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大
分
県
日
田
市
夜
明
地
区
を
流
れ
る

大
肥
川
に
架
か
る
扁
平
な
単
一
ア
ー
チ

橋
が「
大
肥
橋
」。
架
設
は
１
８
９
９（
明

治
32
）
年
、
橋
長
27
・
６
㍍
、
橋
幅
４
・

６
㍍
、
径
間
22
・
５
㍍
。
文
化
財
指
定

は
な
い
。
す
ぐ
下
流
に
は
国
道
３
８
６

号
が
通
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
が
架
か
り
、

そ
こ
で
大
肥
川
は
筑
後
川
に
注
い
で
い

る
。
そ
こ
か
ら
約
２
・
５
㌔
下
流
に
は

夜
明
ダ
ム
が
あ
る
。
そ
の
水
位
調
整
の

た
め
か
、
大
肥
橋
の
ア
ー
チ
基
底
部
は

い
つ
も
水
面
の
下
に
隠
れ
て
い
る
。

　

大
肥
川
を
上
流
に
さ
か
の
ぼ
る
と
福

岡
県
朝
倉
郡
東
峰
村
に
至
る
。
２
０
１

７
年
７
月
の
豪
雨
で
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
地
域
だ
。
気
象
庁
の
発
表
に
よ
る

と
、
同
年
７
月
５
日
０
時
〜
６
日
24
時

の
最
大
24
時
間
降
水
量
が
、
福
岡
県
朝

倉
や
大
分
県
日
田
な
ど
で
観
測
史
上
1

位
を
更
新
し
て
い
る
。

　

川
の
増
水
に
よ
り
大
肥
橋
は
完
全
に

水
没
し
、
流
れ
て
き
た
が
れ
き
や
流
木

が
、
石
橋
上
部
に
設
け
ら
れ
た
歩
道
と

の
す
き
間
に
引
っ
掛
か
っ
た
。
し
か
し
、

取
付
護
岸
の
基
底
部
な
ど
が
洗
掘
さ
れ

た
も
の
の
、
大
肥
橋
の
本
体
は
健
全
で
、

石
橋
の
強
さ
を
証
明
し
て
み
せ
た
。

　

た
だ
そ
の
一
方
で
、
付
近
の
住
宅
に

は
浸
水
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
夜
明

ダ
ム
の
発
電
事
業
者
は
、
ダ
ム
本
体
に

異
常
は
な
か
っ
た
が
、
ダ
ム
管
理
所
が
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大
肥
川
が
筑
後
川
に
注
ぐ
地
点
に
架
か
る
大
肥
橋
。上
流
側（
奥
）に
J
R
久
大
本
線
が

通
る
鉄
道
橋
、下
流
側
に
国
道
橋
が
架
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
１
９
年
2
月
10
日 

中
村
ま
さ
あ
き
撮
影

流
失
。
ダ
ム
ゲ
ー
ト
を
開
く
操
作
を
、

雨
が
小
康
状
態
に
な
っ
た
5
日
21
時
36

分
に
開
始
し
、
6
日
12
時
35
分
に
全
開

状
態
と
な
っ
た
と
発
表
し
て
い
る
。＊
1

　

そ
し
て
、
県
は
昨
年
３
月
、
大
肥
川

の
河
川
改
良
工
事
に
よ
り
大
肥
橋
を
撤

去
す
る
方
針
を
決
め
た
。
そ
れ
を
受
け

昨
年
５
月
、
地
元
の
歴
史
愛
好
家
ら
が

大
学
教
授
な
ど
を
招
い
て
大
肥
橋
に
つ

い
て
の
学
習
会
を
開
催
。
県
は
住
民
説

明
会
を
開
き
、
大
肥
橋
の
撤
去
工
事
を

本
年
11
月
に
実
施
し
、
大
肥
橋
そ
ば
に

土
地
を
確
保
し
て
、
石
橋
を
解
体
し
た

石
材
を
使
っ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
広
場
（
仮

称
）
を
設
け
る
と
し
て
い
る
。

　

か
つ
て
大
肥
橋
は
、
１
９
７
６
（
昭

和
51
）
年
に
も
撤
去
が
決
定
さ
れ
た
が
、

ダ
ム
の
水
位
調
整
に
よ
っ
て
洪
水
は
起

こ
ら
な
い
と
主
張
す
る
石
橋
保
存
派
市

民
の
訴
え
が
通
り
、
高
欄
を
取
り
壊
し

た
段
階
で
撤
去
作
業
が
中
止
に
な
っ
た

経
緯
が
あ
る
。＊
2

　

し
か
し
、
一
昨
年
の
豪
雨
を
経
て
、

今
は
住
民
の
多
く
が
県
の
方
針
を
受
け

入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
地
元
で
は

大
肥
橋
が
撤
去
さ
れ
る
前
に
、
こ
れ
ま

で
夜
明
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
石

橋
と
の
お
別
れ
の
催
し
が
計
画
さ
れ
て

い
る
。（
広
報
部
）

＊
1
九
州
電
力
２
０
１
７
年
７
月
６
日
発
表
「
夜

明
け
ダ
ム
管
理
所
の
損
壊
事
象
が
発
生
し
ま
し

た
」　

＊
2
「
大
分
の
石
橋
物
語 

」
田
村
卓
夫
著

激
流
に
耐
え
た
大
肥
橋
＝
大
分
・
日
田
市

２
０
１
９
年
11
月
撤
去
へ



<2>

網取橋＝山形県西置賜郡小国町

六把野井水拱橋＝三重県いなべ市員弁町

　

ネ
ッ
ト
で
「
宮
様
の
石
橋
」
を
公
開
す
る

奈
良
県
の
宮
川
康
夫
会
員
。
昨
年
は
関
東
・

中
部
・
近
畿
・
中
国
・
四
国
に
及
ぶ
広
い
地

域
を
訪
れ
、
数
多
く
の
石
橋
を
精
力
的
に
紹

介
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
中
、
印

象
に
残
っ
た
山
形
県
と
三
重
県
の
ア
ー
チ
橋

2
橋
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

宮
川　

康
夫
（
奈
良
県
）

綱
取
橋

山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
綱
木
箱
口

　

新
潟
県
と
山
形
県
の
県
境
近
く
の
山
奥
、足

が
す
く
む
よ
う
な
明
沢
川
の
断
崖
絶
壁
の
上

の
旧
道
（
ほ
ぼ
廃
道
）
に
架
か
っ
て
い
る
。橋
幅

約
5
㍍
、
径
間
は
約
20
㍍
。訪
れ
た
の
は
東
日

本
大
震
災
の
５
ヶ
月
後
。

　

輪
石
も
壁
石
も
か
な
り
乱
雑
な
積
み
方
で
、

ア
ー
チ
の
線
が
微
妙
に
波
打
っ
て
、
実
に
頼
り

な
い
印
象
だ
っ
た
が
、
倒
壊
に
至
る
ほ
ど
の
ほ

こ
ろ
び
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。こ
の
石
橋
は
、

ア
ー
チ
橋
の
構
造
が
地
震
に
強
い
こ
と
を
は

っ
き
り
と
証
明
し
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。

六
把
野
井
水
拱
橋

三
重
県
い
な
べ
市
員
弁
町
下
笠
田

　

