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熊
本
県
山
鹿
市・日
輪
寺
公
園
内
へ
の
移
設
を
経
て

事
務
局
長　
上
塚 

尚
孝（
熊
本
県
）

湯
町
川
橋（
湯
町
橋
）２
０
０
年

　

江
戸
時
代
後
半
に
肥
後
で
は
、
１
０

０
基
以
上
の
め
が
ね
橋
が
架
設
さ
れ

た
。湯
町
橋
は
５
番
目
に
古
く
、
二
つ
め

が
ね
（
２
連
ア
ー
チ
橋
）
と
し
て
は
県
内

最
古
で
あ
る
。２
連
の
め
が
ね
橋
は
、
熊

本
に
10
基
ほ
ど
あ
る
が
、
菊
池
川
支
流

の
吉
田
川
に
は
同
橋
の
上
流
に
、
熊
入

橋（
消
失
）や
大
坪
水
路
橋（
移
設
）な
ど

の
２
連
橋
も
架
か
っ
て
い
た
。

　

湯
町
橋
を
最
初
に
見
た
の
は
、
１
９

７
２
（
昭
和
47
）
年
の
早
春
。河
川
改
修

工
事
の
案
内
板
が
立
ち
、
す
ぐ
上
流
で

橋
脚
工
事
が
始
ま
っ
て
い
た
。

　

橋
の
東
側
親
柱
を
見
る
と
、
次
の
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

　
　

右
大
正
元
年
十
二
月
増
築

　
　

湯
町
橋

　
　

左
文
化
十
一
年
十
一
月
築
設

　

こ
の
橋
は
豊
前
街
道
に
架
か
り
、
山

鹿
の
ま
ち
の
西
玄
関
口
に
当
た
る
。大
正

元
年
、
同
様
の
石
材
を
使
い
大
き
さ
も

同
じ
め
が
ね
橋
を
上
流
側
に
造
る
こ
と

で
橋
を
拡
幅
し
て
い
る
。当
時
の
人
々

の
景
観
重
視
の
姿
勢
を
見
る
よ
う
で

「
偉
い
」と
、高
く
評
価
し
て
い
た
。

　

し
か
し
河
川
改
修
に
よ
り
、
こ
の
橋

を
取
り
壊
す
と
い
う
の
で
あ
る
。当
然

の
よ
う
に
、
山
鹿
市
文
化
財
保
護
委
員

会
と
山
鹿
文
化
財
を
守
る
会
は
、
移
転

保
存
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
。そ
の
結

果
、
橋
は
同
市
の
日
輪
寺
公
園
内
に
移
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熊
本
県
山
鹿
市
の
吉
田
川
に
架
か
っ
て
い
た
１
９
７
２
年
当
時
の
湯
町
川
橋（
湯
町
橋
）

写
真
提
供
／
上
塚
尚
孝（
同
年
１・16
撮
影
）

熊本県山鹿市・日輪寺公園内の湯町川橋
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設
さ
れ
る
こ
と
に
落
ち
着
い
た
。

　

１
９
７
５（
昭
和
50
）年
５
月
、
移
設

工
事
を
見
に
行
っ
た
私
は
、そ
こ
で
初
め

て
支
保
工
を
見
た
。そ
れ
も
２
連
だ
。要

石
ら
し
い
石
材
に
は
「
山
鹿
郡
湯
町
川

眼
鏡
橋
」と
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

　

は
は
ぁ
、
湯
の
町
、
山
鹿
を
流
れ
る
吉

田
川
を
昔
の
人
々
は
、「
湯
町
川
」
と
呼

ん
で
い
た
の
だ
と
納
得
し
た
。

　

文
化
11
年
は
西
暦
１
８
１
４
年
。陸

（
お
か
）
に
上
が
っ
た
湯
町
川
橋
（
湯
町

橋
）は
今
年
、
築
造
か
ら
２
０
０
年
目
を

迎
え
る
。

　

移
設
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
復
元
工

事
に
携
わ
っ
た
会
員
の
中
村
幸
史
郎
さ

ん
が
詳
し
い
。こ
の
橋
が
撤
去
か
ら
移

設
に
落
ち
着
い
た
話
題
が
あ
っ
た
た
め
、

結
成
さ
れ
て
間
も
な
い
「
日
本
の
石
橋

を
守
る
会
」
の
第
１
回
大
会
の
開
催
地

は
山
鹿
市
と
な
っ
た
。



<2>

◇
講
演
　
岡
崎 

文
雄
氏

　
　
　
　
　（
元 

大
分
の
石
橋
を
研
究
す
る
会
会
長
）

  「
大
分
の
石
橋
　
現
状
と
課
題
」

　

大
分
県
宇
佐
市
の
院
内
町
は
75
基
の
石
橋
が
現
存
す
る
「
日
本

一
を
誇
る
石
橋
の
ま
ち
」。宇
佐
市
は
郷
土
の
偉
人
顕
彰
事
業
の
一

環
と
し
て
石
工
の
名
棟
梁
、
松
田
新
之
助
を
取
り
上
げ
昨
年
9
月

21
日
、「
い
ん
な
い
石
橋
フ
ォ
ー
ラ
ム
」を
同
町
の
平
成
の
森
公
園
・

農
村
交
流
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
た
。是
永
修
治
市
長
の
挨
拶
の
後
、

前
半
は
元
大
分
の
石
橋
を
研
究
す
る
会
会
長
の
岡
崎
文
雄
氏
（
会

員
）が「
大
分
の
石
橋　

現
状
と
課
題
」と
題
し
講
演
。後
半
は
岡
崎

氏
と
上
塚
尚
孝
事
務
局
長
を
含
む
５
人
が
、「
石
橋
の
保
存
と
ま
ち

づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
語
っ
た
。会
場
に
は
末
永
暢
雄
副
会
長
が
院

内
町
の
石
橋
絵
画
を
持
参
し
展
示
し
た
。

　

私
の
調
査
で
は
、
全
国
に
２
０
０
０
基
余

り
の
ア
ー
チ
石
橋
が
あ
る
よ
う
で
す
。大
分
県

に
は
５
０
４
基
、う
ち
院
内
町
に
61
基
あ
り
ま

す
。

両合川橋（国登録有形文化財）
1925（大正14)年架橋、棚田の風景に溶け込む単一アーチ
壁石は棚田の石垣と同様の自然石の乱積み

鳥居橋（県指定有形文化財）
1916（大正5）年架橋、石工棟梁は松田新之助、設計者は
都留清一郎、細く高い橋脚が優美な布積みの５連アーチ

「
日
本
一
を
誇
る
石
橋
の
ま
ち
」 

大
分
・
院
内
町
で
開
催

「
い
ん
な
い
石
橋
フ
ォ
ー
ラ
ム
」報
告

石
橋
の
あ
る
風
景
を
地
元
の
宝
に

　

