
Ｑ
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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
な
事
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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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
、
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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
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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
。
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
。

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
。
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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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Ｑ
12

い
く
ら
費
用
は
か
か
っ
た
の

こ
れ
も
難
問
で
す
。

記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
架
橋
碑
に
寄
付
を
し
た
人
の
名
と
金
額
等
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
あ
る
程
度
の
費
用
は
計

算
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

石
切
や
組
み
立
て
な
ど
の
専
門
的
業
務
に
就
く
人
に
は
、
当
然
手

当
て
が
支
給
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
一
般
に
工
事
に
携
わ
っ
て
い

た
人
は
、
大
半
今
で
云
う
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

参
考
ま
で
に
、
架
橋
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
人
を
一
部
列
挙
し
て
み

ま
す
。

一
銭

五
百
目

鈴
屋
虎
吉

一
米
一
石
二
斗

村
方

一
同

五
百
目

泉
屋
富
士
太
郎

一
籾
壱
石

山
口
掛

一
同

五
百
目

後
藤
善
右
衛
門

一
同
八
斗
五
升

川
原
、
中
山
口

一
同

九
十
目

井
筒
屋
平
吉

一
同
二
石
八
斗

船
尾
掛

一
同

四
十
五
文
目

皿
屋
伊
七

一
同
二
石
八
斗

浜
津

惣
村
中
軒
別
二
百
文
加
勢

一
銭
二
貫
目

大
和
屋
龍
吉

松
屋
清
兵
衛

そ
の
他
多
数
の
人
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
か
つ
刻
ま
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
石
面
が
剥
離
欠
落
し
て
判
読
不
能
で
す
。

（
「
国
重
文
の
祇
園
橋
」
よ
り
）

銭
一
目
が
、
今
日
に
換
算
す
る
と
い
く
ら
に
な
る
か
、
私
に
は
分

り
ま
せ
ん
が
、
惣
村
中
軒
別
二
百
文
加
勢
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
村
挙

げ
て
の
工
事
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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Ｑ
13

祇
園
橋
の
所
有
者
は
誰

河
川
は
熊
本
県
の
管
轄
、
川
の
両
サ
イ
ド
の
道
路
は
市
道
で
す
。

で
は
、
橋
の
所
有
者
（
管
理
者
）
は
誰
で
し
ょ
う
か
。

「
本
渡
市
の
文
化
財
」
（
平
成
十
五
年
発
行
）
に
よ
る
と
、
本
渡

市
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
天
草
市
に
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
文
化
庁
の
登
録
で
は
当
時
の
本
渡
市
に
な
っ
て

い
ま
す
。

た
だ
し
、
登
記
上
の
所
有
者
は
市
で
あ
っ
て
も
、
貴
重
な
歴
史
遺

産
で
す
。
市
民
全
員
が
所
有
者
と
い
っ
た
感
覚
を
持
ち
た
い
も
の
で

す
ね
。

Ｑ
14

い
つ
国
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の

ま
た
、
そ
の
意
義
は

ま
ず
、
昭
和
三
十
三
年
に
本
渡
市
の
指
定
を
受
け
、
昭
和
五
十
年

に
熊
本
県
の
指
定
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
九
年
に
（
十
月
十
七
日
答
申
・
同
年
十
二
月
三

日
告
示
）
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

指
定
す
る
場
合
、
特
別
の
こ
と
が
な
い
限
り
国
の
方
か
ら
積
極
的

に
調
査
し
て
、
指
定
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
思
い
ま
す
。
ノ
ー
ベ

ル
賞
だ
っ
て
、
推
薦
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
国
指
定
を
得
る
た
め

に
は
、
関
係
各
位
の
大
変
な
努
力
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

地
元
の
人
は
い
つ
も
見
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
逆
に
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
価
値
が
あ
る
も
の
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
灯
台
下
暗
し
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
も
、
早
く
か
ら
こ
の
橋
の
価
値
を
認
め
て
い
た
、
近
く
に
住
む

地
域
史
研
究
者
の
鶴
田
文
史
氏
は
、
国
の
指
定
を
得
る
た
め
に
、
中

心
と
な
っ
て
運
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

鶴
田
氏
は
、
架
橋
三
世
話
人
の
一
人
「
叶
屋
伊
平
」
の
末
裔
に
当

た
る
と
の
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
誰
よ
り
も
祇
園
橋
に
強
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い
愛
情
を
持
っ
て
、
祇
園
橋
の
研
究
と
共
に
、
保
存
・
県
や
国
指
定

