
Ｑ
８

な
ぜ
眼
鏡
橋
で
な
い
の

眼
鏡
橋
は
、
柱
が
い
ら
な
い
の
で
、
洪
水
な
ど
に
は
強
い
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、

川
岸
が
高
い
こ
と
が
必
要
条
件
で
す
。

ま
た
、
川
岸
が
頑
丈
な
岩
盤
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

祇
園
橋
の
付
近
は
高
さ
が
足
ら
な
い
の
で
、
眼
鏡
橋
は
架
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

幸
い
な
こ
と
に
、
河
底
が
頑
丈
な
岩
盤
で
出
来
て
い
る
の
で
、
柱
が
し
っ
か
り
と
建
て
ら

れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
多
脚
式
の
石
橋
が
架
け
ら
れ
た
の
で
す
。

た
だ
、
当
時
は
ま
だ
眼
鏡
橋
は
、
最
新
技
術
で
、
天
草
ま
で
そ
の
技
術
が
普
及
し
て
い

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
天
草
に
あ
る
眼
鏡
橋
の
架
橋
年
月
を
見
て
み
る
と
、
施
無
畏
橋
（
町
山
口

川
）
が
明
治
四
年
と
最
も
古
い
の
で
、
当
時
と
し
て
は
、
眼
鏡
橋
の
技
術
は
天
草
に
は
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
熊
本
の
各
眼
鏡
石
橋
を
見
て
み
て
も
、
天
保
年
間
は
そ
の
走
り
の
よ
う
で
、

当
時
と
し
て
は
最
新
技
術
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

調
べ
て
み
る
と
、
熊
本
で
最
初
に
架
け
ら
れ
た
眼
鏡
橋
は
、
安
永
三
（
１
７
７
４
）

年
で

す
。

（
山
口
祐
造
著
『
石
橋
は
生
き
て
い
る
』
よ
り
）

祇
園
橋
よ
り
六
十
年
も
前
に
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
前
で
す
が
、
当
時
は
、

現
在
と
比
べ
情
報
伝
達
が
遅
く
か
つ
こ
れ
ら
は
企
業
秘
密
、
つ
ま
り
門
外
不
出
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
く
、
天
草
ま
で
そ
の
技
術
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
も
っ
と
遅
か
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

事
実
、
天
草
に
架
け
ら
れ
て
い
る
眼
鏡
橋
は
、
ほ
と
ん
ど
明
治
期
の
も
の
で
す
。

ま
た
、
熊
本
で
最
初
に
架
け
ら
れ
た
多
脚
橋
は
、
人
吉
の
橋
で
、
明
和
三
（
１
７
６
６
）

年
だ
そ
う
で
す
。
（
鶴
田
文
史
氏
調
査
メ
モ
よ
り
・
人
吉
で
は
知
る
人
ぞ
知
っ
て
い
た
が
、
公
に
は
な
っ

て
い
な
か
っ
た
）

こ
こ
で
い
う
眼
鏡
橋
は
、
ア
ー
チ
が
一
つ
し
か
な
い
の
が
普
通
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
眼
鏡
橋
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河床が浅いことが、橋右下の人物からも良く分かる。



で
な
く
単
眼
鏡
橋
が
正
解
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
。
先
に
あ
げ
た
山
口
祐
造
氏

は
、
一
つ
の
ア
ー
チ
で
も
眼
鏡
橋
、
あ
る
い
は
太
鼓
橋
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
長
崎
、
佐
賀
方
面
で
は
眼
鏡
橋
と
書
く
が
、
熊
本
で
は
目
鏡
橋
が
多
い
。
鹿
児
島
で
は
太

鼓
橋
と
い
う
呼
称
を
使
っ
て
い
る
。
（
秋
目
鏡
橋
物
語
）

石
工
と
い
え
ば
、
天
草
下
浦
石
工
以
上
に
有
名
な
の
が
、
八
代
の
種
山
石
工
で
す
。
種

山
石
工
と
い
う
と
、
岩
永
三
五
郎
や
橋
本
勘
五
郎
の
名
が
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