三
岐
鉄
道
北
勢
線
の
楚
原
駅
の
北
、
台
地

の
崖
下
を
流
れ
る
六
把
野
井
水
（
ろ
っ
ぱ
の

ゆ
す
い
）
に
、
奇
妙
な
鉄
道
橋
が
架
か
っ
て
い

る
。
幅
員
は
２
㍍
ほ
ど
、
橋
銘
板
に
よ
る
と

竣
工
は
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
。
水
路
の

流
れ
に
対
し
斜
め
に
架
か
る
〝
ね
じ
り
ま
ん

ぽ
〞
だ
が
、
こ
こ
ま
で
ね
じ
れ
る
か
、
と
い

う
ぐ
ら
い
ね
じ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
見
す
る
と
石
造
ア
ー
チ
橋
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
石
材
で
は
な
く
、
型
枠
を

使
っ
て
こ
し
ら
え
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ

ッ
ク
が
隙
間
な
く
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

石
橋
フ
ァ
ン
な
ら
必
見
の
橋
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
２
０
０
㍍
ほ
ど
西
に
は
、
３
連

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
ア
ー
チ
橋
「
明
智

川
拱
橋
」
も
あ
る
。

　

写
真
集
／
写
真
展
「
装
飾
古
墳
」
や
「
眼

鏡
橋
」な
ど
で
知
ら
れ
る
写
真
家
・
榊
晃
弘
氏
。

2
0
1
6
年
3
月
に
は
、
中
国
の
隋
か
ら
清

ま
で
の
時
代
の
代
表
的
な
古
橋
（
こ
き
ょ
う
）

１
６
５
カ
所
を
4
年
を
か
け
て
撮
影
し
た
写

真
集「
中
国
の
古
橋
」を
花
乱
社
か
ら
刊
行
し
、

写
真
展
を
開
催
し
た
が
、
こ
の
春
、
そ
の
写

真
集
が
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
北
京
の
中
国

建
築
工
業
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
る
。

　

ア
ー
チ
橋
築
造
の
伝
統
を
誇
る
中
国
。
各

地
の
石
橋
取
材
に
つ
い
て
著
者
本
人
が
振
り

返
る
連
載
を
ス
タ
ー
ト
す
る
。（
広
報
部
）

¶　
　
　

¶　
　
　

¶

　

写
真
集「
中
国
の
古
橋
」の
中
国
語
版
発
行

は
、こ
の
写
真
集
を
中
国
の
人
た
ち
に
ぜ
ひ
見

「中国の古橋」撮影記	
�   その１

榊　晃弘（福岡県）

て
ほ
し
い
と
い
う
念
願
が
か
な
い
、著
者
冥
利

に
尽
き
る
思
い
で
い
る
。し
か
も
翻
訳
者
は
、

取
材
に
同
行
し
た
ガ
イ
ド
王
邦
文
氏
と
聞
い

て
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
あ
る
。中
国
で
の
写
真

集
発
行
が
、中
国
の
古
い
石
橋
の
歴
史
・
文
化

的
価
値
の
確
認
と
保
存
の
一
助
に
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
、九
州
固
有
の
文
化
を
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
材

し
、写
真
集
を
出
し
て
き

た
。そ
の
中
で
も「
眼
鏡

橋
」は
代
表
的
な
テ
ー
マ

で
、「
中
国
の
古
橋
」取
材

も
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
な
が

る
の
で
あ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
〝
長
崎

眼
鏡
橋
は
日
本
最
古
の
石

造
ア
ー
チ
橋
で
、そ
の
築

造
技
術
は
中
国
か
ら
伝
わ

っ
た
〞
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、日
本
各
地
の
眼

鏡
橋
を
撮
影
す
る
中
で
、

あ
る
疑
問
を
覚
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。そ
れ
は
撮
影
し
た
長
崎
眼
鏡
橋
な

ど
の
橋
の
中
に
、中
国
特
有
の
リ
ブ
ア
ー
チ
の

痕
跡
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。ひ
よ
っ
と
し
て
、ポ
ル
ト

ガ
ル
伝
来
説
の
方
が
信
憑
性
が
高
い
の
だ
ろ

う
か
、と
勝
手
に
想
像
し
た
。伝
統
と
は
何
か
、

文
化
と
は
…
。悶
（々
も
ん
も
ん
）と
し
て
謎
は

深
ま
る
ば
か
り
だ
っ
た
。 　
　
　
　

  

（
次
号
に
続

く
）

山
形
と
三
重
の
ア
ー
チ
橋
か
ら

九
州
固
有
文
化
の
ル
ー
ツ
求
め

写
真
提
供
／
宮
川
康
夫

写真左は、中国・河北省石家庄市趙県の「趙州橋」（橋長50.8
㍍、橋幅約10㍍）のアーチ。、架橋は隋時代の605年。細長い輪
石28列が積まれている。右は、日本の長崎眼鏡橋のアーチで、長
崎大水害（1982年）以前に撮影　　　　　写真提供／榊 晃弘

・
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羅
漢
さ
ん
が
渡
る
橋

　

東
海
道
新
幹
線
が
通
る
Ｊ
Ｒ
浜
松
駅
か
ら

車
で
約
１
時
間
。静
岡
県
浜
松
市
北
区
引
佐
町

の
奥
山
と
い
う
地
区
に
た
ど
り
着
い
た
。谷
あ

い
の
道
沿
い
に
商
店
は
見
か
け
ず
、特
産
品
の

看
板
す
ら
見
当
た
ら
な
い
。田
畑
が
続
く
風
景

の
中
、ま
ば
ら
に
家
が
並
ん
で
い
る
。少
し
不

安
に
な
り
か
け
た
こ
ろ
、行
く
手
の
こ
ん
も
り

と
し
た
小
高
い
林
の
中
か
ら
、方
広
寺
の
赤
い

三
重
塔
が
見
え
た
。

　

方
広
寺
は
臨
済
宗
方
広
寺
派
の
大
本
山
で
、

無
文
元
選
禅
師（
む
も
ん
げ
ん
せ
ん
ぜ
ん
じ
）

に
よ
り
１
３
７
１
年（
室
町
時
代
）に
開
山
さ

れ
た
。近
年
は
、宿
泊
体
験
や
観
光
で
訪
れ
る

人
も
多
い
と
聞
く
。

　

石
橋
に
関
心
を
持
ち
、九
州
各
地
に
石
橋
を

訪
ね
始
め
た
こ
ろ
、ど
の
書
物
で
目
に
し
た
の

か
思
い
出
せ
な
い
が
、浜
松
市
の
方
広
寺
に
あ

る
輪
石
だ
け
の
〝
石
橋
〞
の
上
に
石
の
羅
漢

が
鎮
座
す
る
、愉
快
な
写
真
が
記
憶
に
焼
き
付

い
た
。そ
れ
で
昨
年
2
月
、実
際
に
そ
れ
を
見

よ
う
と
訪
ね
た
の
だ
っ
た
。

　