へ
の
運
動
を
取
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。

鶴
田
氏
が
発
起
人
と
な
り
、
共
鳴
す
る
仲
間
と
と
も
に
、
平
成
四

年
九
月
二
十
七
日
に
、
「
祇
園
橋
と
町
山
口
川
の
環
境
を
守
る
会
」

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

会
長
は
、
天
草
文
化
協
会
長
・
堀
田
善
久
氏
、
副
会
長
は
前
出
の

西
海
文
化
史
研
究
所
主
宰
の
鶴
田
文
史
氏
な
ど
四
名
。
常
務
理
事
と

し
て
、
各
区
の
区
長
な
ど
八
名
。
理
事
、
区
長
な
ど
九
名
。
他
に
、

事
務
局
長
や
次
長
、
監
事
に
近
く
の
商
友
会
の
人
な
ど
を
配
置
し
、

顧
問
と
し
て
は
、
市
議
会
議
員
や
各
団
体
の
長
な
ど
の
有
志
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
（
肩
書
は
当
時
）

会
の
名
称
は
、
た
だ
単
に
祇
園
橋
の
指
定
を
得
る
と
い
う
事
だ
け

で
な
く
、
環
境
が
悪
け
れ
ば
、
価
値
が
な
い
と
い
う
、
日
本
の
石
橋

を
守
る
会
事
務
局
長
・
山
口
祐
造
氏
の
講
演
を
聞
い
て
、
祇
園
橋
と

同
時
に
周
辺
の
環
境
整
備
が
大
切
と
知
っ
た
た
め
、
〝
町
山
口
川
の

環
境
〟
を
入
れ
ま
し
た
。

近
年
、
祇
園
橋
近
辺
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
工
事
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
繁
っ
て
い
た
柳
な
ど
の
樹
木
も
一
本
を
残
し
て
無
く
な
り
、

味
け
な
い
景
観
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
整
備
に
も
力
を
入

れ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

守
る
会
で
は
、
市
や
県
に
働
き
か
け
、
運
動
開
始
か
ら
わ
ず
か
五

年
で
、
指
定
を
取
り
つ
け
ま
し
た
。
普
通
十
年
は
か
か
る
と
い
う
の

に
、
そ
の
半
分
の
年
月
で
成
就
し
た
の
に
は
、
会
の
熱
心
な
取
組
や

当
局
の
熱
意
あ
る
動
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
祇
園
橋
が
持
っ
て
い

る
価
値
が
、
そ
れ
だ
け
素
晴
ら
し
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
15

重
要
文
化
財
と
は
？

国
宝
と
か
重
要
文
化
財
等
は
、
「
文
化
財
保
護
法
」
と
い
う
法
律

に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
の
第
二
条
、
（
文
化
財
の
定
義
）
で
、
祇
園
橋
に
関
係

あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
。

一

建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
書
籍
、
典
籍
、
古
文

書
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
我
が
国
に
と
っ
て
歴

史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
（
こ
れ
ら
の
も
の
と

一
体
を
な
し
て
そ
の
価
値
を
形
成
し
て
い
る
土
地
そ
の
他

の
物
件
を
含
む
。
）
並
び
に
考
古
資
料
及
び
そ
の
他
の
学

術
上
価
値
の
高
い
歴
史
資
料
（
以
下
「
有
形
文
化
財
」
と

い
う
。
）

四

貝
づ
か
、
古
墳
、
都
城
跡
、
城
跡
旧
宅
そ
の
他
の
遺
跡
で

我
が
国
に
と
っ
て

歴
史
上
又
は
学
術
上
価
値
の
高

い
も
の
、
庭
園
、
橋
梁
、
峡
谷
、
海
浜
、
山
岳
そ
の
他
の

名
勝
地
で
我
が
国
に
と
っ
て
芸
術
上
又
は
鑑
賞
上
価
値
の

高
い
も
の
・
中
略
・
（
以
下
「
記
念
物
」
と
い
う
。
）

五

地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活
又
は
生
業
及
び
当
該
地
域
の

40



風
土
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
地
で
我
が
国
の
生
活
又
は

生
業
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
（
以
下

「
文
化
的
景
観
」
と
い
う
。
）

六

周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
歴
史
的
風
致
を
形
成
し
て

い
る
伝
統
的
な
建
造
物
群
で
価
値
の
高
い
も
の
（
以
下

「
伝
統
的
建
造
物
群
」
と
い
う
。
）

を
重
要
文
化
財
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
う
た
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
「
重
要
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
失
っ
た
場
合
指
定
を
解