大
分
県
の
ア
ー
チ
石
橋
の
特
徴
は
、２
〜
８

連
ま
で
の
多
連
ア
ー
チ
橋
が
多
い
、
水
路
（
井

路
）橋
が
多
い
、
架
設
年
代
で
は
約
９
割
が
明

治
後
期
か
ら
昭
和
前
期
、石
の
積
み
方
で
は
布

積
み
の
橋
が
多
い
│
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

布
積
み
が
多
い
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
、
明
治
25
〜
39
年
に
か
け
、
工
部
大
学
校

（
東
京
大
学
の
前
身
）
卒
業
の
新
し
い
技
術
を

学
ん
だ
技
師
３
人
が
、大
分
に
来
て
国
道
整
備

を
行
っ
た
こ
と
で
す
。そ
れ
以
降
、
大
分
の
石

橋
は
乱
積
み
か
ら
、長
方
形
の
石
材
を
規
則
的

に
つ
な
げ
、
接
合
面
に
セ
メ
ン
ト
を
使
用
し
た

布
積
み
の
新
工
法
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

現
在
も
国
道
10
号
・
２
１
０
号
の
旧
道
に

多
く
の
石
橋
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
県
の

直
轄
事
業
と
し
て
幹
線
道
路
に
丈
夫
な
永
久

橋
と
し
て
石
橋
が
架
け
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
、

支
線
の
道
路
に
寄
付
金
な
ど
で
地
元
の
住
民

に
よ
っ
て
多
く
の
石
橋
が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、大
分
に
は
布
積
み
の
石
橋
が
多

い
と
述
べ
ま
し
た
が
、
院
内
町
の
75
基
の
石
橋

の
う
ち
布
積
み
は
10
基
程
度
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。院
内
町
は
従
来
の
乱
積
み
が
多
い
の
で

す
。大
分
で
は
例
外
の
地
域
に
な
り
ま
す
。

　

大
分
の
石
橋
の
課
題
と
し
て
は
、「
守
る
、伝

え
る
、生
か
す
」で
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
「
守
る
」で
は
、
丈
夫
な「
馬
溪
橋
」（
中
津
市

指
定
有
形
文
化
財
）の
せ
い
で
洪
水
被
害
が
拡

大
し
た
と
、
地
元
住
民
が
架
け
替
え
を
要
望

し
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。被
災
さ
れ
た
住
民
の

意
思
で
す
の
で
尊
重
す
る
の
が
当
然
で
し
ょ

う
。た
だ
、
大
正
12
年
の
架
設
当
時
は
地
元
の

希
望
で
架
け
た
石
橋
が
、
今
は
見
放
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
悲
し
い
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

　

豊
後
大
野
市
と
臼
杵
市
の
市
境
に
架
か
る

「
虹
潤
橋
」で
す
が
、
平
成
11
年
に
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
訳
か

駐
車
ス
ペ
ー
ス
も
ト
イ
レ
も
な
い
状
況
で
す
。

　
「
伝
え
る
」で
は
、
豊
後
大
野
市
の
日
本
ジ
オ

パ
ー
ク
認
定（
＊
）に
よ
り
、
多
く
の
人
に
土
地

の
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。私

は
大
分
県
全
体
が
、
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
め
ら
れ

て
も
い
い
よ
う
な
地
形
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
生
か
す
」で
は
、
石
橋
だ
け
で
な
く
、
石
橋

の
架
か
る
美
し
い
風
景
を
後
世
に
残
し
、
地
元

の
た
め
に
生
か
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

　

今
後
も
院
内
町
で
は
石
橋
の
あ
る
風
景
を

「
ま
ち
の
宝
」と
し
て
残
し
て
く
だ
さ
い
。

＊　
「
ジ
オ
パ
ー
ク
」の
ジ
オ
と
は
地
球
の
こ
と
。地
形
や
生

態
系
と
人
間
生
活
の
関
わ
り
を
考
え
ら
れ
る
場
所
。地
元

ガ
イ
ド
養
成
が
認
定
に
不
可
欠

写
真
提
供
／
中
村
ま
さ
あ
き

岡崎　文雄氏

会
場
風
景

　
　
　
＝
昨
年
９
月
21
日
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パ
ネ
リ
ス
ト

　

岡
崎 
文
雄
氏

　

向
野 　

茂
氏（
宇
佐
市
文
化
財
調
査
委
員
）

　

高
野 

弘
之
氏（
豊
後
大
野
市
教
育
委
員
会
）

　

上
塚 

尚
孝
氏（
熊
本
・
東
陽
石
匠
館
館
長
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

桜
井 

成
昭
氏（
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
）

　

桜
井　

豊
後
大
野
市
の
高
野
さ
ん
は
、同
じ

大
分
の
院
内
町
を
ど
う
見
て
い
ま
す
か
。

　

高
野　

う
ら
や
ま
し
い
限
り
で
す
。石
橋
へ

の
案
内
板
や
標
識
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
も
よ

く
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。欄
干
が
低
い
橋
に
は

Ｐ
Ｔ
Ａ
が
子
ど
も
に
注
意
を
促
す
看
板
を
立

て
る
こ
と
で
、欄
干
を
改
修
せ
ず
昔
の
ま
ま
の

姿
を
保
と
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

桜
井　

熊
本
と
大
分
で
は
、石
橋
の
特
徴
に

違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

上
塚　

熊
本
に
は
江
戸
時
代
に
架
設
さ
れ

た
石
橋
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。石
材
の
接
合

面
を
セ
メ
ン
ト
な
ど
で
接
着
を
行
わ
な
い「
空

積
み
」
と
い
う
工
法
で
造
ら
れ
、
水
面
か
ら
ア

ー
チ
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
に
対
し
大
分

の
石
橋
は
、
ま
ず
橋
脚
を
立
て
、
そ
の
上
に
ア

ー
チ
を
こ
し
ら
え
て
あ
り
ま
す
。

　

桜
井　

岡
崎
さ
ん
の
講
演
を
聞
き
、院
内
町

で
は
新
旧
の
工
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。

　