門
前
の
土
産
物
店
を
通
り
、黒
門（
総
門
）を

抜
け
、そ
の
先
の
赤
門
と
呼
ば
れ
る
山
門
を
く

ぐ
る
と
、一
転
、静
か
な
木
立
の
道
に
な
る
。道

脇
に
羅
漢
像
が
据
え
ら
れ
た
そ
こ
は
、「
五
百

羅
漢
」と
呼
ば
れ
る
一
帯
だ
。

　

ど
こ
か
に
自
分
に
似
た
顔
が
あ
る
と
い
わ

れ
る
、そ
れ
ぞ
れ
の
羅
漢
さ
ん
の
豊
か
な
表
情

を
楽
し
み
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、「
遊
龍
窟
」

の
看
板
が
あ
っ
た
。「
羅
漢
の
渡
る
石
橋
あ
り
、

崖
上
の
瀑
布
は
龍
が
遊
ぶ
窟（
ね
じ
ろ
）」と
添

え
書
き
さ
れ
て
い
た
。看
板
を
見
る
ま
で
も
な

く
、斜
面
上
方
に
求
め
る「
方
広
寺
五
百
羅
漢

橋
」は
架
か
っ
て
い
た
。ア
ー
チ
の
下
に
は
山
か

ら
流
れ
下
る
細
い
川
。お
そ
ら
く
、雨
季
は
そ

の
流
れ
の
音
が
響
く
と
思
わ
れ
る
。

　

方
広
寺
五
百
羅
漢
橋
は
、径
間
５
㍍
、幅
０
・

45
㍍
の
8
本
の
輪
石
の
み
が
つ
な
が
っ
た
リ
ブ

ア
ー
チ
。橋
上
に
は
5
体
の
羅
漢
さ
ん
が
立

ち
、あ
る
い
は
座
し
、遠
く
へ
眼
差
し
を
向
け

て
い
る
。一
帯
の
羅
漢
像
を
合
わ
せ
、石
の
硬

さ
や
冷
た
さ
は
、ほ
の
ぼ
の
と
し
た
情
景
に
変

わ
る
。

　

し
ば
ら
く
眺
め
て
い
る
と
、例
に
よ
っ
て
、

い
つ
、誰
が
、何
の
た
め
に
、こ
こ
に
架
け
た
の

か
…
と
い
う
関
心
が
起
こ
っ
て
く
る
。寺
か
ら

い
た
だ
い
た
資
料
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
「（
五
百
羅
漢
の
石
像
）こ
れ
は
拙
巌（
せ
つ

が
ん
）和
尚
が
、大
蔵
経
を
読
ん
で
い
る

と
き
、五
百
人
の
羅
漢
さ
ま
が
仏
法
を

護
り
伝
え
た
と
い
う
記
述
を
読
み
、御

開
山
無
文
元
選
禅
師
が
、か
つ
て
中
国

の
天
台
山
方
広
寺
を
訪
れ
、石
橋（
し
ゃ

っ
き
ょ
う
）に
お
茶
を
献
じ
ら
れ
た
と
き

羅
漢
さ
ま
が
姿
を
現
さ
れ
た
と
い
う
故

事
に
ち
な
み
、当
山
に
五
百
羅
漢
の
石

像
を
安
置
す
る
こ
と
を
発
願（
ほ
つ
が

ん
）さ
れ（
略
）五
百
躰（
た
い
）を
彫
刻

せ
し
め
明
和
七
年（
１
７
７
０
年
）完
成

し
た
」

　

こ
の
記
述
か
ら
、五
百
羅
漢
と
共
に

こ
の
橋
は
、中
国
の「
天
台
山
の
石
橋
」

を
模
し
て
架
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。そ
こ
で「
天
台
山
の
石

橋
」と
は
、ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、追
っ
て
み
た
。

　

天
台
山
は
、中
国
・
浙
江
省
の
南
部
に
あ
る

霊
場
で
、石
橋（
し
ゃ
っ
き
ょ
う
）は
、そ
の
名
も

同
じ
方
広
寺
に
あ
る
。「
東
洋
画
題
綜
覧
」（
金

井
紫
雲
編
）に
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い

輪石だけのリブアーチ「方広寺五百羅漢橋」　写真提供／末永暢雄

副
会
長　

末
永　

暢
雄（
長
崎
県
）

方
広
寺
五
百
羅
漢
橋
＝
静
岡
県
浜
松
市

石
橋
文
化
を
語
り
継
ぐ
一
橋

る
。

　
「
橋
上
苔
滑
か
に
し
て
稍
も
す
れ
ば
転
ぜ
ん

と
す
…
そ
の
橋
下
は
数
千
丈
の
深
潭
に
て
、そ

の
附
近
に
獅
子
の
住
む
と
称
へ
ら
る
ゝ
神
秘

的
の
境
な
り
、…
渡
ら
ん
と
欲
し
て
、そ
の
危

険
を
恐
れ
屡
々
躊
躇
越
り
と
伝
へ
ら
る
」

　

天
台
山
の
石
橋
は
自
然
の
岩
橋
で
、幅
は
１

㍍
ほ
ど
、高
さ
は
1
2
0
㍍
ほ
ど
も
あ
る
と
い

い
、謡
曲「
石
橋（
し
ゃ
っ
き
ょ
う
）」の
題
材
に

も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
で
思
い
出
す
の
が
、大
分
県
豊
後
高
田

市
に
あ
る
天
念
寺
の「
無
明
橋
」。平
安
・
鎌
倉

時
代
に
は
仏
道
修
行
と
祈
願
の
寺
院
と
し
て

栄
え
た
。背
後
に
奇
岩
が
そ
び
え
、頂
上
部
に

石
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。中
国
の
天
台
山
を
こ

こ
に
模
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

同
市
に
は
夷
谷（
中
山
仙
境
）に
も
細
い
石

桁
橋「
霊
仙
寺
無
明
橋
」が
架
か
っ
て
い
る
。

（「
日
本
の
め
が
ね
橋
一
覧
表
」を
参
照
）

　

ま
た
、千
葉
県
安
房
郡
鋸
南
町
に
あ
る
日
本

寺
の
大
仏
の
そ
ば
に
は
、そ
の
名
も「
天
台
石

橋
」（
石
桁
橋
）が
あ
る
と
聞
く
。

　

さ
て
、方
広
寺
五
百
羅
漢
橋
は
、人
々
を
渡

す
目
的
で
架
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。宗
教
の
尊

厳
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。し
か
し
同
時
に

私
に
は
、石
積
み
の
工
法
を
示
し
、〝
石
橋
の

文
化
〞
を
い
ま
に
伝
え
る
一
橋
と
し
て
貴
重
に

思
え
た
。

　

山
で
は
暗
く
な
る
時
刻
が
平
地
よ
り
早
い
。

日
没
を
気
に
し
な
が
ら
、五
百
羅
漢
の
小
径

（
こ
み
ち
）を
下
り
た
。
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岩
石
・
岩
盤
の
変
形
や
崩
壊
な
ど
を
研
究
し
国
際
的
に
活
躍
す
る
谷
本
親
伯
・
大
阪
大

学
名
誉
教
授
や
、肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
者
の
竹
部
光
春
氏
が
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト「
石
匠

