る
。

７ 

ま
と
め

　

川
幅
と
路
面
の
高
さ
を
決
め
れ
ば
、
い
と
も

簡
単
に
円
弧
の
値
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な

た
が
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
数
値
に
準

じ
て
石
を
刻
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。尺
・
寸
・

分
ま
で
は
刻
め
る
が
、
厘
・
毛
の
単
位
は
刻
む

こ
と
は
で
き
な
い
。そ
こ
で
端
数
を
そ
ろ
え
た

数
値
で
石
を
刻
み
、
端
数
処
理
し
た
数
値
の
合

計
を
輪
石
の
中
心
に
あ
る
楔
石
（
要
石
）
で
調

整
し
て
い
る
。輪
石
の
中
で
も
一
段
と
大
き
く

造
ら
れ
た
楔
石
が
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
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熊
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。
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６ 和算と規矩術の誤差

（資料3より）
弧矢弦規矩術
弦8寸、矢2寸　弧間図庚甲斜を量て答曰く
　術弦線を甲乙とす　矢を乙丙とす　矢2個
丁戊とす　又戊甲の斜線を設けてその線よ
り矩を合わせて丁己の長さ戊庚を引き　庚
甲斜線を懸け是を量れば弧の寸を得る也　
　但し弧矢弦を知ってその積を知る術欠円
の全積を知る術を以て為すなり

弧矢規矩術の図に寸法を充てて計算上確認
すると以下のような結果となった。
弦8寸、矢2寸で弧矢規矩術の図に当てはめる
と弧の長さが9寸6分3厘となるが、数式で求め
ると次のようになる。

弦線　甲乙（丁）8寸、　矢　丙乙2寸　
　　　　　　 8²＋（2×2）²＝80（甲戊線）
　Δ戊己丁のうち直線戊丁＝4²
　　　　　　　   直線己丁＝（3.59）²
　　　　　　　   直線戊己＝（1.764）²　
　 4²＝（3.59）²＋（1.764）²
　16＝12.8881＋3.1117
　16≒15.9998
　直線己丁＝（3.59）²となる。

従って直線戊庚も（3.59）²となる。
直線（甲戊）²＋（戊庚）²＝（庚甲）²の式が成り
立つ。

√(80＋12.8881)＝√92.8881
　　　　　　　 ≒9.63
9寸6分3厘となる。

　和算で規矩術の数値を入れ込んで計算すると以下
のような結果が得られた。
弦8寸、矢2寸における弧の値
円弧の長さ＝√（矢2×定法6）+弦²
　　　    弧＝√（24＋64）
　　　　　＝√88
　　　　　＝9.380831
　　　　　≒9.380
弧の長さは、9寸3分8厘となる。
　このことから和算と規矩術では和算が短く、規矩術
に数値の伸びが認められる。

弦（幅）

矢
（高さ）

弧（円周）
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和
而
不
同
下
鶴
橋（
熊
本
･
御
船
町
）

和
し
て
同
じ
か
ら
ず

　

御
船
町（
熊
本
県
上
益
城
郡
）の
下
鶴
橋
の

橋
脚
部
を

傍
観

で
な
く

凝
視

し
な

が
ら
イ
ラ
ス
ト
風
に
描
き
た
く
て
、右
岸
上
流

側
の
坂
を
下

た
。

　

ま
ず
、用
意
し
て
き
た
は
さ
み
で
橋
脚
部
周

辺
を
覆
う
草
木
を
剪
定（
せ
ん
て
い
）し
た
。ツ

ユ
ク
サ
の
群
青
色
の
花
は
ほ
ほ
笑
み
か
け
て

き
た
の
で
残
し
た
。橋
脚
部
の
輪
石
の
並
び
に

相
対
し
た
場
所
に
立
ち
、広
範
囲
を
視
界
に
入

れ
よ
う
と
後
退
す
る
が
、５

下
が
る
の
が
や

と
。後
方
は
八
勢
川
の
水
音
が
足
下
に
響

く
。そ
ん
な
位
置
か
ら
向
き
合
う
橋
裏
の
石
材

群
の
あ
み
だ
く
じ
模
様
は
、気
合
い
負
け
し
そ

う
な
迫
力
で
、こ
れ
は
架
設
時
の
石
工
衆
に
よ

て
注
入
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ

な
の
だ
ろ
う
。

　