除
で
き
る
。
」
第
二
十
九
条
。
つ
ま
り
、
壊
れ
た
り
、
価
値
を
失
う

改
変
・
改
造
な
ど
が
行
わ
れ
た
場
合
で
、
当
然
の
こ
と
で
す
。

法
律
の
条
文
は
、
難
解
で
す
が
、
興
味
の
あ
る
方
は
一
度
目
を
通

し
て
く
だ
さ
い
。

今
は
、
分
厚
い
六
法
全
書
を
買
わ
な
く
て
も
、
簡
単
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
検
索
で
き
ま
す
。

Ｑ
16

ど
の
よ
う
に
登
録
し
て
あ
る
の

文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
国
指
定
文
化
財
等

デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
は
、
祇
園
橋
は
ど
の
よ
う
に
登
録
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

次
ペ
ー
ジ
に
指
定
書
と
共
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
重
文
指
定
基
準
の
項
目
で
、
「
（
五
）
流
派
的
又

は
地
方
的
特
色
に
お
い
て
顕
著
な
も
の
」
と
な
っ
て
ま
す
。

こ
れ
は
、
「
国
宝
お
よ
び
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
指
定
基
準
」
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祇園橋と共に、天草の至宝・国指定重要文化財

左・首塚（苓北町富岡）

右・天草四郎陣中旗（天草キリシタン館蔵）
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〈祇園橋説明板〉

祇園橋 国指定重要文化財（平成９年12月3日指定）

この石橋は、天保３年（1832年）町山口村庄屋大谷健之助が発起し架設した

もので、祇園神社の前にあることから、祇園橋と呼ばれています。石造桁橋で

は日本最大級で、長さ28.6ｍ幅3.3ｍあり、45脚の石柱により支えられていま

す。下浦村（現下浦町）石屋の辰右衛門により建造され、地元の砂岩が使用さ

れています。

この付近は、寛永14年（1637年）11月、天草・島原の乱で、天草四郎率い

る一揆勢と富岡城番代三宅籐兵衛の唐津軍とが激突した場所です。両軍の戦死

者により川の流れは血に染まり、屍は山を築いたと伝えられています。

熊本県（観）

（他に英文、ハングル、中国語の表記があるが省略）

国指定重要文化財に指定されている、熊本県内の石橋

橋名 所在地 架橋年 構造 指定年月日

◇ 祇園橋 /天草市船之尾町 /天保三年（1832）/石造桁橋 /H 9.12.03

中央新町

◇ 霊台橋 /上益城郡美里町 /弘化四年（1847）/石造単アーチ橋 /S42.06.15

◇ 通潤橋 /上益城郡山都町 /安政元年（1854）石造単アーチ橋 /S35.02.09

架橋年が古い順・文化庁データベースより

（別に競うわけではないが、架橋の一番古い祇園橋が指定は一番遅い）
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国指定登録文化財等 データベース ・・国宝、重要文化財 文化庁 より

「http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails.asp」

名称 : 祇園橋

ふりがな : ぎおんばし

員数 : 一基

種別 : 近世以前／その他

時代 : 江戸時代

年代 : 天保3

西暦 : 1832

構造及び形式等 : 石造桁橋、高欄付、延長28.65ｍ

指定番号 : 02342

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1997.12.03（平成9.12.03）

重文指定基準 : （五）流派的又は地方的特色において顕著なもの

所在都道府県 : 熊本県

所在地 : 熊本県天草市船之尾町、熊本県天草市中央新町

所有者名 : 本渡市

解説文 : 天草下島の本渡市市街地中央を西から東に流れる川に架けられた長さ

約28.6m、幅約3.3mの長大な石造桁橋で、石材には下浦石と呼ばれる地元産の砂岩質

の切石を用いている。橋の北岸側に残る記念碑によって、天保３年（1832）に地元の

石屋によって建設されたことがわかる。江戸時代以前の石造桁橋としては現存最大の

もので、石造アーチ橋が多い九州では、特殊なものであり、技術的にも注目すべき点

が多い。

《重要文化財指定書・写（上）とデータベース（下）資料》



（
平
成
八
年
二
月
九
日
文
部
省
告
示
第
六
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
参