に
訊
く
」が
1
月
6
日
、
熊
本
県
八
代
市
の
東
陽
石
匠
館
で
開
催
さ
れ
た
。同
館
の
中
野
敏
憲

館
長
が
あ
い
さ
つ
を
行
い
、同
館
の
前
館
長
で
本
会
の
上
塚
尚
孝
会
長
が
進
行
役
を
務
め
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
開
催
の
趣
旨
説
明
の
後
、熊
本
・
美
里
町
の
霊
台
橋
保
存
修
理
工
事（
１
９
８
０

年
）や
鹿
児
島
市
の
西
田
橋
移
設
復
元
工
事（
２
０
０
０
年
）で
石
工
頭
を
務
め
た
竹
部
氏
と

そ
の
後
継
者
の
一
人
、
荒
木
大
人
氏
に
よ
る
石
割
り
実
演
が
行
わ
れ
、
後
半
は
上
塚
会
長
に
よ

る
日
本
に
残
る
石
橋
に
関
す
る
情
報
提
供
や
、
谷
本
名
誉
教
授
に
よ
る「
世
界
の
石
造
文
化
と

現
状
」と
題
し
た
講
演
が
行
わ
れ
た
。（
広
報
部
）

熊
本
・
八
代
市
の
東
陽
石
匠
館
で

「
石
匠
に
訊
く
」開
催
さ
れ
る

一
部
が
壊
れ
全
体
守
る
構
造

　

国
際
岩
の
力
学
会
で「
石
造
遺
跡
保
存
の
た

め
の
国
際
委
員
会
」委
員
長
を
務
め
た
谷
本
親

伯
・
名
誉
教
授
は
、
今
後
、
予
想
さ
れ
る
世
界

的
な
水
不
足
の
問
題
に
対
し
、先
人
が
残
し
た

水
路
に
つ
い
て
研
究
。そ
の
中
で
熊
本
県
上
益

城
郡
山
都
町
の
通
潤
用
水
な
ら
び
に
通
潤
橋

に
注
目
し
た
。

　
「
通
潤
橋
は
見
た
目
も
素
晴
ら
し
い
の
で
す

が
、
路
面
下
に
逆
サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
を
活
用

し
た
石
造
の
通
水
管
が
通
っ
て
い
て
、
そ
の
一

部
に
は
木
管
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、
熊
本
地
震
後
の
大

雨
で
壁
石
の
上
部
が
崩
落
し
ま
し
た
が
、そ
の

下
は
『
釣
り
石
』
と
い
わ
れ
る
仕
組
み
で
強
固

な
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。そ
こ

に
は
、
全
て
を
強
固
な
も
の
に
す
る
の
で
は
な

く
、〝
一
部
が
壊
れ
て
全
体
を
守
る
〞
と
い
う

構
造
物
に
対
す
る
考
え
方
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。こ
れ
は
、
想
定
外
の
大
電
流
か
ら

回
路
を
守
る
電
子
部
品
〝
ヒ
ュ
ー
ズ
〞
の
よ

う
な
安
全
装
置
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、イ
ン

フ
ラ
整
備
の
上
で
必
要
な
構
造
で
あ
り
ま
す
」

と
谷
本
名
誉
教
授
は
指
摘
す
る
。

　
「
地
元
に
石
工
集
団
が
い
な
く
な
っ
た
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
遺
産
『
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
』（
カ

ン
ボ
ジ
ア
）
で
は
現
在
、
石
工
の
養
成
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
も
ぜ
ひ
、
通
潤
橋
が

造
ら
れ
た
時
代
の
優
秀
な
石
工
の
技
術
を
後

世
に
残
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
期

待
を
表
明
し
た
。

〝
石
の
目
〞
を
見
て
割
る

　

石
割
り
実
演
は
、会
場
を
東
陽
石
匠
館
の
職

員
用
駐
車
場
に
移
し
行
わ
れ
た
。参
加
者
ら
が

中
央
に
置
か
れ
た
石
を
中
心
に
遠
巻
き
に
す

る
中
、肥
後
種
山
石
工
技
術
継
承
者
の
竹
部
光

春
氏
が
そ
の
〝
石
の
目
〞
を
見
て
矢
穴
の
位

置
を
指
示
し
た
。

　
「
木
材
に
は
木
目
が
平
行
な
〝
板
目
（
い
た

め
）〞
と
、
不
規
則
な
波
形
の
〝
柾
目
（
ま
さ

め
）〞
が
あ
り
ま
す
が
、
石
に
も
割
れ
や
す
い

板
目
と
割
れ
に
く
い
柾
目
が
あ
り
ま
す
」
と
竹

部
師
匠
は
説
明
し
た
。そ
の
後
継
者
の
一
人
、

荒
木
大
人
氏
が
竹
部
師
匠
が
指
示
し
た
位
置

に
石
ノ
ミ
と
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
矢
穴
を
掘

り
、
そ
こ
に
台
形
を
し
た
鉄
製
の
セ
リ
矢
を
差

し
込
み
、
大
ゲ
ン
ノ
ウ
を
振
り
下
ろ
し
て
セ
リ

矢
の
頭
を
２
、
３
回
叩
く
と
、
金
属
的
な
音
が

響
く
と
同
時
に
見
事
、石
は
二
つ
に
割
れ
た
。

先
人
の
思
い
も
後
世
へ
伝
え
た
い

　

午
後
は
日
本
に
残
る
石
橋
に
つ
い
て
、
上
塚

尚
孝
会
長
が
本
会
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
・
集

計
結
果
か
ら
、
九
州
に
は
全
国
の
石
橋
の
お
よ

そ
９
割
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
。そ
れ

は
、「
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
期
に
か
け

て
九
州
に
は
優
秀
な
石
工
た
ち
が
い
て
石
橋

を
架
け
た
結
果
で
あ
り
、通
潤
橋
や
霊
台
橋
な

ど
は
、
熊
本
藩
の
地
方
分
権
が
成
功
し
て
い
た

証
で
す
」と
説
明
し
た
。か
つ
て
、
大
雨
の
た
び

に
流
失
し
た
木
造
橋
に
替
え
、「
永
代
不
朽
の

石
造
橋
を
」
と
い
う
先
人
の
願
い
に
よ
り
架
け

石割り実演で大ゲンノウを振り下ろす荒木大人氏（中央）。その右が竹部光春師匠

石橋がマッピングされた九州地図を
手に説明する上塚尚孝会長

八代市東陽石匠館の玄関

写
真
提
供
／
中
村
ま
さ
あ
き
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ら
れ
た
石
橋
を
、
そ
の
思
い
と
と
も
に
受
け
継

い
で
い
く
こ
と
が
大
事
と
語
り
か
け
た
。

科
学
的
根
拠
を
基
に
保
存
を

　
「
世
界
の
石
造
文
化
と
現
状
」
と
題
し
た
講

演
の
中
で
谷
本
名
誉
教
授
は
、通
潤
橋
の
今
後

に
対
す
る
懸
念
に
触
れ
た
。

　
「
国
際
的
な
調
査
の
積
み
重
ね
か
ら
、
石
垣

な
ど
の
目
地
が
開
く
と
石
材
の
表
面
に
植
物

が
繁
茂
す
る
植
生
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
通
潤
橋

を
３
度
訪
れ
、
変
化
を
見
て
き
て
、
壁
石
上
部

に
植
生
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
部
分
の
目
地

の
開
き
が
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
れ
が
２
０
１
８

年
５
月
の
壁
石
崩
落
と
関
連
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。植
生
は
崩
落
箇