石
工
、橋
本
勘
五
郎
が
明
治
15
年
に
記
し
た

「
木
ノ
倉
下
靎
目
鑑
橋
架
設
目
論
見
帳（
も
く

ろ
み
ち

う
）」に
は
、「
目
鑑
橋
渡
り
拾
三
間
」

（
約
23
・
４

）、「
巾
三
間
」（
約
５
・
４

）と
あ

る
。ス
ケ

チ
ブ

ク
を
広
げ
た
ま
ま
、振
り
返

て
対
岸
の
ア

チ
脚
部
へ
目
を
や
る
と
、基

礎
部
の
辺
り
は
ス
カ

ト
の
裾
の
よ
う
に
広

が

て
い
る
。

　

橋
裏
を
描
き
始
め
る
。ま
ず
基
礎
石
を
眺
め

る
と
見
え
隠
れ
し
て
約
10
個
が
並
ぶ
。そ
の
下

は
岩
盤
だ
ろ
う
か
ら
は
し
ご
胴
木
の
設
置
は

不
要
だ

た
ろ
う
。２
段
目
に
並
ぶ
11
個
の
輪

石
の
上
は
横
長
の
巨
石
を
含
め
８
個
が
並
び
、

す
り
合
わ
せ（
接
合
面
）は
真
一
文
字
の
水
平

線
。そ
の
上
の
段
も
同
様
の
す
り
合
わ
せ
と

な

て
い
る
。

　

水
平
真
一
文
字
に
並
ん
だ
石
材
に
見
ほ
れ

て
い
る
と
、石
工
養
成
講
座
で
指
導
さ
れ
た

竹
部
光
春
師
匠
の
言
葉
が
よ
み
が
え

て
く

る
。

「
石
材
を
据
ゆ

と
き
に

、上
の
段
、さ
ら
に

上
の
段
と
重
ぬ
る
わ
け
だ
け
ん
、上
の
石
の

重
量
で
下
に
据
え

た
石
が
ず
れ
た
り

傾
い
た
り
せ
ん
ご

つ
、裏
込
め
石
を
差

し
込
ん
で
お
か
に

な
ら
ん
」

　

ま
た
、隣
接
す
る

石
材
同
士
の
接
合

点
は
２
カ
所
必
要

と
、指
導
さ
れ
て
お

ら
れ
た
の
を
思
い

出
し
、橋
本
勘
五
郎

を
筆
頭
に
数
多
く

の
石
工
衆
の
詳
細

か
つ
念
入
り
な
技

が
、築
造
か
ら
１
２
０
年
余
り
経
過
し
て
も
、

水
平
真
一
文
字
の
す
り
合
わ
せ
を
維
持
し
て

い
る
の
だ
と
感
心
し
て
見
つ
め
た
。

　

下
鶴
橋
は
、勾
欄（
こ
う
ら
ん
）の
彫
り
物

や
円
柱
手
す
り
の
造
作
を
見
る
と
、装
飾
性

の
高
い
め
が
ね
橋
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
け
れ

ど
、橋
脚
部
へ
下
り
て
石
材
の
積
み
方
を
観
察

す
る
と
、す
り
合
わ
せ
の
水
平
直
線
の
見
事

な
繰
り
返
し
技
に
驚
嘆
す
る
。１
８
８
６（
明

治
19
）年
架
橋
さ
れ
た
こ
の
橋
の
工
事
に
従
事

し
た
石
工
衆
の
基
本
に
忠
実
な
技
は
、同
年
代

の
他
の
め
が
ね
橋
で
も
見
る
こ
と
が
可
能
な

の
か
と
思
う
ほ
ど
の
出
来
栄
え
で
あ
る
。

　

鉛
筆
を
走
ら
せ
な
が
ら
、今
か
ら
50
年
も
前

の
若
き
日
、「
カ
メ
ラ
に
頼
ら
ざ
る
旅
」と
題
し

て
同
人
誌
に
書
い
た
文
を
思
い
起
こ
し
た
。

　

撮
影
時
は
視
野
全
体
を
把
握
し
た
と
思
い

な
が
ら
、実
は
被
写
体
を
自
分
の
も
の
と
し
て

心
が
捉
え
て
い
な
い
。単
に
目
に
映
る
程
度

で
、
凝
視

に
は
ほ
ど
遠
い
。せ

か
く
眼

前
に
展
開
す
る
た
ぐ
い
ま
れ
な
色
や
形
や
質

感
を
、な
ぜ
心
で
捉
え
な
い
の
か
�
。

　