岡
崎　

江
戸
時
代
は
備
前
か
ら
石
工
集
団

が
豊
後
に
来
て
、干
拓
工
事
な
ど
を
や
り
ま
し

た
。豊
後
の
熊
本
藩
の
飛
び
地
で
は
、
肥
後
の

石
工
が
石
橋
を
架
け
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。幕

府
直
轄
地
だ
っ
た
日
田
に
は
、
筑
後
の
技
術
が

伝
わ
っ
た
よ
う
で
す
。た
だ
「
虹
潤
橋
」

に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
技
術
の
伝

搬
を
裏
付
け
る
に
十
分
な
資
料
は
残

っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

上
塚　

熊
本
城
の
石
垣
に
は
、
山

か
ら
割
り
出
し
た
石
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
て
い
ま
す
。形
が
非
常
に
不
規
則

な
の
で
、
石
工
棟
梁
が
順
次
、
石
の
積

み
方
を
指
示
し
工
事
が
進
め
ら
れ
た

よ
う
で
す
。や
が
て
時
代
が
下
る
と
、

石
材
の
形
や
大
き
さ
を
そ
ろ
え
た

「
間
地
石
（
け
ん
ち
い
し
）」
を
使
う
よ
う
に
な

り
ま
す
。石
材
の
規
格
化
が
進
む
こ
と
で
、
乱

積
み
か
ら
布
積
み
に
積
み
方
が
変
わ
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

向
野　

院
内
町
に
は
昔
は
石
工
集
団
が
い

て
、
間
地
石
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。昭
和
26
年

前
後
、「
鳥
居
橋
」そ
ば
の「
松
木
橋
」（
現
在
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
巻
き
）
を
架
け
る
際
、
県
は
木

製
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
も
検
討
し
た
結
果
、
工

期
が
短
く
コ
ス
ト
が
安
い
と
い
う
こ
と
で
、
石

造
ア
ー
チ
橋
を
架
け
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

桜
井　

橋
を
１
つ
造
る
の
に
も
、
地
域
に
石

橋
を
架
設
で
き
る
集
団
が
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

上
塚　

豪
雨
な
ど
で
石
橋
が
被
害
を
受
け

た
場
合
、修
復
が
必
要
に
な
り
ま
す
。そ
の
際
、

◇
パ
ネ
ル
ディ
ス
カ
ッシ
ョン

  「
石
橋
の
保
存
と
ま
ち
づ
く
り
」

築
造
年
代
ご
と
に
そ
の
時
代
の
技
法
で
修
復

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。技
術
の
習
得
は
簡

単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
石
橋
を
守
る

会
で
は
、そ
う
し
た
技
術
を
習
得
す
る
た
め
の

石
工
養
成
講
座
を
３
年
前
に
始
め
ま
し
た
。

　

高
野　

豊
後
大
野
市
は
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク

認
定
を
き
っ
か
け
に
、
地
域
を
再
評
価
す
る
動

き
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

向
野　

院
内
町
で
は
皆
さ
ん
が
、地
域
活
性

化
に
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
い
う
機
運
に
な
っ

て
い
ま
す
。遠
方
か
ら
来
て
く
だ
さ
る

人
の
た
め
に
も
、
石
橋
を
文
化
財
と
し

て
大
事
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

岡
崎　

ど
こ
の
地
域
も
過
疎
化
・

高
齢
化
が
進
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、
今

後
は
若
い
人
を
巻
き
込
ん
だ
活
動
が

よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
も
、
ま
ち
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
方
策
を
検
討
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

桜
井　

ふ
る
さ
と
の
魅
力
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
石
橋
と
い
う
切
り

口
で
、
地
元
の
良
さ
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で

き
る
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

上塚　尚孝氏

桜井　成昭氏

向野　茂氏

高野　弘之氏

若
者
の
参
加
が
重
要
に 

岡
崎
氏

石
橋
は
大
事
な
文
化
財 

向
野
氏

地
元
再
評
価
の
動
き
へ 

高
野
氏

技
術
者
の
養
成
を
図
る 

上
塚
氏

石
橋
を
地
元
の
魅
力
に 

桜
井
氏
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校庭に築造された父の背橋
　　　　　＝2013年9月21日　写真提供／中村まさあき

左は工事中＝2011年5月8日、右は完成＝同年9月25日　写真提供／宇佐市立院内北部小学校

　
│
小
学
校
に
な
ぜ
、
石
橋
を
造

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
。　

　

河
野　

Ｐ
Ｔ
Ａ（
父
親
部
）
の

活
動
と
し
て
、
児
童
が
地
域
の
文

化
や
母
校
に
誇
り
を
持
て
る
よ

う
に
し
た
い
、
作
業
を
通
し
て
親

睦
を
深
め
た
い
、
父
親
の
か
っ
こ

い
い
姿
を
子
ど
も
に
見
せ
た
い
と

い
う
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。当
時

部
長
の
宮
丸
尚
幸
さ
ん
が
建
設

会
社
の
経
営
者
で
、
作
業
用
機
械

や
石
を
扱
う
道
具
も
そ
ろ
っ
て
い

ま
し
た
。学
校
に
提
案
し
、
安
全

面
に
十
分
配
慮
し
て
進
め
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
│
石
造
物
の
築
造
専
門
家
が

メ
ン
バ
ー
に
い
た
の
で
す
か
。

　
河
野　

専
門
家
と
い
え
る
人

　
大
分
県
の
宇
佐
市
立
院
内
北
部
小
学
校
校
庭
に
保
護
者

が
、
２
連
石
造
ア
ー
チ
橋「
父
の
背
橋
」を
築
造
。Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

の一環
と
し
て
２
０
０
８
年
に
始
ま
っ
た
石
橋
造
り
は
、４
年
の

歳
月
を
か
け
11
年
に
完
成
し
た
。近
く
に
児
童
ら
の
手
書
き
案

内
板
が
立
て
ら
れ
、
保
護
者
ら
が
作
っ
た
石
橋
や
地
域
への
思

い
を
込
め
た
歌
が
学
校
で
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。石
橋
築
造