所
以
外
に
も
見
ら
れ
る
た
め
、通
潤
橋
の
状
況

を
常
時
計
測
し
て
監
視
す
る
体
制
を
整
え
ら

れ
る
よ
う
、
山
都
町
長
宛
に
提
言
書
を
送
っ
て

い
ま
す
。ま
た
、
通
潤
橋
は
そ
の
築
造
の
背
景

も
含
め
、世
界
的
な
文
化
遺
産
と
し
て
の
価
値

が
あ
り
ま
す
。地
元
の
方
々
は
ぜ
ひ
、
世
界
遺

産
登
録
を
目
指
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
」

　

谷
本
名
誉
教
授
は
１
９
９
２
年
、京
都
大
学

工
学
部
助
教
授
時
代
に
エ
ジ
プ
ト
政
府
か
ら

招
待
さ
れ
、劣
化
・
風
化
が
深
刻
化
す
る
大
ス

フ
ィ
ン
ク
ス
の
修
復
・
保
存
に
関
す
る
第
１

回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
早
稲
田
大
学
の
吉

村
作
治
准
教
授
（
当
時
）
と
共
に
出
席
し
て
い

る
。通
潤
橋
の
今
後
に
対
す
る
懸
念
は
、
そ
の

際
の
エ
ジ
プ
ト
で
の
経
験
と
無
縁
で
は
な
い
。

　
「
エ
ジ
プ
ト
考
古
学
庁
は
じ
め
関
係
者
は
、

大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
本
体
表
面
へ
の
薬
液
注
入
や

樹
脂
に
よ
る
被
服
、
あ
る
い
は
基
底
部
を
コ
ン

ク
リ
ー
ト
版
に
置
き
換
え
る
な
ど
を
検
討
し

て
い
ま
し
た
。そ
れ
で
各
方
面
の
専
門
家
の
意

見
を
聞
き
た
か
っ
た
の
で
す
。私
は
、
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
の
岩
盤
が
石
灰
岩
で
あ
る
特
性
か
ら
、そ

の
よ
う
な
処
置
が
な
さ
れ
る
と
、元
の
状
態
に

戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
ば
か
り

か
、
か
え
っ
て
劣
化
を
加
速
す
る
と
意
見
を
述

べ
ま
し
た
」

　

し
か
し
最
初
、自
然
の
劣
化
・
風
化
に
対
し

何
も
し
な
い
方
が
い
い
と
い
う
意
見
に
同
意

す
る
人
は
少
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
「
今
、
検
討
さ
れ
て
い
る
修
復
・
保
存
方
法

に
科
学
的
根
拠
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。科
学
的

な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
権
威
あ
る
人
の

発
言
が
優
先
さ
れ
、
10
年
、
50
年
先
に
結
果
的

に
保
存
方
法
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
分
か
る
よ

う
な
事
態
が
起
き
な
い
と
言
い
切
れ
る
で
し

谷本親伯（たにもと・ちかおさ）
大阪大学名誉教授。工学博士。エジプ
トの大スフィンクスや中国・敦煌（とんこ
う）遺跡などの保存に関する学術調査
委員、国際岩の力学会「石造遺跡保存
の ため の 国 際 委 員 会 」委 員 長
（1995-2006）を歴任。世界の水路トン
ネルをまとめた国際ハンドブック
（2017）*に通潤用水と通潤橋など国内５カ所を紹介している。
*Underground Aqueducts Handbook,CRC Press-London

ょ
う
か
」と
重
ね
て
訴
え
る
と
、徐
々
に
同
意
す

る
人
が
増
え
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
つ
い
に
エ
ジ
プ
ト
考
古
学
庁
長
官

に
も
認
め
ら
れ
、
長
官
か
ら
修
復
・
保
存
案
の

提
出
を
求
め
ら
れ
た
。そ
こ
で
谷
本
名
誉
教
授

は
、モ
ニ
タ
リ
ン
グ
学
術
調
査
を
提
案
。そ
の
後

５
年
間
の
調
査
を
経
て
、
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
劣

化
の
原
因
は
、①
も
と
も
と
石
の
質
が
悪
い
②

付
近
の
工
場
の
影
響
に
よ
る
酸
性
雨
の
被
害
③

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
胸
の
辺
り
で
強
い
風
が
渦
を

巻
く
春
の
嵐
│
。以
上
３
点
の
影
響
が
大
き
い

こ
と
。ま
た
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
上
部
の
く
ぼ
み
に

た
ま
っ
た
水
が
石
材
に
浸
透
し
、
胸
の
辺
り
ま

で
浸
透
し
て
表
面
は
く

離
な
ど
を
起
こ
す
原
因

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も

報
告
し
た
。

　

調
査
結
果
か
ら
内
的

な
要
因
①
を
除
き
、
外
的
な
要
因
②
と
③
に
対

し
、
酸
性
雨
の
原
因
と
な
る
工
場
の
移
転
と
、

人
工
的
な
処
置
を
行
わ
な
い
で
石
灰
岩
に
含
ま

れ
る
水
分
の
変
化
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
│

な
ど
、
大
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
修
復
・
保
存
の
対

策
を
提
出
し
た
。

　

講
演
で
は
そ
の
他
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
直
下
に
断

層
が
あ
る
こ
と
や
地
下
水
の
動
き
な
ど
、
一
般

に
知
ら
れ
て
い
な
い
貴
重
な
知
見
も
披
露
さ
れ

た
。さ
ら
に
、中
国
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
敦
煌（
と

ん
こ
う
）や
、
謎
の
多
い
龍
游（
ろ
ん
ゆ
う
）石

窟
な
ど
の
調
査
で
分
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も

紹
介
さ
れ
た
。

八代市東陽石匠館のホールで講演を行う谷本親伯・大阪大学名誉教授

世
界
的
な
文
化
遺
産
と
い
え
る

通
潤
橋
と
通
潤
用
水
を
大
切
に
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橋
本
家
が
昔
の
家
を
解
体
さ
れ
た
の
は
、１

９
７
５（
昭
和
50
）年
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
。石

工
・
橋
本
勘
五
郎
の
曽
孫
の
脩
成（
よ
し
な
り
）

氏
が
そ
の
際
、「
こ
ぎ
ゃ
ん
と
ん
出
ち
き
ま
し

た
」
と
言
っ
て
手
渡
さ
れ
た
の
は
、
す
す
け
た

和
紙
10
枚
つ
づ
り
ほ
ど
の
古
い
冊
子
だ
っ
た
。

　