考
ま
で
に
、
他
の
基
準
も
列
記
し
て
見
ま
す
。

重
要
文
化
財

建
築
物
、
土
木
構
造
物
及
び
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
、

か
つ
、
各
時
代
又
は
類
型
の
典

型
と
な
る
も
の

（
１
）
意
匠
的
に
優
秀
な
も
の

（
２
）
技
術
的
に
優
秀
な
も
の

（
３
）
歴
史
的
価
値
の
高
い
も
の

（
４
）
学
術
的
価
値
の
高
い
も
の

（
５
）
流
派
的
又
は
地
方
的
特
色
に
お
い
て
顕
著
な
も
の

祇
園
橋
は
、
（
５
）
の
み
の
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
祇
園
橋

は
そ
の
他
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
ひ
い
き
目
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
17

天
草
・
島
原
一
揆
で
の

祇
園
橋
近
辺
で
の
戦
い
の
様
子
は
？

天
草
・
島
原
の
乱
は
、
寛
永
十
四
（
１
６
３
７
）
年
に
起
こ
り
ま
し

た
。こ

こ
は
、
乱
に
つ
い
て
語
る
場
で
は
な
い
の
で
、
乱
に
つ
い
て
の

詳
し
い
記
述
は
避
け
、
本
戸
で
の
戦
い
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
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祇園橋のほとりに建てられている、天草の乱激戦之跡の碑



ま
す
。

乱
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
書
籍
が
販
売
さ
れ
た
り
、
天
草
キ
リ
シ

タ
ン
館
な
ど
の
展
示
館
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
い
こ
と
を
知
り
た

い
方
は
、
そ
ち
ら
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

と
い
っ
て
も
、
正
確
な
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
詳
し
い
こ

と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
細
川
藩
史
料
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

志
柿
の
番
頭
は
、
味
方
の
敗
軍
を
救
お
う
と
し
た
が
、
崩
勢

に
引
き
ず
ら
れ
て
退
去
し
た
。
亀
の
川
の
沢
木
七
郎
兵
衛
も
、

上
下
五
十
人
で
鉄
砲
を
揃
え
て
、
一
揆
を
防
い
だ
が
、
多
く
討

た
れ
、
止
む
な
く
本
戸
方
面
へ
引
き
取
っ
た
。

敗
走
す
る
唐
津
勢
は
、
本
戸
の
町
は
ず
れ
に
き
て
、
幅
三
十

間
ほ
ど
の
山
口
川
の
土
橋
を
渡
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
揆
が
忍

び
を
使
っ
て
す
で
に
こ
の
橋
の
中
ほ
ど
一
間
ば
か
り
を
切
り
落

と
し
て
お
り
、
人
馬
も
ろ
と
も
川
に
落
ち
て
死
亡
す
る
も
の
も

あ
れ
ば
、
死
に
か
け
た
も
の
も
多
く
出
た
。

『
細
川
藩
史
料
に
よ
る
天
草
・
島
原
の
乱
』
戸
田
敏
夫
・
新
人
物
往
来
社

ま
た
、
「
四
郎
乱
物
語
」
に
は
。

三
宅
籐
兵
衛
陣
中
を
か
け
廻
り
引
く
な
引
く
な
と
下
知
す
れ

共
、
な
び
き
立
た
る
大
勢
な
れ
ば
、
ふ
み
留
ま
る
も
の
も
な
く
、

浜
の
手
は
小
松
原
、
今
釜
よ
り
中
村
さ
し
て
引
く
も
あ
り
、
山

の
手
は
町
村
よ
り
山
口
に
か
け
上
が
り
、
か
け
道
に
出
ず
る
も

あ
り
、
中
道
は
町
村
の
は
ず
れ
舟
ば
し
と
い
う
大
橋
中
ば
落
ち

た
る
を
し
ら
ず
馬
を
の
り
か
け
、
か
え
さ
ん
と
す
れ
ば
敗
軍
の
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『
西
海
の
乱
と
天
草
四
郎
』
鶴
田
文
史