種
山
石
工
が
造
っ
た
橋
で
、
有
名
な
の
が
、
通
潤
橋
や
霊
台
橋
で
す
が
、
霊
台
橋
は
１
８

４
７
年
、
通
潤
橋
は
１
８
５
４
年
で
す
か
ら
、
祇
園
橋
と
は
十
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
わ
け

で
、
ま
だ
天
草
に
は
眼
鏡
橋
建
造
の
技
術
が
な
か
っ
た
か
と
も
い
え
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
ら
の
最
新
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
な
し
得
な
い
、
堅
固
な
祇
園
橋
の
建
造

は
、
下
浦
石
工
の
技
術
が
如
何
に
高
か
っ
た
こ
と
の
証
明
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
祇
園
橋
の
持
つ
歴
史
的
価
値
は
、
す
ご
い
も
の
が
あ
る
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

Ｑ
９

多
脚
式
は
柱
が
多
い
の
で
、
洪
水
に
弱
い
と
思
う
の
で
す
が

確
か
に
、
脚
が
多
い
と
、
水
圧
を
も
ろ
に
受
け
ま
す
。
し
か
し
、
祇
園
橋
は
、
百
八
十

年
も
の
間
壊
れ
る
こ
と
な
く
現
存
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
何
度
も
、
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
水
だ
け
で
な
く
上
流
か
ら
流
れ
て
来
る
が
れ
き
が
柱
に
引
っ
か
か
り
、
水
を

せ
き
止
め
る
こ
と
に
よ
り
、
水
圧
が
さ
ら
に
増
し
ま
す
。

こ
ん
な
困
難
（
水
難
）
に
遭
い
な
が
ら
も
、
耐
え
て
き
た
の
に
は
、
何
か
秘
密
が
あ
り

そ
う
で
す
。

考
え
ら
れ
る
の
は
。

①

ア
ー
チ
形
に
な
っ
て
い
る
事
。

こ
の
ア
ー
チ
の
部
分
が
空
間
で
あ
る
た
め
、
水
圧
を
ク
リ
ア
す
る
。
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脚の向きや角度に注目。

右写真・柱の角部を上流（右側）に対して向けてあり、水圧を軽減するようにしてある。

左写真・下流側（左側）の柱は垂直でなく、やや斜めになっており、つっかい棒の役目

を持たせてある。



②

河
底
が
固
い
岩
盤
で
あ
る
事
。

③

橋
脚
の
上
流
側
の
柱
は
、
角
が
上
流
を
向
い
て
い
る
事
。
そ
の
た
め
、
水
切
を

し
て
水
圧
を
も
ろ
に
受
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

④

橋
脚
の
下
流
側
の
柱
は
、
水
平
で
な
く
、
や
や
斜
め
に
な
っ
て
い
て
、
つ
っ
か

い
棒
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
事
。

等
々
が
考
え
ら
れ
す
が
、
や
は
り
①
が
決
定
的
条
件
で
す
。

つ
ま
り
、
匠
の
技
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。

祇
園
橋
は
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
美
し
い
橋
で
す
。
合
理
性
を
追
求
す
れ
ば
、
美
し
い
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
正
に
そ
の
典
型
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
勿
論
橋
の
設
計

者
・
建
築
者
は
、
形
の
い
い
、
美
し
い
橋
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
が
、
洪
水
対
策
と
し
て
ア
ー
チ
型
に
し
た
の
が
、
結
果
的
に
優
美
性
を
併
せ
持
っ

た
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

Ｑ
10

地
震
に
対
し
て
は
強
い
の

洪
水
と
共
に
心
配
な
の
が
、
地
震
で
す
。

幸
い
に
し
て
、
架
橋
以
来
、
大
き
な
地
震
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

で
も
、
震
度
５
強
程
度
の
地
震
に
対
し
て
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

地
震
対
策
と
し
て
は
、
専
門
家
の
方
で
調
査
さ
れ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ

と
不
安
で
す
ね
。
地
震
対
策
と
し
て
、
耐
震
補
強
が
一
般
的
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
祇
園
橋

の
場
合
は
、
大
き
く
現
状
を
壊
す
の
で
、
文
化
財
と
し
て
は
そ
れ
も
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。南

海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
巨
大
地
震
が
必
ず
起
こ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