の
状
況
や
感
想
に
つ
い
て
、
同
校
父
親
部
部
長
の
河
野
修一さ

ん
に
話
を
聞
い
た
。（
2
0
1
3
年
９
月
23
日
広
報
部
取
材
）

父
親
た
ち
が
汗
を
か
き
石
橋
を
築
造

小
学
校
に「
父
の
背
橋
」 

大
分
・
院
内
町

は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。学
校
で
説

明
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
地
元
の

石
工
さ
ん
に
石
橋
の
工
事
手
順

を
聞
い
て
、
図
面
と
作
業
用
の
資

料
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
│
作
業
は
順
調
で
し
た
か
。

　
河
野　

地
元
工
務
店
か
ら
情

報
を
得
て
、
古
い
家
を
改
築
し
た

際
の
敷
石
や
庭
石
を
も
ら
い
ま

し
た
。石
を
カ
ッ
タ
ー
で
切
り
、ド

リ
ル
で
矢
穴
を
掘
り
ハ
ン
マ
ー
で

た
た
い
て
割
り
ま
し
た
。２
０
０

８
年
か
ら
始
め
、
延
べ
１
５
２

日
・
約
９
０
０
人
が
参
加
し
、
完

成
に
４
年
か
か
り
ま
し
た
。

　
│
苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
？

　
河
野　

細
か
な
作
業
を
指
導

し
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
こ

と
で
す
。皆
が
見
様
見
ま
ね
、
試

行
錯
誤
の
連
続
で
し
た
。ま
た
、

途
中
で
作
業
に
人
が
集
ま
ら
な

く
な
っ
た
の
で
、
参
加
者
を
促
す

工
夫
が
必
要
で
し
た
。そ
れ
で
、

焼
き
芋
大
会
や
豚
汁
の
昼
食
会

を
兼
ね
る
な
ど
し
ま
し
た
。

　
│
築
造
中
に
印
象
に
残
っ
た
こ

と
な
ど
は
何
で
す
か
。

　
河
野　

要
石
が
う
ま
く
は
ま
っ

て
、
ア
ー
チ
が
２
つ
で
き
た
と
き

は
達
成
感
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ

か
ら
、
土
台
も
石
材
の
接
合
部
分

も
セ
メ
ン
ト
を
使
い
、
し
っ
か
り

補
強
し
て
い
ま
す
が
、
支
保
工
を

外
す
と
き
は
、
崩
れ
や
し
な
い
か

と
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
が
、
大
丈

夫
な
の
で
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

　
│
今
の
お
気
持
ち
な
ど
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
河
野　

当
初
の
目
的
を
達
成

で
き
、
学
校
に
残
せ
る
も
の
が
で

き
て
、
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。今
後
は
橋
の
下
に
水
辺
の
環

境
、
ビ
オ
ト
ー
プ
を
整
備
し
、
児

童
が
自
然
の
中
の
生
態
系
を
学

べ
る
よ
う
に
で
き
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。石
橋
の
近
く
で
何
か

行
事
を
行
い
、
地
域
の
方
々
と
一

緒
に
子
ど
も
を
育
て
て
い
け
た

ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

大
分
県
宇
佐
市
の
院
内
町
で
昨
年
８
月
、石

橋
の
維
持
管
理
・
保
全
修
復
と
活
用
を
図
る

た
め
、「
院
内
石
橋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
ス
タ
ー

ト
し
た
。国
の
平
成
25
年
度
歴
史
的
風
致
維
持

向
上
推
進
等
調
査
に
選
定
、
同
市
に
委
託
さ
れ

た
事
業
で
、石
橋
の
現
状
調
査
を
基
に
し
た
石

橋
点
検
手
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
、
景
観
に
配
慮

し
た
伝
統
工
法
と
現
代
工
法
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
る
補
修
・
保
全
修
復
技
術
の
確
立
、石
橋

を
永
代
橋
と
し
て
保
全
・
活
用
し
て
い
く
た

め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
な
ど
を
行
う
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
は
、
熊
本
大
学
大

学
院
の
山
尾
敏
孝
教
授（
会
員
）を
は
じ
め
、地

元
有
識
者
や
市
民
の
代
表
者
、行
政
機
関
の
職

員
で
構
成
。同
町
の
全
石
橋
75
基
を
対
象
に
、

石
材
の
ひ
び
割
れ
や
開
き
、草
木
の
繁
茂
状
況

な
ど
を
目
視
に
よ
り
現
状
把
握
す
る
実
態
調

査
、石
橋
の
強
度
を
知
る
た
め
縮
小
模
型
を
製

作
し
て
各
種
実
験
が
行
わ
れ
た
。壁
石
を
積
ん

だ
石
造
ア
ー
チ
橋
模
型
を
使
っ
た
実
験
は
日

本
初
と
か
。

　

石
橋
の
補
修
・
点
検
手
法
や
手
順
に
関
す

る
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
今
年
３

月
ま
で
に
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。ま
た
同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、古
い
写
真
、図
面
や
手
記
な
ど

の
貴
重
な
記
録
、石
橋
に
関
す
る
逸
話
な
ど
の

掘
り
起
こ
し
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。大

き
な
成
果
を
期
待
し
た
い
。（
広
報
部
）

大
分
・
院
内
町
　
石
橋
保
全
に
向
け

「
院
内
石
橋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
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副
会
長　

末
永 

暢
雄（
長
崎
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

写
真
提
供
／
末
永 

暢
雄

　

去
る
11
月
２
、
３
日
、
大
分
県
九
重
町
を
訪

ね
た
。前
号
（
83
号
）
で
報
告
し
た
「
桜
と
石
橋

ツ
ア
ー
」（
熊
本
県
上
益
城
郡
方
面
）に
続
く
第

２
弾
。長
崎
県
佐
世
保
市
発
の
ツ
ア
ー
を
募
集

す
る
と
、わ
ず
か
２
週
間
で
19
名
の
参
加
定
員

に
達
し
た
。東
京
か
ら
会
員
の
横
田
寛
子
さ
ん

も
参
加
さ
れ
た
。

　

初
日
、９
時
半
に
佐
世
保
市
を
出
発
し
九
重

町
に
到
着
す
る
と
、ま
ず
石
橋
訪
問
に
は
欠
か

せ
な
い「
う
ど
ん
亭 

都
」で
昼
食
を
取
っ
た
。店

主
で
あ
る
宇
都
宮
重
信
さ
ん
は
大
の
石
橋
好

き
で
、ご
自
分
で
撮
影
さ
れ
た
大
分
県
の
石
橋

の
写
真
を 

お
店
の
壁
と
い
う
壁
に
展

示
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
一
高
所
の
石
橋
」に
感
激

　