『
天
草
四
郎
の
陣
中
旗
と
首
塚
』
鶴
田
文
史

『
島
原
の
乱
』
神
田
千
里

『
天
草
四
郎
時
貞
、
真
実
の
預
言
者
』
今
倉
真
里

『
天
の
子

天
草
四
郎
』
加
来
耕
三

『
天
草
時
貞
』
岡
田
章
雄

『
島
原
の
乱
』
助
野
健
太
郎

『
九
州
キ
リ
シ
タ
ン
風
土
記
』
浜
名
志
松

『
天
草
・
島
原
の
乱
』
煎
本
増
夫

『
原
城
発
掘
』
長
崎
県
南
有
馬
町

『
天
草
の
歴
史
』
天
草
市
教
育
委
員
会

『
天
草
の
歴
史
探
訪
』
鶴
田
文
史

『
熊
本
県
の
歴
史
散
歩
』
熊
本
県
高
等
学
校
社
会
・
・

『
長
崎
県
の
歴
史
散
歩
』
長
崎
県
高
等
学
校
社
会
・
・

『
細
川
藩
史
料
に
よ
る
天
草
。
島
原
の
乱
』
戸
田
敏
夫

『
新
・
天
草
学
』
熊
本
日
日
新
聞
社

『
天
草
の
こ
こ
ろ
』
北
野
則
夫

『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』
鶴
田
倉
造

『
Ｑ
＆
Ａ

天
草
四
郎
と
島
原
の
乱
』
鶴
田
倉
造

『
街
道
を
ゆ
く

天
草
・
・
の
諸
道
』
司
馬
遼
太
郎

『
郷
土
史
辞
典

熊
本
県
』
岩
本
悦
・
水
野
公
寿

『
富
岡
城
物
語
』
苓
北
町

『
原
城
発
掘
』
長
崎
県
南
有
馬
町

『
天
草
近
代
年
譜
』
松
田
唯
雄

『
肥
後
学
講
座
Ⅲ
』
吉
村
豊
雄

『
四
郎
乱
物
語
』
天
草
キ
リ
シ
タ
ン
館

な
ど
多
数

天草・島原一揆関係書籍（順不同）



勢
い
さ
ゝ
え
、
為
す
か
た
な
く
水
中

に
乗
り
落
と
し
、
馬
を
い
た
め
、
歩

立
に
な
る
武
士
も
あ
り
、
衣
類
兵
具

を
ぬ
ら
し
、
こ
ご
え
て
あ
が
る
武
士

も
あ
り
、
今
は
一
所
に
つ
ぼ
む
べ
き

よ
う
も
な
く
、
散
々
に
な
り
に
け
り
。

『
四
郎
乱
物
語
』
筆
者
不
明
・

天
草
キ
リ
シ
タ
ン
館
刊
よ
り

た
だ
し
、
細
川
藩
は
、
こ
の
当
時
は
参

戦
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
一
揆
側
の
史
料
が

全
く
残
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
正
確
に

は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

四
郎
乱
物
語
は
、
作
者
も
書
か
れ
た
年

代
も
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
中

に
も
橋
が
落
と
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

更
に
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
こ
の
本

渡
合
戦
を
題
材
に
し
た
歴
史
小
説
「
町
山

口
の
血
戦
」
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
勧
め
ま

す
。
合
戦
の
様
子
が
生
き
生
き
と
詳
し
く

え
が
か
れ
て
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
手

に
入
ら
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
読
ま
れ

た
い
方
は
図
書
館
ま
で
足
を
運
ん
で
く
だ

さ
い
。
（
収
録
・
『
西
海
の
心
・
天
草
歴
史
文
芸

作
品
録
』
鶴
田
文
史
著
・
西
海
文
化
史
研
究
所
）
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写真左 旧千人塚が発掘された地に建つ碑

（位置はp11の地図参照）

写真右 旧千人塚

（上写真の殉教公園の新千人塚の後ろに移築してある）

碑には「自中古有口碑

地蔵大菩薩

時人曰千人塚

安永二巳七月日」と刻まれている。



ま
た
余
談
な
が
ら
、
こ
の
本
戸
合
戦
は
、
十
一
月
十
四
日
の
こ
と

で
す
。
新
暦
に
直
す
と
、
十
二
月
三
十
日
で
す
。
寒
中
に
水
中
に
落

ち
た
兵
士
は
、
こ
ご
え
た
事
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
当
時
の
暦
、
太
陰
暦
か
ら
月
の
満
ち
欠
け
、
潮
の
満
ち
引