。
天
草
は
震

源
か
ら
遠
い
と
い
っ
て
も
、
安
心
は
で
き
ま
せ
ん
。
強
固
な
岩
盤
が
、
橋
を
し
っ
か
り
支

え
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

ま
た
、
地
震
等
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
も
怖
い
で
す
ね
。

天
草
に
は
、
寛
政
四
（
１
７
９
２
）

年
、
い
わ
ゆ
る
「
島
原
大
変
・
肥
後
迷
惑
」
と
い
う
、
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苓北町富岡の流死者慰霊塔

「両肥溺死萬霊等」
天草には、このほかに多数の慰霊碑

が建てられている。

詳しくはHP「天草探見」参照

雲仙眉山崩れ津波による天草郡損害〈概況〉

被害18カ村海辺

流家373軒

損家352軒

流馬屋439軒

溺死人343人（男148人、女195人）

流死牛馬109頭（牛45頭、馬65頭）

田畑65町８反余

苗代49町５反ほど

地船67艘

高札場３か所

カライモ畑40町６反余

見取り田15町５反程

土橋11ケ所・・・・など

塩浜16カ所、20町余

『寛政四年島原地変記』金井俊行編より



雲
仙
眉
山
崩
壊
に
よ
る
、
大
津
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
時
天
草
島
で
も
、
三
四
三
人
が
亡
く
な
る
と
い
う
大
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
の
津
波
の
高
さ
は
良
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
津
波
の
時
も
し
祇
園
橋

が
出
来
て
い
た
ら
、
果
た
し
て
今
日
の
姿
を
我
々
に
見
せ
て
く
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
こ
の
大
津
波
は
、
祇
園
橋
が
完
成
す
る
四
十
年
前
の
出
来
事
で
し
た
。

Ｑ
11

ど
う
や
っ
て
工
事
を
し
た
の

当
時
は
、
当
然
現
在
の
よ
う
に
重
機
や
工
作
機
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

す
な
わ
ち
、
石
を
切
り
出
す
に
も
、
細
工
す
る
に
も
、
運
ぶ
に
も
、
組
み
立
て
る
に
も

人
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
大
変
な
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
何
せ
木
材
と
違
っ
て
、

石
材
は
重
い
し
、
加
工
が
し
に
く
い
の
で
す
か
ら
。

設
計
図
や
工
事
方
法
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
想
像
す
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

私
の
よ
う
な
建
設
の
門
外
漢
に
は
、
想
像
さ
え
も
出
来
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
昔
の
人
は
知
恵
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

大
工
事
を
た
く
さ
ん
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
大
坂
城
や
熊
本
城
の
石
垣
の
大
石
。
ど
う
や
っ
て
切
り
出
し
、
運
び
、
ど
う

や
っ
て
積
み
上
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
仮
に
頭
で
考
え
て
も
、
実
際
の
工
事
と
な
る
と
、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
困
難
さ
が
伴
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
の
人
は
、
身
体
的
に
は
現
代
人
よ
り
劣
っ
て
い
ま
す
が
、
力
と
根
気
、
根
性

は
現
代
人
が
及
ば
な
い
こ
と
が
、
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

私
た
ち
は
、
祇
園
橋
を
見
て
、
美
し
い
な
、
よ
く
残
っ
て
い
た
な
、
く
ら
い
し
か
考
え

ま
せ
ん
が
、
時
に
は
、
も
し
こ
れ
を
人
力
で
建
設
し
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
大
変
だ
ろ

う
と
、
昔
の
人
の
労
苦
に
思
い
を
馳
せ
る
の
も
、
文
化
財
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
必
要
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上中万五郎氏作図による「本渡祇園橋設計図」 『国重文の祇園橋』より転載



な
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
し
、
現
在
の
技
術
と
機
械
力
を
持
っ
て
し
て
も
、
こ
の
祇
園
橋
を
造
る
こ
と
は
、
容

易
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

匠
の
技
と
、
人
々
の
根
気
が
、
こ
の
橋
に
宿
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。

で
も
、
石
の
切
り
出
し
か
ら
建
設
ま
で
、
項
目
別
に
素
人
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