九
重
町
に
は
10
基
の
石
橋
が
現
存

し
て
い
る
。最
初
に
訪
れ
た
石
橋
は
、

「
通
水
橋
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
右
田
水

路
橋
」。大
分
県
に
は
井
路
と
も
い
わ

れ
る
、
水
路
に
架
け
ら
れ
た
石
橋
が

多
い
。県
内
に
あ
る
5
0
5
基
の
う

ち
63
基
が
水
路
橋
で
あ
る
（
本
会
調

べ
）。

　

次
に
向
か
っ
た
先
は
、野
上
川
に
架

か
る
「
深
瀬
橋
」「
藤
ノ
尾
橋
」「
妙
見

橋
」。明
治
30
年
前
後
の
県
道
（
現
国

道
２
１
０
号
）
改
修
の
折
に
架
け
ら

れ
た
が
、
各
石
橋
が
架
か
る
箇
所
は

そ
の
後
旧
道
と
な
り
、新
た
な
国
道
２
１
０
号

に
交
通
を
譲
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
輪
石
に
比
し
て
大
き
め
の
契
石

が
使
わ
れ
て
お
り
、
大
変
に
し
っ
か
り
と
し
た

ア
ー
チ
を
形
作
っ
て
い
る
。壁
石
は
そ
れ
ぞ

れ
、
布
積
み
、
打
ち
込
み
剥（
は
）ぎ
、
乱
積
み

と
、
違
っ
た
趣
を
出
し
て
い
る
。共
通
し
て
い

る
の
は
、
親
柱
や
欄
干（
お
そ
ら
く
当
時
の
も

の
）
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
お
し
ゃ
れ
な
デ
ザ

イ
ン
で
あ
る
こ
と
。た
だ
残
念
な
が
ら
、
そ
の

ど
れ
も
が
か
な
り
傷
ん
で
い
た
。

　

さ
て
、今
回
の
ツ
ア
ー
参
加
者
の
最
高
年
齢

は
84
歳
で
、
平
均
年
齢
は
68
歳
。コ
ー
ス
検
討

の
際
、
悩
ん
だ
の
が「
妙
見
宮
車
橋
」。妙
見
宮

は
宝
山
（
８
１
６
㍍
）
の
中
腹
付
近
に
あ
る
宝

八
幡
宮
の
別
宮
で
、八
幡
宮
か
ら
６
０
０
㍍
の

場
所
に
あ
る
。「
日
本
で
一
番
高
所
に
あ
る
石

橋
」と
い
わ
れ
、
そ
こ
に
続
く
道
は
岩
場
で
傾

斜
が
き
つ
く
、
と
て
も
険
し
い
。通
常
は
片
道

１
時
間
ほ
ど
か
か
り
、健
脚
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。そ
の
こ
と
を
参
加
者
に
伝
え
る
と
６
人

が
手
を
挙
げ
、私
を
含
め
７
人
で
向
か
う
こ
と

に
し
た
。

　
７
人
は
妙
見
宮
車
橋
へ
、
思
い
の
ほ
か
早
い

約
45
分
で
到
着
し
た
。そ
こ
は
そ
そ
り
立
つ

岩
、足
が
す
く
む
よ
う
な
場
所
。「
な
ん
で
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
？
」「
ど
の
よ
う
に
し
て
架
け

た
？
」と
感
動
の
声
が
漏
れ
た
。

　

湯
坪
温
泉
の
民
宿
で
は
お
い
し
い
郷
土
料

理
を
食
べ
、
温
泉
で
癒
さ
れ
た
。翌
日
は
紅
葉

の
散
策
。飯
田
高
原
、タ
デ
原
湿
原
、夢
の
大
吊

橋
、九
酔
溪
、そ
し
て
龍
門
の
滝
を
巡
っ
た
。

高
原
の
紅
葉
を
満
喫

　

今
回
の
ツ
ア
ー
で
は
朝
か
ら
降
り
出
し
た

雨
も
、
バ
ス
を
降
り
る
時
に
は
止
む
と
い
う
幸

運
に
恵
ま
れ
た
。石
橋
周
辺
の
紅
葉
は
ま
だ
少

し
早
く
残
念
に
思
っ
て
い
た
が
、
高
原
の
紅
葉

は
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
の
「
百
倍
返

し
」。車
内
で
は
唱
歌
「
紅
葉
」
を
歌
い
、
楽
し

い
、楽
し
い
九
重
町
の
石
橋
訪
問
だ
っ
た
。

　

今
回
の
訪
問
で
は
、都
う
ど
ん
亭
の
宇
都
宮

さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
方
々
に
よ
り
、

石
橋
周
辺
の
草
払
い
な
ど
を
や
っ
て
い
た
だ
い

て
い
た
。ま
た
、
九
重
町
文
化
振
興
会
の
藤
澤

昌
由
さ
ん
に
は
宿
の
紹
介
を
は
じ
め
、こ
の
日

一
日
中
ご
案
内
を
い
た
だ
い
た
。

九
州
の
石
橋
を
訪
ね
る
旅
②

　
　
〜
大
分
県
九
重
町
を
訪
ね
て
〜

「
紅
葉
と
石
橋
ツ
ア
ー
」報
告

左、妙見宮車橋。右上と右下は、同橋へ至る山道を登る参加者

深瀬橋で記念撮影

飯田高原の紅葉
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講
座
への
参
集
が
新
た
な
課
題

リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サイ
ク
ル
推
進
協
議
会

「
平
成
25
年
度 

推
進
功
労
者
等
表
彰 

会
長
賞
」

　
肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
講
座
は
2
0
1
3（
平
成
25
）年
度
で

３
年
目
と
な
り
、
受
講
者
た
ち
は
熊
本
県
上
益
城
郡
山
都
町
の
緑

地
広
場
で
、「
踊
水
橋（
よ
う
す
い
き
ょ
う
）」＝
緑
地
広
場
Ａ
橋
の
再

架
設
、
花
漣
橋（
か
れ
ん
き
ょ
う
）の
架
設
に
取
り
組
ん
だ
。ま
た
本

講
座
は
、循
環
型
社
会
づ
く
り
を
目
指
す
リ
デ
ュ
ー
ス・リ
ユ
ー
ス
・

リ
サイ
ク
ル
推
進
協
議
会
に
評
価
さ
れ
、
本
会
と
尾
上一哉
会
員
が

経
営
す
る
尾
上
建
設（
同
町
）が
会
長
賞
を
受
賞
。13
年
度
講
座
に

つ
い
て
、尾
上
会
員
に
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
。

解
体
し
石
材
を
調
整
し
て

組
み
直
し
た
踊
水
橋

遊
水
橋（
手
前
、2
0
1
1
年
架
設
）と
踊
水
橋（
奥
、13
年

再
架
設
）＝
熊
本・山
都
町
の
緑
地
広
場

花漣橋の支保工架設の様子
＝2013年12月

2
0
1
3
年
度 

肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
講
座

課
題
確
認
し
技
術
磨
く
受
講
者

肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
講
座
実
行
委
員

会
員　

尾
上 

一
哉（
熊
本
県
）

　