表
紙
を
め
く
る
と
右
上
に「
明
治
十
年
」、中

央
に
「
久
具
村　

寄
田
川　

薩
摩
渡
目
鑑
橋
」

の
文
字
が
読
み
取
れ
た
。久
具
村
は
私
の
幼
い

こ
ろ
の
住
所
に
当
た
る
。そ
の
時
、
私
の
脳
裏

に
小
・
中
学
生
時
代
に
渡
っ
て
い
た
メ
ガ
ン
バ

肥
後
の
名
工・橋
本
勘
五
郎
の
曽
孫

橋
本
脩
成
氏
逝
去
に
寄
せ
て

追
悼 

第
３
代
目
会
長・本
田
義
雄
氏

シ（
目
鑑
橋
）の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　

そ
の
後
、
定
年
退
職
し
て
４
年
後
、
熊
本
県

八
代
郡
東
陽
村
（
現
在
・
八
代
市
東
陽
町
）
の

東
陽
石
匠
館
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、東
隣

の
橋
本
勘
五
郎
生
家
に
お
住
ま
い
の
脩
成
氏

に
あ
い
さ
つ
に
出
向
い
た
折
は
、
古
い
手
紙
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
。読
み
づ
ら
い
文
字
が
あ

り
、「
渕
之
本
の
何
と
か
書
い
て
あ
り
ま
す
が

…
」と
私
が
尋
ね
る
と
、「
渕
之
本
な
ら
ば
〝
甚

平
〞
じ
ゃ
ご
ざ
る
ま
っ
せ
ん
ど
か
」
と
脩
成

氏
。「
な
る
ほ
ど
〝
甚
平
〞
て
、崩
し
書
き
し
て

あ
り
ま
す
」と
言
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

数
日
後
、
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
軽
い
足
ど
り

で
脩
成
氏
が
来
館
さ
れ
、
手
に
持
っ
た
勘
五
郎

　

第
３
代
目
会
長
を
務
め
ら
れ
た
本
田
義
雄

さ
ん
が
、２
０
１
８
年
３
月
に
ご
逝
去
さ
れ
て

い
た
。享
年
97
歳
。葬
儀
は
身
内
で
済
ま
さ
れ

た
と
の
こ
と
。訃
報
を
知
ら
ず
、
孫
の
本
田
伊

煕
（
い
き
）
さ
ん
が
宮
司
を
さ
れ
て
い
る
熊
本

城
稲
荷
神
社
を
訪
れ
た
際
、そ
の
こ
と
を
聞
い

た
。本
田
義
雄
さ
ん
は
種
山
石
工
、
橋
本
勘
五

郎
の
娘
が
嫁
い
だ
本
田
茂
三
郎
の
子
孫
。

　

16
年
前
の
こ
と
、
当
時
、
病
気
で
入
院
中
の

山
口
祐
造
事
務
局
長
か
ら
、会
員
数
が
最
も
多

い
熊
本
で
会
を
推
進
し
て
ほ
し
い
と
の
依
頼

が
あ
り
、
関
西
へ
移
ら
れ
た
2
代
目
会
長
の
片

寄
俊
秀
さ
ん
か
ら
財
産
諸
々
を
預
か
っ
た
。

　

本
田
さ
ん
は
、会
長
に
就
任
さ
れ
た
初
の
役

員
会
で「
会
の
た
め
に
尽
力
す
る
」と
語
ら
れ
、

「
知
恵
を
出
す
者
、
汗
を
か
く
者
、
金
を
出
す

者
が
そ
ろ
う
と
、
運
営
は
う
ま
く
い
く
」と
あ

い
さ
つ
さ
れ
た
。私
は
事
務
局
長
の
立
場
で

「
金
出
す
余
裕
な
し
、
汗
出
す
体
力
な
し
だ
か

ら
、わ
ず
か
ば
か
り
の
知
恵
を
絞
り
出
す
し
か

な
い
」と
自
覚
し
た
。

　

２
０
０
２
年
か
ら
09
年
ま
で
の
８
年
間
、会

長
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
。そ
の
後
は
、
老
健

施
設
に
入
所
し
て
お
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。

　

神
道
で
は
故
人
の
霊
を
守
護
神
と
し
て
祭

る
と
聞
く
。本
会
の
行
く
末
も
お
見
守
り
い
た

だ
け
れ
ば
と
祈
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
  （
２
０
１
８
年
９
月
９
日
）

直
筆
の
古
文
書
20
点
ほ
ど
を
手
渡
さ
れ
た
の

で
、
寄
託
品
と
し
て
受
け
取
っ
た
。そ
の
後
も

古
文
書
を
寄
託
さ
れ
、そ
の
数
は
１
０
０
点
を

超
え
た
。古
文
書
な
ど
の
処
理
に
つ
い
て
県
立

図
書
館
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
肥
後
細
川
家
永

青
文
庫
史
料
専
門
員
の
川
口
恭
子
氏
ほ
か
、お

ふ
た
方
に
来
館
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
事
務

的
な
処
理
を
指
導
し
て
も
ら
っ
た
。

　

欲
が
出
て
き
た
私
は
、
石
工
道
具
が
残
っ
て

い
な
い
か
と
尋
ね
て
み
る
と
、
脩
成
氏
は
い
つ

も
の
ニ
コ
ニ
コ
顔
で
倉
庫
の
中
か
ら
持
っ
て

こ
ら
れ
た
の
は
、一
本
の
ハ
ヅ
チ
。そ
の
円
筒
形

の
鉄
の
塊
は
片
方
が
オ
オ
カ
ミ
の
口
が
裂
け

た
よ
う
な
表
情
に
見
え
、受
け
取
る
私
は
腰
が

引
け
た
。脩
成
氏
は
、「
弟
子
が
独
り
立
ち
す
る

と
き
、記
念
に
石
工
道
具
を
一
つ
も
ら
っ
て
、持

っ
て
い
く
そ
う
で
す
ば
っ
て
ん
、
こ
の
ハ
ヅ
チ

は
割
れ
と
る
け
ん
、
誰
も
も
ら
わ
ん
か
ん
か
っ

た
そ
う
で
す
」と
、ハ
ヅ
チ
が
残
っ
た
事
情
を
話

さ
れ
た
。

　

あ
り
が
た
く
受
け
取
っ
て
東
陽
石
匠
館
の

所
蔵
品
に
し
た
が
、
そ
れ
が
今
も
ガ
ラ
ス
ケ
ー

ス
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

石
工
道
具
は
と
も
か
く
、
筆
書
き
の
古
文
書

な
ど
が
石
工
の
子
孫
の
住
宅
に
保
存
さ
れ
て

い
る
の
は
珍
し
い
。往
時
を
知
る
貴
重
品
で
あ

り
、〝
石
の
匠
〞
で
あ
る
橋
本
勘
五
郎
が
希
有

（
け
う
）な
存
在
だ
っ
た
と
思
う
と
、
そ
の
古
文

書
が
よ
く
残
っ
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
。な

お
、
高
温
多
湿
に
対
応
で
き
る
部
屋
が
東
陽
石

匠
館
に
は
な
い
た
め
八
代
市
立
博
物
館
に
依

頼
し
、
橋
本
家
の
古
文
書
は
そ
ち
ら
に
保
管
さ

れ
て
い
る
。

　

貴
重
な
史
料
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
い
た

脩
成
氏
は
、
昨
年
12
月
９
日
朝
に
黄
泉
の
国
へ

と
旅
立
た
れ
た
。享
年
92
歳
。晩
年
は
曽
祖
父

の
勘
五
郎
に
似
て
こ
ら
れ
た
の
が
印
象
に
残

る
。合
掌
。　　
　

  （
２
０
１
９
年
１
月
12
日
）

会
長　

上
塚 

尚
孝

会
長　

上
塚 

尚
孝

橋
本
勘
五
郎
の
手
に
馴
染
ん
で
い
た
ハ
ヅ
チ

イ
ラ
ス
ト
／
上
塚
尚
孝

中央が在りし日の本田義雄氏。右は前宮司の本田光曠氏（故人）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真提供／本田伊煕
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霊
台
橋
架
設
記
録