切
り
出
し
・
加
工

石
の
切
り
出
し
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
石
を
岩
か
ら
切
り

出
す
に
は
、
穴
を
一
列
に
穿
ち
、
そ
の
穴
に
く
さ
び
を
打
ち
込
む
と
、
岩
が
割
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
現
在
は
、
削
岩
機
や
ド
リ
ル
、
あ
る
い
は
膨
張
剤
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

当
時
は
、
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
鑿
で
こ
つ
こ
つ
時
間
を
か
け
て
行
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
現
在
か
ら
す
れ
ば
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
で
す
。

余
談
な
が
ら
、
私
の
畑
の
真
ん
中
に
、
大
き
な
石
が
あ
り
ま
す
が
、
と
て
も
掘
り
起
こ

す
に
は
困
難
な
の
で
、
割
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
割
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
思
い

つ
い
た
の
が
、
球
磨
川
の
水
運
を
妨
げ
て
い
た
、
亀
石
と
い
う
巨
石
を
割
っ
た
方
法
で
す
。

つ
ま
り
、
岩
の
上
で
火
を
焚
き
、
岩
が
充
分
温
ま
っ
た
所
で
、
水
を
か
け
る
。
そ
の
結
果
、

破
片
と
な
っ
て
割
れ
、
ず
い
ぶ
ん
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
全
て
取
り
除
く

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
に
か
く
、
木
材
と
違
っ
て
、
石
の
加
工
は
大
変
な
事
で
す
。

運
搬

更
に
厄
介
な
の
は
運
搬
で
す
。
何
ト
ン
も
あ
る
石
を
運
ぶ
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
重
た
い
石
を
ど
う
や
っ
て
運
ん
だ
か
と
言
う
と
、
コ
ロ
と
ソ
リ
を
利
用
し
て
運

ん
だ
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
コ
ロ
と
ソ
リ
で
、
石
場
か
ら
祇
園
橋
の
建
設
現
場
ま
で

運
ぶ
こ
と
は
、
で
き
ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
当
時
は
道
路
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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石材の運搬方法
1 山丁場から道まで

スラセ（木馬・キンマ）で運ぶ

急な坂--松材

平道----樫材

2 道から船着場

о荷馬車

о牛車

※ 海上輸送の方法については

記述無し

〈下浦石工物語 金子久明編〉より

『古文書の基礎知識』
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例
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
大
の
難
関
が
瀬
戸
海
峡
で
す
。
瀬
戸
海
峡
に
橋
が
架
か
っ
た

の
は
、
ず
っ
と
時
代
は
下
り
、
大
正
十
二
年
の
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
海
上
輸
送
で
す
。
ま
ず
、
コ
ロ
と
ソ
リ
で
海
岸
ま
で
運
び
、

そ
の
後
団
平
船
か
い
か
だ
で
運
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
な
ら
ク
レ
ー
ン
で
大
型
船

に
積
み
込
み
、
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
船
に
積
み
込
む
だ
け
で
も
、
大
変
な
作
業
で

す
。そ

れ
で
は
、
ど
う
や
っ
て
積
み
込
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

参
考
に
な
る
の
が
、
次
の
こ
と
で
す
。

大
坂
城
は
豊
臣
秀
吉
が
築
き
ま
し
た
が
、
現
在
の
大
坂
城
は
徳
川
が
秀
吉
時
代
よ
り
も

規
模
を
拡
大
し
て
築
き
ま
し
た
。
現
在
み
ら
れ
る
石
垣
は
、
徳
川
が
築
い
た
も
の
で
す
。

そ
の
石
垣
に
は
１
０
０
ト
ン
も
の
巨
石
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
石
は
瀬
戸
内
海
を

運
ん
で
き
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
運
ん
だ
か
は
謎
で
し
た
。
そ
こ
で
、

同
志
社
大
学
文
化
遺
産
情
報
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
が
、
香
川
県
小
豆
島
で
、
積
出
港
跡
の

遺
構
を
発
見
し
ま
し
た
。

そ
の
遺
構
は
、
石
切
り
場
に
近
い
海
岸
の
40
～
50
ｍ
沖
合
に
、
二
つ
の
岩
が
並
ん
で
い

ま
し
た
。
幅
2
～
4
ｍ
、
奥
行
き
2
～
3
ｍ
、
海
底
か
ら
の
高
さ
3
ｍ
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、
と
も
に
石
を
２
段
重
ね
に
積
み
上
げ
た
人
工
物
で
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
岩
と
浜
の
間
に
は
、
人
工
的
に
置
い
た
と
み
ら
れ
る
加
工
石
材
が
約
50
個
散
乱
し