２
０
１
３（
平
成
25
）年
度
は
、前
年
度
に
完

成
し
た
実
習
橋
「
踊
水
橋
」
の
解
体
・
組
み
直

し
と
、３
つ
目
の
同「
花
蓮
橋
」の
新
築
を
計
画

し
ま
し
た
。

　

踊
水
橋
は
、前
年
度
計
画
で
は
12
月
に
完
成

予
定
で
し
た
が
、２
カ
月
ほ
ど
工
程
が
遅
れ
た

た
め
に
重
大
な
問
題
が
発
生
し
ま
し
た
。技
術

指
導
を
仰
ぐ
竹
部
光
春
師
匠
が
体
調
を
崩
さ

れ
た
の
で
す
。指
導
が
行
き
届
か
な
い
中
で
の

架
橋
作
業
と
な
っ
た
た
め
、
輪
石
の
仕
法
と
仕

上
げ
に
、種
山
石
工
の
仕
事
と
し
て
は
許
せ
な

い
課
題
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
次
年
度
は
、組
上
げ
た
踊
水
橋
を
解

体
・
組
み
直
し
を
計
画
に
入
れ
ま
し
た
。こ
れ

も
種
山
石
工
の
技
術
を
厳
格
に
継
承
す
る
た

め
必
要
な
こ
と
で
し
た
。

　

13
年
度
、
再
び
踊
水
橋
に
支
保
工
を
設
置

し
、ア
ー
チ
を
浮
か
し
て
要
石
か
ら
順
に
解
体

を
始
め
、
す
べ
て
の
輪
石
を
取
り
去
り
ま
し

た
。手
作
業
で
石
材
表
面
の
仕
上
げ
を
や
り
直

し
、
輪
石
と
要
石
の
大
き
さ
を
調
整
し
、
再
架

橋
を
行
い
ま
し
た
。

　

竹
部
師
匠
の
許
可
で
支
保
工
を
外
し
、踊
水

橋
の
フ
ォ
ル
ム
を
見
た
受
講
者
は
、
種
山
石
工

の
技
術
を
継
承
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
、
納
得
が
い
っ
た
よ
う
で
す
。結
果
と
し
て
、

現
地
で
「
移
設
復
元
」
に
似
た
実
習
を
し
た
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
花
蓮
橋
」は
、幅
２
・
１
㍍
、径
間
４
㍍
、輪

石
厚
０
・
３
㍍
、ア
ー
チ
部
重
量
約
5
㌧
の
石

橋
で
す
。左
右
岸
そ
れ
ぞ
れ
約
10
㌧
ず
つ
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
打
設
し
、基
礎
岩
盤
代
わ
り
に

し
ま
し
た
。大
量
の
石
材
の
中
か
ら
、
輪
石
と

し
て
の
強
度
、形
状
、色
、風
合
い
な
ど
を
吟
味

し
選
り
出
し
、皆
で
加
工
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、こ
の
こ
ろ
か
ら
国
の
大
型
経
済
対

策
（
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
）
に
よ
る
公
共
工
事
の
大

量
発
注
な
ど
の
影
響
が
出
始
め
、建
設
現
場
で

は
極
端
な
人
手
不
足
が
発
生
。そ
の
た
め
、
受

講
者
の
参
集
が
難
し
く
な
り
、毎
週
土
曜
の
講

座
が
開
け
な
い
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。

　

講
座
は
ま
た
し
て
も
年
を
越
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。国
の
政
策
が
こ
こ
ま
で
影
響
す
る
こ

と
は
想
定
外
。次
年
度
が
ど
う
な
る
こ
と
や

ら
、思
い
や
ら
れ
ま
す
。

写
真
提
供
／
中
村
ま
さ
あ
き

　

国
土
交
通
省
か
ら
3
Ｒ（
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ

ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
）
に
関
す
る
取
組
み
の

問
い
合
せ
が
あ
り
ま
し
た
。実
は
当
初
、
私
た

ち
の
愛
す
る
石
橋
を
書
類
上
と
は
い
え
、
産
業

廃
棄
物
扱
い
す
る
こ
と
に
気
が
引
け
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
壊
さ
れ
続
け
る
石
橋
が
3
Ｒ
に
よ

り
守
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
、
会
の
目
的

に
直
結
す
る
と
考
え
ま
し
た
。日
本
の
石
橋
を

守
る
会
の
活
動
、
種
山
石
工
養
成
講
座
の
３
年

の
実
績
な
ど
を
記
載
し
申
請
し
た
結
果
、
会
長

賞
の
栄
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

受
賞
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
国
土
交
通
省

職
員
の
方
に
こ
れ
ま
で
よ
り
鮮
明
に
、
貴
重
な

石
橋
の
存
在
を
認
知
い
た
だ
け
る
の
な
ら
、
全

国
の
石
橋
の
保
護
・
活
用
に
つ
な
が
る
こ
と

に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
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ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

誰
の
作
か
、津
奈
木
大
橋

重
盤
岩
目
鑑
橋（
熊
本
県
葦
北
郡
津
奈
木
町
）

写
真
提
供
／
中
村
ま
さ
あ
き

豊岡橋の要石（熊本市北区植木町）
写真提供／中村まさあき

　

熊
本
県
立
図
書
館
３
階
に
あ
る
郷
土
関
係

資
料
閲
覧
室
で
、し
ば
し
ば
お
見
か
け
し
た
岡

松
荘
一
郎
さ
ん
が
、津
奈
木
町
教
育
委
員
会
職

員
の
方
と
一
緒
に
東
陽
石
匠
館
に
来
館
さ
れ

た
。年
長
の
郷
土
史
家
が「
今
日
は
勉
強
し
に

来
ま
し
た
」と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、私
は
恐
縮
し

て
し
ま
っ
た
。

　