　

江
戸
時
代
に
築
造
さ
れ
た
石
造
単
一
ア
ー

チ
橋
と
し
て
日
本
一
の
規
模
を
誇
る
、
熊
本

県
下
益
城
郡
美
里
町
の
霊
台
橋
。
橋
の
た
も

と
の
碑
文
の
一
節
に
は
、「
弘
化
三
つ
の
年
さ

つ
き
初
め
よ
り
同
じ
年
の
霜
降
り
月
、
日
あ

ら
ず
し
て
此
橋
な
る
」
と
刻
さ
れ
、
翌

春
（
１
９
４
７
年
）
に
渡
り
初
め
と
竣

工
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

近
隣
の
石
工
　
人
が
工
事
に
参
加

　

こ
の
橋
が
架
か
る
前
は
、
文
化
・
文

政
の
20
年
間
に
木
造
橋
が
５
回
流
失
す

る
な
ど
、
地
域
住
民
は
何
か
と
不
便
な

暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
砥
用（
と

も
ち
）
手
永
*
（
現
・
美
里
町
）
の
惣

庄
屋
・
篠
原
善
兵
衛
（
さ
さ
わ
ら
・
ぜ

ん
べ
い
、
弘
化
２
年
10
月
に
惣
庄
屋
就

任
）
は
長
崎
出
張
の
経
験
が
あ
る
。
そ

の
際
に
目
に
し
た
石
造
ア
ー
チ
橋
を
緑

川
に
架
け
よ
う
と
、
企
画
立
案
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の

石
橋
の
設
計
を
託
し
た
の
が
大
工
棟
梁

の
伴
七
（
後
の
茂
見
伴
右
衛
門
）
だ
っ
た

　

茂
見
家
（
美
里
町
涌
井
）
に
残
る
古
文
書

類
は
現
在
、
熊
本
市
立
熊
本
博
物
館
に
寄
託

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
、
伴
七
が
霊
台
橋

架
設
に
つ
い
て
残
し
た
『
桑
津
留
橋
御
用
日

記
』（
１
年
２
カ
月
間
の
記
録
）
と
『
弘
化
三

年
午
九
月　

目
鑑
橋
手
鑑
』
が
あ
る
。
前
者

の
御
用
日
記
に
は
、
１
８
４
６
（
弘
化
３
）

年
４
月
４
日
「
石
工
小
屋
掛
」
と
あ
り
、
後

者
の
目
鑑
橋
手
鑑
に
は
、
近
隣
の
石
工
連
中

が
馳
せ
参
じ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
一　

四
月
十
八
日
ヨ
リ
石
工
入
込
候　

棟

梁
種
子
山
手
永
北
種
子
山
村
宇
助　

惣
人
数

弐
拾
三
人
」、「
一　

五
月
十
四
日
ヨ
リ
右
同

　

野
津
手
永
熊
吉
入

込
候　

惣
人
数
拾
三

人
」、「
一　

閏
五
月

廿
一
日
ヨ
リ　

岩
尾

野
村
石
工
新
助
入
込

候　

人
数
拾
弐
人
」、

「
一　

閏
五
月
十
六
日

ヨ
リ　

甲
佐
平
村
石

工
利
八
入
込
候　

人

数
拾
六
人
」、「
一　

六
月
十
五
日
ヨ
リ
山

中
手
永
中
間
村
石
工

平
左
衛
門
入
込
候　

人
数
八
人
」

　

こ
の
記
録
か
ら
石

工
総
数
72
人
と
判

明
。
棟
梁
の
宇
助
は

当
時
30
歳
。関
係
役
員
は
、郡
代
が
松
浦
津
直
、

惣
庄
屋
が
篠
原
善
兵
衛
。

霊
台
橋
以
前
の
宇
助
の
実
績
が
不
明

　

こ
こ
ま
で
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
二
つ
の
疑
問

が
生
じ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
宇
助
の
架
橋
実
績

で
あ
る
。

　

霊
台
橋
は
径
間
が
「
玄
九
丈
三
尺
三
寸
余
」

と
28
㍍
余
り
も
あ
り
、
江
戸
時
代
最
大
。
こ

れ
ほ
ど
大
規
模
な
ア
ー
チ
橋
を
宇
助
は
架
け

う
る
の
か
。
彼
は
野
津
手
永
の
名
工
、
岩
永

三
五
郎
の
弟
子
な
の
で
、
腕
は
確
か
だ
ろ
う

が
、
霊
台
橋
以
前
に
総
数
72
人
も
の
石
工
の

頭
と
し
て
、
十
分
な
実
績
が
あ
っ
た
の
か
。

　

三
五
郎
は
２
度
、
薩
摩
へ
行
っ
て
い
る
。
１

度
目
は
1
8
4
0
（
天
保
11
）
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
の
期
間
。
こ
の
間
に
「
吉
野
の
太

鼓
橋
」「
孝
行
橋
」「
永
安
橋
」
を
架
設
。
宇

助
は
師
匠
に
同
行
し
て
薩
摩
へ
行
き
、
腕
を

磨
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
２
度
目
は
１
８
４
６

（
弘
化
３
）
年
の
西
田
橋
架
設
の
前
後
。
こ
の

年
に
肥
後
で
霊
台
橋
が
架
け
ら
れ
る
の
で
、

宇
助
が
手
伝
う
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

　
『
調
所
笑
左
衛
門
広
郷
の
履
歴
概
略
』や『
海

老
原
宗
之
丞
清
煕
の
履
歴
概
略
』
を
見
た
が

不
詳
。
鹿
児
島
市
の
木
原
安
姝
子
会
員
か
ら

届
い
た
２
６
６
㌻
の
分
厚
い
資
料
『
鹿
児
島

県
維
新
前
土
木
史
』（
鹿
児
島
県
土
木
課
編
）

に
は
三
五
郎
の
名
は
出
て
く
る
け
れ
ど
、
宇

助
の
名
は
な
い
。

宇
市
と
丈
八
の
工
事
参
加
も
不
明

　

も
う
一
つ
の
疑
問
は
、
宇
助
の
す
ぐ
下
の

弟
の
宇
市
と
そ
の
下
の
丈
八
が
霊
台
橋
工
事

に
参
加
し
た
か
と
い
う
こ
と
。

　