て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
遺
構
が
、
巨
石
を
船
に
積
み
込
ん
だ
も
の
と
い
う
事
が
わ
か
っ
た
と
い

う
事
で
す
。

そ
こ
で
、
積
み
込
み
の
方
法
を
推
測
し
ま
し
た
。

①

満
潮
時
に
二
つ
の
岩
の
間
に
船
を
入
れ
、
石
柱
に
ロ
ー
プ
で
係
留
す
る
。

②

干
潮
時
に
沖
合
の
岩
ま
で
桟
橋
を
渡
し
、
石
材
を
運
び
、
船
に
搬
入
。

③

満
潮
に
な
る
と
、
船
が
浮
か
ぶ
の
で
、
出
航
。

な
る
ほ
ど
、
昔
の
人
の
知
恵
に
は
感
心
す
る
ば
か
り
で
す
。
そ
れ
で
も
、
大
変
な
作
業

で
す
ね
。
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左図・および巨石運搬の項は、

「古代巨石文化探検部～

インディー・ジョーンズ倶楽部

http://ancient-megalith.info/?p=267 を拝借、又

は参考にさせていただきました。

団平船
だんべいぶね

和船の一。幅が広く、底を平たく頑丈につ

くった船。石・材木・石炭・土砂などの重量

物の近距離輸送に用いた。

goo辞書より



下
浦
か
ら
、
祇
園
橋
建
築
現
場
ま
で
、
石
材
を
運
ん
だ
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
方

法
だ
っ
た
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
祇
園
橋
だ
け
で
な
く
、
鳥
居
な
ど
巨
石
を
使
っ
た

建
造
物
は
天
草
各
地
に
多
く
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
し
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
が
、
下
浦
海
岸
に
残
っ
て
い
た
ら
と
思
う
と
、
ワ
ク
ワ
ク
し
ま

す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
痕
跡
も
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
私
的
に
素
人
考
え
で
は
、
も
っ
と
簡
単
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
干

潮
の
時
、
満
潮
時
深
く
な
る
所
へ
い
か
だ
を
置
き
、
そ
こ
ま
で
石
を
運
ん
で
い
か
だ
に
載

せ
る
。
満
潮
に
な
っ
た
ら
、
い
か
だ
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
、
い
か
だ
を
建
設
現
場
ま
で

曳
航
す
る
。
こ
れ
だ
と
、
先
の
設
備
も
作
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
な
り
に
考
え
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
ね
。

建
設

眼
鏡
橋
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
建
設
の
方
法
が
解
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
桁
橋
は
ど

う
な
ん
で
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
ま
ず
、
木
材
で
、
枠
や
支
柱
を
組
み
、
そ
し
て

一
つ
一
つ
柱
を
立
て
、
梁
を
乗
せ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
使
用
さ
れ
た
木
材
も

そ
れ
相
当
の
大
き
さ
と
数
が
要
求
さ
れ
、
石
橋
の
棟
梁
と
同
時
に
、
大
工
さ
ん
も
重
要
な

役
割
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

現
在
で
も
、
足
組
み
を
組
ん
で
、
本
体
建
設
に
取
り
掛
か
る
工
事
現
場
を
よ
く
見
か
け

ま
す
。
国
宝
姫
路
城
の
大
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
天
守
閣
を
す
っ
ぽ
り
囲
む

ほ
ど
の
足
場
が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

祇
園
橋
の
場
合
も
、
大
が
か
り
な
足
場
が
組
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。
足
場
が
組
ま
れ
た

ら
、
工
事
の
半
分
以
上
は
完
成
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
勿
論
素
人
考
え
で
す
が
。

と
に
か
く
、
大
変
な
苦
労
を
し
て
、
建
設
し
た
こ
と
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
費
用
の

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
人
力
だ
け
が
頼
り
の
時
代
、
延
べ
何
人
の
方
が
、
こ
の
祇
園
橋
の

建
設
に
携
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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造成中の祇園橋 画・上中万五郎 『国重文の祇園橋』より