何
と
か
基
礎
石
の
並
び
か
ら
上
へ
５
段
ほ

ど
描
き
、休
憩
。用
意
し
て
き
た
メ
ジ

で

輪
石
の
中
の
巨
石
の
計
測
を
試
み
た
。長
さ
が

小
生
の
身
長
と
同
じ
１
７
０

あ
り
、山
都
町

の
浜
町
橋
の
橋
脚
部
の
石
材
も
同
サ
イ
ズ
だ

た
こ
と
を
思
い
出
す
。幅
は
60

。輪
厚
は
85

も
あ
り
、通
潤
橋（
同
町
）の
90

に
迫
る
。

　

ス
ケ

チ
ブ

ク
に
計
測
値
を
記
入
し
た
後

に
、６
段
目
の
並
び
か
ら
再
び
描
き
始
め
た
。

輪
石
の
下
か
ら
上
に
向
か

て
わ
ず
か
ず
つ
狭

く
な
る
。ず

と
見
上
げ
た
姿
勢
で
い
た
ら
首

が
痛
く
な

て
き
た
の
で
10
段
目
で
や
め
た
。

　
「
イ
ラ
ス
ト
」と
い
う
言
葉
は
、「
説
明
図
」と

も
訳
さ
れ
る
よ
う
だ
。描
き
な
が
ら
、輪
石
が

形
成
す
る
橋
裏
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
石
材
の

幾
何
学
模
様
を
見
つ
め
、
和
而
不
同

和
し

て
同
じ
か
ら
ず

の
世
界
を
建
造
物
に
反
映

し
た
盤
石
の
石
積
み
に
感
心
す
る
。描
き
き
れ

な
か

た
橋
裏
の
高
い
と
こ
ろ
は
、天
蓋（
て
ん

が
い
）と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。こ
こ
も
や

ぱ

り

和
而
不
同

の
世
界
が
続
き
、径
間
23
・

７

の
石
造
め
が
ね
橋
の
橋
裏
の
あ
み
だ
く

じ
模
様
を
形
成
し
、１
２
０
年
以
上
も
維
持
し

て
い
る
。

　

こ
れ
は
架
設
工
事
を
前
に
石
工
、橋
本
勘
五

郎
が
描
い
た「
永
代
不
朽
の
橋
を
架
け
る
」と

い
う
想（
お
も
）い
の
具
現
化
だ
と
確
信
す
る
。

明
治
20
年
代
に
は
八
代
に
セ
メ
ン
ト
工
場
が

操
業
を
開
始
す
る
と
、架
橋
工
事
は
職
人
技
か

ら
量
産
体
制
へ
と
移
行
し
、伝
統
的
工
法
は
衰

退
し
始
め
る
。そ
う
い
う
意
味
か
ら
す
る
と
、

下
鶴
橋
は
明
治
の
石
造
め
が
ね
橋
の
金
字
塔

と
言
え
よ
う
。　　

 （
２
０
１
５
年
８
月
５
日
）
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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～

　

大
分
県
の
鳥
居
橋
が
築
造
１
０
０
年
。
海

外
か
ら
そ
の
技
術
が
日
本
に
伝
搬
し
た
石
造

ア

チ
橋
で
す
が
、
同
橋
は
、
人
々
の
思
い

と
現
地
の
技
術
が
見
事
に
融
合
・
発
展
し
た
、

石
造
文
化
の
華
で
あ
る
と
言
え
る
で
し

う
。

　

軸
丸
英
顕
会
員
の
「
石
橋
を
守
る
た
め
に
」

は
、
今
回
号
で
つ
い
に
最
終
回
。
石
橋
を
現

地
保
存
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
、
古
い
石
橋
を
生
か
す
活
動

の
重
要
性
を
再
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

か
ね
て
よ
り
病
気
療
養
中
だ

た
元
事
務

局
次
長
の
浦
田
勝
美
氏
が
永
眠
（
享
年
60
歳
）

さ
れ
ま
し
た
。
流
失
や
撤
去
な
ど
で
消
失
し

た
石
橋
に
向
け
ら
れ
た
視
線
が
印
象
的
で
し

た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

（
会
報
担
当　

中
村
ま
さ
あ
き
）

　