何
し
ろ
四
月
十
八
日
の
記
録
は
「
惣
人
数

弐
拾
三
人
」
と
、
宇
助
以
外
の
石
工
の
名
は

記
録
に
な
い
。
岩
永
三
五
郎
の
墓
碑
に
記
さ

れ
た
門
人
８
人
の
中
に
は「
夘
助
」と
共
に「
夘

市
」
の
名
も
あ
る
か
ら
、
参
加
の
可
能
性
は

あ
る
が
、
宇
市
は
１
８
３
９
（
天
保
10
）
年

２
月
に
矢
部
手
永
の
野
尻
村
へ
両
親
と
共
に

転
居
し
、
矢
部
で
土
木
事
業
を
任
さ
れ
て
い

た
三
五
郎
が
薩
摩
へ
招
か
れ
た
た
め
、
代
理

役
を
務
め
て
い
る
。
宇
市
は
、
１
８
４
６
（
弘

化
３
）
年
８
月
か
ら
翌
年
４
月
に
か
け
、
矢

部
手
永
東
部
の
川
内
川
目
鑑
橋
を
架
け
て
い

る
た
め
、
霊
台
橋
工
事
へ
の
参
加
は
不
可
能

と
思
わ
れ
る
。
川
内
川
目
鑑
橋
の
工
事
が
終

わ
っ
た
１
８
４
７
（
弘
化
４
）
年
７
月
、
御

船
川
目
鑑
橋
工
事
に
兄
の
宇
助
、
弟
の
丈
八

と
共
に
宇
市
も
参
加
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
丈
八
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
調

べ
た
が
、
丈
八
が
霊
台
橋
工
事
に
参
加
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
資
料
は
な
い
。

　

霊
台
橋
の
架
設
工
事
記
録
に
宇
市
や
丈
八

の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
実
弟
だ
か
ら
当
然
の

よ
う
に
工
事
に
参
加
し
た
と
考
え
、
メ
デ
ィ
ア

な
ど
で
も
紹
介
さ
れ
る
。
橋
は
立
派
な
出
来

栄
え
な
の
で
同
調
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
慌

て
て
結
論
づ
け
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
。

※
手
永
と
は
、
江
戸
時
代
の
大
名
、
細
川
家
独
自
の
行
政

制
度
。
郡
よ
り
狭
く
村
よ
り
広
い
行
政
区
画
で
、
そ
の
行

政
の
長
が
惣
庄
屋

72

〓おんこせっきょうき〓

上塚 尚孝
温故石拱記温故石拱記

大工棟梁・伴七の
「弘化三年午九月
目鑑橋手鑑」表紙
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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
も
、
各
会
員
の
石
橋
へ
の
思
い
が
感
じ

ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

１
面
の
大
肥
橋
（
大
分
県
日
田
市
）
撤
去
へ

の
動
き
は
衝
撃
的
で
し
た
。架
設
か
ら
１
２
０

年
を
経
て
残
る
石
橋
が
つ
い
に
姿
を
消
す
の

か
、
保
存
の
道
は
な
い
も
の
か
…
と
思
う
会
員

は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

　

２
０
１
７
年
７
月
、
日
田
市
で
は
豪
雨
に
よ

り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
道
路
橋
や
鉄
道
橋
ま

で
も
が
流
失
し
て
い
ま
す
。大
肥
橋
は
強
過
ぎ

た
た
め
に
撤
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
見
方
も
で
き
ま
す
。大
肥
橋
撤
去
の
動
き

は
、
石
橋
の
存
在
が
そ
の
地
域
住
民
や
地
域
行

政
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら

た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（
会
報
担
当　

中
村
ま
さ
あ
き
）

　

第
40
回
大
会
を
左
記
の
通
り
、新
緑
の
京
都

市
で
開
催
し
ま
す
。今
年
は
本
会
の
節
目
の

年
。そ
こ
で
記
念
大
会
と
位
置
づ
け
、
初
め
て

関
西
で
開
催
し
ま
す
。例
年
と
は
異
な
り
、
1

日
目
が
日
曜
、2
日
目
が
月
曜
の
日
程
と
な
り

ま
す
が
、
多
く
の
会
員
の
参
加
を
期
待
し
、
会

場
で
お
会
い
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
途
郵
送
の
案

内
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。（
事
務
局
）

【
会 

場
】

　
「
京
都
市
国
際
交
流
会
館
」

　

京
都
市
左
京
区
粟
田
口
鳥
居
町
。地
下
鉄
東

5
月
12
日
㈰
・
13
日
㈪
に
開
催

第
40
回
記
念
大
会
を
京
都
市
で

　

熊
本
県
の
玉
名
市
で
小
学
生
時
代
を
過

ご
し
た
。当
時
、
市
内
を
流
れ
る
高
瀬
裏

川
に
架
か
る
高
瀬
目
鏡
橋
の
こ
と
は
全
く

知
ら
な
か
っ
た
が
、
石
橋
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
十
数
年
前
か
ら
は
、
何
度

も
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
橋
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
水
切
り
に
特
徴
が
あ
る
。そ
し

て
、
築
造
か
ら
１
７
０
年
余
り
も
た
っ
て

い
る
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
ま
だ
ま
だ
現

役
で
活
躍
で
き
そ
う
な
ほ
ど
丈
夫
な
造

り
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

昔
は
す
ぐ
そ
ば
の
菊
池
川
の
河
原
に
渡

し
場
が
あ
っ
て
、
多
く
の
人
や
重
い
荷
物

を
載
せ
た
車
が
行
き
交
い
、
こ
の
橋
は
大

活
躍
し
た
よ
う
だ
。

　

ス
ケ
ッ
チ
し
た
と
き
は
、
壁
石
が
ツ
タ

や
草
に
覆
わ
れ
、
そ
れ
が
橋
の
歴
史
の
重

み
を
よ
り
一
層
、
醸
し
出
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。

　

高
瀬
裏
川
周
辺
は
、
き
れ
い
に
環
境
整

備
が
な
さ
れ
て
い
る
。今
年
も
初
夏
の
こ

ろ
に
は
、
周
囲
を
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
に
彩
ら

れ
た
高
瀬
目
鏡
橋
を
見
に
多
く
の
人
た
ち

が
訪
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
８
年
作
品
、
サ
イ
ン
ペ
ン
画
、
文

＝
石
原
史
彦
）

西
線
蹴
上
駅
よ
り
徒
歩
約
６
分

【
５
月
12
日
㈰
】

　

13
時　

受
付
開
始　
　
　

　

13
時
30
分　

総
会
・
記
念
講
演
会
等

　

16
時
30
分　

徒
歩
に
て
会
場
近
く
の
南
禅

寺
水
路
閣
や「
ね
じ
り
ま
ん
ぽ
」等
を
見
学

　

18
時　

会
館
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
「
玄
」
に
て

意
見
交
換
会

【
５
月
13
日
㈪
】

　

8
時
30
分　

京
都
駅
集
合
。貸
切
バ
ス
で
王

子
橋（
亀
岡
市
）、
円
通
橋（
東
山
五
条
）を
見

学
、途
中
昼
食

　

15
時　

京
都
駅
で
解
散
予
定

※
問
い
合
わ
せ
先（
事
務
局
宛
て
メ
ー
ル
）

会
場
周
辺
マ
ッ
プ

石
橋
の
あ
る
風
景

石原 史彦 「高瀬目鏡橋」
熊本県玉名市jim

u@
ishibashi-m

am
orukai.jp

丸太町通

仁王門通

京都市動物園

地下鉄東西線

京都市美術館

京都市国際交流会館京都市国際交流会館

二条通

三条通
東山

東
大
路
通

神
宮
通

白
川
通

平安神宮

琵琶湖疎水記念館
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