き
が
分
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
十
四
日
と
言
え
ば
満
月
。
天
草
本
渡
で
の
満
潮
は
だ
い
た

い
９
時
こ
ろ
、
干
潮
は
15
時
く
ら
い
で
す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
こ
と

で
す
が
、
天
体
の
動
き
は
、
悠
久
な
も
の
で
す
か
ら
、
多
分
当
時
も

同
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

乱
は
、
祇
園
橋
架
橋
よ
り
百
九
十
五
年
前
の
出
来
事
で
す
。
前
述

の
史
料
が
正
確
な
ら
ば
、
当
時
か
ら
橋
は
土
橋
で
あ
っ
た
が
、
橋
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

土
橋
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
木
造
の
橋
に
、
土
を
被
せ

た
も
の
で
す
。

ま
た
、
祇
園
橋
が
か
か
っ
て
い
る
現
在
の
川
幅
は
、
29
ｍ
で
す
が
、

当
時
は
祇
園
橋
の
下
流
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
つ
現
在
の
よ
う

に
、
河
岸
の
埋
立
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
幅
五
十
間
、
つ
ま
り
90
ｍ
ほ

ど
も
あ
っ
た
、
か
な
り
広
い
川
幅
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
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新千人塚・殉教公園



Ｑ
18

祇
園
橋
に
関
し
て
の
文
学
は

祇
園
橋
に
関
し
て
の
文
学
作
品
は
、
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
。

天
草
に
関
す
る
文
学
を
ま
と
め
た
本
と
し
て
、
昭
和
三
十
年
初
期

に
発
行
さ
れ
た
、
『
天
草
の
文
学
１
・
２
』
武
藤
光
麿
・
編
著

熊
本
国

語
研
究
会
刊

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
に
は
、
小
説
、
戯
曲
、
紀
行
、

随
筆
、
現
代
詩
、
漢
詩
、
長
歌
、
短
歌
、
俳
句
、
歌
謡
と
天
草
に
関

す
る
文
学
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
祇
園
橋
は

全
く
登
場
し
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
惜
し
い
小
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
南
国
巡
礼
」
と
い
う

新
村
出
博
士
の
紀
行
文
で
す
。

彼
は
、
祇
園
橋
近
く
の
喜
久
屋
と
い
う
旅
館
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
地
図
を
見
る
と
、
現
在
の
亜
壽
多
の
と
こ
ろ
で
す
。
橋
の
目

の
前
に
泊
ま
っ
て
居
な
が
ら
、
祇
園
橋
に
は
全
然
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。

数
多
い
天
草
文
学
に
、
橋
が
登
場
し
な
い
の
は
、
祇
園
橋
が
当
時

は
世
に
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
か
。
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町
山
口
川
の

流
れ
せ
き
と
め
し

殉
教
者
の

む
く
ろ
数
百
千
に
し
て

名
を
ば
と
ど
め
ず

徳
壽

〈
歌
碑
の
説
明
文
〉

橋
本
徳
壽
先
生
は
明
治
二
十
七
年
横
浜
に
生
れ
る
。
工
学
院
卒
。
木
造
船

技
師
。
現
代
歌
壇
の
長
老
で
短
歌
「
青
垣
」
を
主
宰
。
著
書
と
し
て
造
船
関

係
、
歌
集
、
歌
論
、
実
録
戦
記
物
な
ど
四
十
数
部
あ
り
。

天
草
に
は
造
船
講
習
会
の
講
師
と
し
て
大
正
六
年
以
来
十
数
回
来
島
、
天

草
を
こ
よ
な
く
愛
し
多
数
の
天
草
詠
や
「
天
草
日
記
」
の
著
作
あ
り
。

歌
碑
は
こ
の
外
に
当
市
内
の
諏
訪
神
社
境
内
と
大
矢
崎
に
二
基
が
あ
る

橋本徳寿の歌碑

中央新町 町山口川河畔



た
だ
唯
一
と
言
え
る
の
が
、
橋
本
徳
寿
の
歌
で
す
。
橋
の
袂
に
は
、

こ
の
橋
本
徳
寿
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
祇
園
橋
を
詠

ん
だ
歌
で
な
く
、
天
草
の
乱
本
渡
決
戦
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
が
、