眼
鏡
橋
の
架
橋
技
術
は
本
当
に
中
国
か

ら
日
本
へ
来
た
の
だ
ろ
う
か
│
。中
国
の
友

人
か
ら
、「
外
国
人
が
広
大
な
中
国
各
地
に

散
在
す
る
橋
を
一
人
で
探
す
の
は
不
可
能

で
す
」と
言
わ
れ
た
が
、
ど
う
し
て
も
自
分

の
目
で
確
か
め
た
か

た
。

 　

取
材
で
は
、
レ
ン
タ
カ

の
走
行
距
離

が
１
日
７
０
０

を
超
え
る
日
も
あ

た
。

さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
あ

た
が
、

２
０
１
０
年
３
月

１
４
年
４
月
の
４
年

間
で
、中
国
の
隋
か
ら
清
ま
で
の
時
代
の
代

表
的
な
古
橋
を
ほ
ぼ
取
材
で
き
た
。

　

上
塚
尚
孝
事
務
局
長
（
熊
本
県
・

東
陽
石
匠
館
名
誉
館
長
）
が
熊
本
県

内
の
め
が
ね
橋
を
あ
ら
た
め
て
現
地

取
材
し
ま
と
め
た
、「
熊
本
の
目
鑑
橋

3
4
5
」が
こ
の
３
月
、
熊
本
日
日
新

聞
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。

　

現
在
80
歳
の
上
塚
事
務
局
長
の
こ

れ
ま
で
の
調
査
・
研
究
成
果
を
基
に

各
橋
に
解
説
が
付
け
ら
れ
、四
季
折
々

の
表
情
を
見
せ
る
橋
の
写
真
は
次
男

の
寿
朗
氏
が
撮
影
。石
橋
と
と
も
に
現

地
を
訪
れ
る
際
に
役
立
つ
よ
う
周
辺

熊
本
の
石
橋
を
網
羅

「
熊
本
の
目
鑑
橋
３
４
５
」

の
地
図
も
掲
載
さ
れ
る
。ま
た
、
資
料

編
と
し
て
、
県
内
の
目
鑑
橋
架
設
年

表
、
各
橋
の
主
要
デ

タ
の
一
覧
表
が

巻
末
に
収
録
さ
れ

る
。熊
本
の
石
橋
探

訪
の
ベ
ス
ト
ガ
イ
ド

の
登
場
と
言
え
よ

う
。（
広
報
部
）

 　

現
地
で
は
橋
の
多
様
性
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、そ
の
ス
ケ

ル
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ

れ
た
。そ
の
中
か
ら
１
６
５
カ
所
の
橋
を
選

ん
で
こ
の
３
月
、中
国
の
古
橋
を
日
本
に
紹

介
す
る
初
の
写
真
集
を
刊
行
し
た
。

　

上
写
真
の「
卞
橋
」は
金
代（
１
１
８
１
年
）

重
建
、
明
代（
１
５
８
１
年
）に
重
修
。橋
長

25

、橋
幅
６

。2
0
１
１
年
3
月
、日
の

出
の
時
刻
に
撮
影
し
た
。（
文

榊　

晃
弘
）

【訃報】浦田勝美氏（熊本）が、2015年10月27日永眠。享年60歳。元事務局
次長。会報の編集・制作を担当。

体験風景　写真提供／尾上一哉

大会
情報 榊 晃弘写真集

中国の古橋(こきょう)
花乱社
2016年3月1日　発行
定価（本体5,200円＋税）

第3７回大会を大分県宇佐市院内町で開催

熊
本
県
立
矢
部
高
校
生
徒

石
工
の
技
術
を
体
験
学
習

2016年5月14・15日、院内文化交流ホール（院内支所そば）

　

江
戸
期
築
造
の
通
潤
橋
が
あ
る
熊
本
・

山
都
町
の
県
立
矢
部
高
校
緑
学
科
の
２

年
生
７
人
が
今
年
２
月
５
日
、
緑
地
広
場

（
同
町
）
で
石
材
加
工
な
ど
を
体
験
。石
橋

を
地
元
の
誇
り
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
、

本
会
が
企
画
し
実
現
し
た
。（
広
報
部
）

石
橋
の
あ
る
風
景

橋卞「 影撮弘晃　榊 （べんきょう）」
中華人民共和国・山東省泗水県東部泉林鎮

熊本の目鑑橋345
上塚 尚孝　著
上塚 寿朗　撮影
熊本日日新聞社
2016年3月発行予定
予価（本体3,000円＋税）