岡
松
さ
ん
は
、

N
H
K
熊
本
放
送

局
が
番
組
の
合
間

に
放
映
し
た「
く

ま
も
と
の
石
橋
」

（
※
）の
重
盤
岩
目

鑑
橋（
ち
ょ
う
は

ん
が
ん
・
め
が
ね

ば
し
）の
回
を
見

て
、そ
の
監
修
を

担
当
し
た
私
を
訪

ね
て
来
ら
れ
た
と

い
う
わ
け
だ
。

　
「
重
盤
岩
目
鑑

橋
は
三
平
と
い
う
石
工
が
造
っ
た
と
語
り
継

が
れ
て
い
ま
す
が
、放
映
で
は
架
設
年
も
石
工

も
不
詳
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
」と
岡
松
さ
ん
。

「
三
平
は
岩
永
三
五
郎
の
実
弟
と
記
し
た
本
が

あ
り
ま
す
が
、実
在
は
不
明
で
す
。墓
も
発
見

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
」と
私
は
答
え
た
。

　

数
十
年
前
、津
奈
木
町
の
俗
謡
を
紹
介
し
た

岡
松
さ
ん
の
著
述
を
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。惣

　

幼
少
時
に
長
崎
に
住
ん
で
い
て
、祖
父
か
ら

め
が
ね
橋
造
り
の
話
を
何
度
も
聞
か
さ
れ
た

と
い
う
、熊
本
市
北
区
在
住
の
中
年
男
性
が
東

陽
石
匠
館
に
来
館
さ
れ
た
。

　

私
が
ア
ー
チ
の
組
み
立
て
を
模
型
で
実
演

し
た
と
い
こ
ろ
、男
性
は「
じ
い
さ
ん
は
、要
石

の
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
と
教
え
て
く
れ
た
」

と
話
す
。私
は「
ス
ト
ー
ン
は
石
の
こ
と
だ
か

ら
間
違
っ
て
は
い
な
い
け
ど
、ヒ
ュ
ー
と
い
う

の
は
…
」と
口
ご
も
り
、し
ば
ら
く
考
え
た
。

　
「
大
切
な
鍵
の
役
目
を
す
る
石
だ
か
ら
キ
ー

ス
ト
ー
ン
な
の
で
す
が
、キ
ー（
鍵
）を
お
じ
い

さ
ん
は
ヒ
ュ
ー
と
教
え
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
」と
言
う
と
、男
性
は「
そ
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。キ
ー
ス
ト
ー
ン
で
す
か
。な
る

ほ
ど
、や
っ
と
長
年
の
謎
が
解
け
ま
し
た
」と
、

喜
ん
で
帰
ら
れ
た
。（

２
０
１
３
年
10
月
16
日
）

庄
屋
も
負
傷
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
て
、片
腕

に
大
け
が
し
た
三
平
は
津
奈
木
温
泉
で
治
療

し
、住
民
の
看
護
の
お
礼
に
石
造
の
ア
ー
チ
橋

「
津
奈
木
大
橋
」を
架
設
し
、そ
の
恩
に
報
い
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、津
奈
木
大
橋
が
重
盤
岩
目
鑑
橋
で

あ
る
と
し
て
も
、そ
の
規
模
と
出
来
栄
え
を
見

る
と
、当
時
こ
れ
ほ
ど
の
大
ア
ー
チ
橋
を
架
け

ら
れ
た
の
は
、岩
永
三
五
郎
と
同
等
以
上
の
腕

の
持
ち
主
で
あ
る
は
ず
。三
平
は
三
五
郎
の
高

弟
か
…
。

　

頼
り
に
し
て
い
る
古
文
書「
町
在（
ま
ち
ざ

い
）」を
見
て
も
、三
五
郎
の
業
績
に
津
奈
木
大

橋
の
記
述
は
な
い
。彼
は
１
８
４
９（
嘉
永
２
）

年
、薩
摩
の
甲
突
川（
鹿
児
島
市
）に
玉
江
橋
を

架
け（
３
月
７
日
留
入
）、川
内（
薩
摩
川
内
市
）

の
江
ノ
口
橋
を
８
月
に
架
設
成
就
し
た
後
、郷

里
の
肥
後
・
八
代（
熊
本
県
八
代
市
）へ
戻
っ
て

い
る
。

　

岡
松
さ
ん
は「
重
盤
岩
目
鑑
橋
の
近
く
に
あ

る
神
社
境
内
に
、嘉
永
２
年
に
衛
藤
三
郎
左
衛

門
が
奉
納
し
た
手
水
鉢
が
あ
り
、こ
れ
が
架
設

成
就
の
年
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」と
お
っ

し
ゃ
る
が
、「
奉
納
は
祈
願
の
際
に
行
う
も
の

な
の
で
、そ
れ
は
橋
の
架
設
前
だ
と
思
い
ま

す
」と
私
は
述
べ
た
。

　

お
互
い
決
め
手
は
な
く
、思
い
込
ん
で
い
る

だ
け
。「
三
五
郎
の
行
程
か
ら
判
断
す
れ
ば
、嘉

永
２
年
の
祈
願
は
可
能
。し
か
し
架
設
成
就

は
、渇
水
期
を
過
ぎ
た
翌
３
年
の
春
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
」と
私
見
を
述
べ
な
が
ら
も
、別

行
動
の
三
平
と
い
う
石
工
が
実
在
し
た
の
か

な
と
頭
を
ひ
ね
っ
た
。

　

結
論
は
出
ぬ
ま
ま
、東
陽
石
匠
館
を
辞
さ
れ

た
岡
松
さ
ん
ら
は
、八
代
市
鏡
町
芝
口
に
あ
る

岩
永
三
五
郎
の
墓
参
り
を
さ
れ
た
。岡
松
さ
ん

か
ら
翌
日
、「
墓
碑
に
８
人
の
門
人
の
名
が
彫
っ

て
あ
り
ま
し
た
が
、三
平
の
名
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
」と
電
話
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
宿
題
は
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
。

（
２
０
１
３
年
５
月
10
日
）

※
熊
本
県
内
各
地
の
石
橋
を
映
像
で
紹
介
す
る
「
く
ま
も

と
の
石
橋
」は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
熊
本
放
送
局
が
制
作
し
、
２
０
１

２
年
か
ら
熊
本
県
内
で
は
大
河
ド
ラ
マ
の
前
後
な
ど
番
組

の
合
間
に
約
２
分
間
放
映
。過
去
の
放
映
分
は
、
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
（「
日
本
の
石
橋
を
守
る
会
」
で
検