ち
ょ
っ
と
残
念
で
す
。

橋
本
徳
寿
は
、
碑
の
案
内
に
も
あ
る
よ
う
に
た
び
た
び
天
草
を
訪

れ
、
『
天
草
日
記
』
を
著
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
は
、
祇
園
橋
に

つ
い
て
の
記
述
と
短
歌
が
数
句
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

昭
和
27
年
9
月
23
日
（
火
）
晴

ポ
ス
ト
、
祇
園
橋

町
山
口
に
反
り
の
強
い
石
橋
が
あ
る
。
細
い
石
橋
で
祇
園
橋
と
い

ふ
、
私
は
こ
の
古
い
石
橋
が
大
好
き
だ
。
（
こ
の
橋
の
附
近
が
あ
の

寛
永
十
四
年
の
切
支
丹
宗
徒
の
反
乱
、
天
草
の
乱
の
激
戦
地
で
、
敵

味
方
の
屍
で
川
の
水
の
流
れ
が
止
ま
っ
た
そ
う
だ
）
そ
の
石
橋
の
石

の
欄
干
に
真
赤
な
大
き
な
蒲
団
が
三
枚
並
べ
て
乾
か
し
て
あ
る
。
目

が
痛
い
ほ
ど
の
赤
さ
だ
。
川
水
ま
で
が
赤
く
染
ま
っ
て
ゐ
る
。

9
月
28
日
（
日
）
晴

強
風

本
渡
の
橋
、
繁
華
街
、
千
人
塚

寛
永
千
人
塚
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
ナ
カ
ム
ラ
靴
店
の
横
、
鍛
冶
屋

の
さ
き
、
狭
い
道
を
更
に
左
に
折
れ
、
左
に
折
れ
た
所
に
、
石
の
地

蔵
が
四
、
五
基
あ
り
、
朽
ち
か
け
た
屋
根
が
あ
り
、
朽
ち
か
け
た
角

塔
婆
が
立
っ
て
ゐ
る
。
か
の
寛
永
14
年
の
天
草
の
乱
で
、
町
山
口
川

の
流
れ
を
せ
き
止
め
た
、
敵
味
方
何
百
何
千
の
戦
死
者
殉
教
者
の
屍

を
、
時
人
が
哀
れ
ん
で
こ
こ
に
う
め
た
の
だ
さ
う
だ
。

〈
短
歌
〉

入
り
組
め
る
路
地
奥
に
『
寛
永
千
人
塚
』
石
地
蔵
四
、
五
基
角
塔
婆

一
本

本
渡
橋
諏
訪
橋
石
の
祇
園
橋
あ
と
い
く
つ
あ
る
橋
の
名
知
ら
ず

祇
園
橋
の
石
の
欄
干
に
ほ
さ
れ
た
る
蒲
団
に
川
の
ゆ
く
水
赤
し

天
草
五
橋
ら
く
ら
く
走
り
来
し
島
に
し
ば
し
な
じ
め
ず
た
だ
古
き
祇

園
石
橋

ま
た
浜
名
志
松
氏
は
、
『
土
踏
め
ば
土
の
か
な
し
み
』
と
言
う
歌

集
の
中
で
、

祇
園
橋
と
い
ふ
ア
ー
チ
型
の
石
橋
も
や
や
傾
き
ぬ
水
渇
れ
し
川

天
草
の
乱
激
戦
の
跡
と
彫
ら
れ
た
る
石
碑
傾
き
川
の
辺
に
建
つ

千
人
塚
と
伝
へ
し
古
き
墓
碑
一
基
彫
ら
れ
し
銘
も
読
み
が
た
か
り

き
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
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与謝野晶子の歌

船之尾町 故鶴田文史邸



50

『西海の心』 鶴田文史

西海文化史研究所刊

平成17年12月31日

「天下の大石橋（祇園橋架橋物語）」

「夕映えの祇園橋」収録

『天草日記』橋本徳寿著

本渡諏訪神社社務所発行

昭和49年2月11日

『土踏めば土の悲しみ』

濱名志松著

平成８年10月12日

祗園橋に関する文学書等