索
）
す
れ
ば
、「
石
橋
リ
ン
ク
集
」
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き

る
。放
送
は
２
０
１
４
年
３
月
で
終
了
予
定
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橋
々
に
残
さ
れ
た
逸
話
や
架

橋
技
術
に
触
れ
る
と
、
ま
た
次
の

橋
へ
と
向
か
っ
て
い
る
自
分
が
い

る
。

　

不
思
議
と
い
う
の
は
、「
そ
れ

で
も
な
お
、
ふ
る
さ
と
の
小

さ
な
石
橋
が
、
よ
り
い
と
お

し
く
思
わ
れ
て
く
る
」
と
い

う
こ
と
。

　

長
崎
県
佐
世
保
市
世
知
原

町
の
「
い
し
橋
」（
＊
）
は

1
9
0
7（
明
治
40
）年
に
架

け
ら
れ
、
1
9
6
0
年
代
ま

で
バ
ス
も
通
っ
て
い
た
。い

ま
で
も
現
役
の
橋
だ
。
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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～

　

4
面
で
紹
介
し
た
大
分
・
院
内
町
の
「
父
の

背
橋
」。石
橋
築
造
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
河
野
修

一
さ
ん
は
「
石
橋
造
り
な
ど
や
っ
た
こ
と
の
な

い
素
人
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
学

生
の
こ
ろ
、
棚
田
の
石
垣
造
り
の
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

院
内
町
で
は
石
橋
だ
け
で
な
く
、
棚
田
の
石

垣
も
よ
く
目
に
し
ま
す
。昔
か
ら
地
域
住
民
が

培
っ
て
き
た
石
造
物
を
扱
う
風
土
が
、
小
学
校

へ
の
石
橋
築
造
と
い
う
動
き
に
も
影
響
し
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

昔
か
ら
ま
ち
に
あ
る
も
の
の
魅
力
を
発
見

し
、
そ
れ
を
ま
ち
の
財
産
と
し
て
保
全
・
活
用

す
る
活
動
が
、
住
民
の
誇
り
と
活
気
に
つ
な
が

っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
会
報
担
当　

中
村
ま
さ
あ
き
）

　

20
年
以
上
に
わ
た
り
、全
国
各
地
の
石
橋
を

訪
れ
、調
査
し
て
い
る
滋
賀
県
の
森
野
秀
三
会

員
。こ
の
ほ
ど
文
化
・
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
滋
賀

の「
文
化
で
滋
賀
を
元
気
に
！
賞
」と
し
て「
石

橋
調
査
文
化
賞
」を
受
賞
し
、
２
月
11
日
に
表

彰
式
が
行
わ
れ
た
。

　

森
野
会
員
は
、
湖
南
市
の
大
沙
川
隧
道（
お

お
す
な
が
わ
ず
い
ど
う
）が
日
本
で
最
も
古
い

石
造
ト
ン
ネ
ル
で
あ
る
こ
と
を
検
証
、琵
琶
湖

博
物
館（
滋
賀
県
）な
ど
で
毎
年
、石
橋
写
真
展

を
開
催
し
て
い
る
。そ
れ
ら
不
断
の
活
動
が
地

元
の
文
化
遺
産
の
大
切
さ
を
呼
び
か
け
る
も

の
と
し
て
大
き
く
評
価
さ
れ
た
。

　

森
野
会
員
は
、「
受
賞
に
よ
り
、
石
橋
が
多

く
の
方
々
の
話
題
に
上
る
機
会
と
な
れ
ば
う

れ
し
い
」と
感
想
を
語
っ
た
。

　

文
化
・
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
滋
賀
の「
文
化
で

滋
賀
を
元
気
に
！
賞
」は
、
公
益
財
団
法
人
滋

賀
県
文
化
振
興
事
業
団
理
事
長
ほ
か
芸
術
・

教
育
・
行
政
関
係
者
な
ど
が
選
考
委
員
と
な

り
、
地
域
活
性
化
に
貢
献
す
る
人
を

2
0
1
1
年
か
ら
表
彰
し
て
い
る
。13
年
度

は
団
体
・
個
人
か
ら
33
件
の
推
薦
応
募
が
あ

り
、
選
考
の
結
果
、
大
賞
を
含
め
１
個
人
・
５

団
体
が
受
賞
し
た
。（
広
報
部
）

　

石
橋
っ
て
不
思
議
だ
な
あ
と

思
う
こ
と
が
あ
る
。

　

九
州
の
石
橋
を
訪
ね
る
旅
を

始
め
て
12
年
ほ
ど
に
な
る
。訪
ね

た
橋
は
１
５
０
０
基
に
も
な
ろ

う
と
し
て
い
る
。

　

細
く
切
れ
込
ん
だ
谷
に
渡
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
上
流
に
10
㍍

も
歩
け
ば
、
川
は
普
通
の
小
川
に

な
る
。な
ぜ
こ
ん
な
場
所
に
架
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

当
時
の
石
工
た
ち
の
高
笑
い

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
、
そ
ん
な

橋
姿
が
こ
の
町
の
石
橋
に
は
あ

る
。

（
水
彩
画
、文
＝
末
永
暢
雄
）

＊　

場
所
に
ち
な
ん
だ
橋
名
が
一
般
的
だ

が
、
地
元
で
こ
の
橋
は「
い
し
橋
」と
呼
ば

れ
て
い
る

　
「
日
本
一
を
誇
る
石
橋
の
ま
ち
」と
い
わ
れ

る
大
分
県
宇
佐
市
の
院
内
町
。明
治
末
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
院
内
町
の
石
工
集
団
を
率

い
た
希
代
の
名
棟
梁
、松
田
新
之
助
を
顕
彰
す

る
一
冊
。編
集
を
大
分
県
宇
佐
市

が
行
っ
て
い
る
。

大
分・院
内
の
石
工
集
団
を
率
い
た
名
棟
梁

松
田
新
之
助
を
マン
ガ
で
知
る

宇佐学マンガシリーズ③
石橋王と呼ばれた男　松田新之助
日本一の石橋の町が産んだ名棟梁
マンガ／瀬井恵介　梓書院発行

森
野
秀
三
会
員（
滋
賀
県
）が

　
石
橋
調
査
文
化
賞
を
受
賞

石
橋
の
あ
る
風
景

すえなが のぶを　「いし橋」
佐世保市世知原町


