
建
設
年
代
と
形
式

熊
本
県
で
R
C
技
術
が
今
ま
さ
に
花
開
か
ん

と
し
て
い
た
大
正
時
代
の
お
わ
り
ご
ろ
、
熊
本
県

菊
池
郡
旭
志

き
ょ
く
し

村（
現
在
の
菊
池
市
旭
志
）に
姫
井

橋
が
建
設
さ
れ
た
。

下
路
式
R
C
ア
ー
チ
橋
と
し
て
は
建
設
の
時
期

が
や
や
早
い
こ
と
や
、
当
時
の
状
況
を
示
す
資
料

が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
本
橋
に
対
し
て
は
、
も

と
も
と
鉄
製
ア
ー
チ
橋
と
し
て
架
け
ら
れ
た
も

の
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
巻
き
た
て
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
近

年
、
九
州
橋
梁
・
構
造
工
学
研
究
会
に
よ
っ
て
実

施
さ
れ
て
き
た
調
査
に
よ
っ
て
建
設
年
代
と
形
式

が
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
る
に
至
っ
た※
１
。
姫
井
橋
は
、
現

時
点
で
は
わ
が
国
で
最
も
早
く
架
け
ら
れ
た
下

路
式
R
C
ア
ー
チ
橋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

地
元
組
合
に
よ
る
架
橋

姫
井
橋
は
周
辺
の
山
か
ら
切
り
出
し
た
木
材

を
運
搬
す
る
た
め
に
、
既
設
の
木
橋
を
架
け
換
え

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
橋
が
完
成
し
た
こ
と
で
荷

馬
車
の
通
行
が
飛
躍
的
に
容
易
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
建
設
当
時
は「
馬
橋
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。

建
設
を
計
画
し
た
の
は
、
菊
池
郡
の
中
心
地
で

あ
っ
た
隈
府

わ
い
ふ

町
を
は
じ
め
と
す
る
十
二
の
町
村
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
た「
隈
府
町
外
十
一
ヶ
村
土
木

教
育
財
産
組
合
」と
い
う
地
域
団
体
で
あ
る※
２
。
こ

の
組
合
は
、
勧
業
・
造
林
や
森
林
財
産
の
収
入
に

よ
る
学
校
の
経
営
、
土
木
事
業
の
設
計
・
施
工
の

監
督
、
勧
業
造
林
や
共
有
財
産
の
管
理
処
分
な
ど

を
取
り
仕
切
っ
て
い
た※
３
。
組
合
の
規
定
の
う
ち
、

土
木
事
業
に
関
す
る
項
目
を
見
る
と
、
工
事
の
場

所
や
種
類
に
よ
っ
て
組
合
各
町
村
の
負
担
割
合
が

細
か
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
組
合
が
主
体
的
に
郡

内
の
社
会
基
盤
整
備
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。熊

本
で
は
、
遅
く
と
も
江
戸
期
か
ら
地
方
が
独

立
し
て
土
木
事
業
を
計
画
・
施
工
で
き
る
よ
う
な

行
政
機
構
が
整
え
ら
れ
て
い
た
。
県
内
各
地
に
石

橋
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
肥
後
の
石
工
集
団
の
技

術
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、こ
の
制
度
の
存
在
に

よ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
江
戸
か
ら
大

正
へ
と
時
代
が
移
っ
て
も
、こ
の
よ
う
な
制
度
は

形
を
変
え
て
熊
本
の
各
地
域
に
根
付
い
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

熊
本
の
技
術
者
教
育
と
の
関
連
性

そ
れ
で
は
、
実
際
に
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ

の
橋
を
設
計
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答

え
う
る
だ
け
の
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て

い
な
い
も
の
の
、
明
治
以
降
の
熊
本
で
始
ま
っ
た

土
木
技
術
者
教
育
の
状
況
を
眺
め
て
み
る
と
大

変
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

当
時
、
第
五
高
等
学
校（
現
在
の
熊
本
大
学
）

工
学
部
土
木
工
学
科
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
川
口

虎
雄
教
授
は
、
二
年
間
に
わ
た
る
米
・
仏
国
へ
の

留
学
か
ら
帰
国
し
た
一
九
〇
七（
明
治
四
〇
）年

に
土
木
工
学
科
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
講
義
を
開
始

し
た※
４
。
開
講
当
初
は「
応
用
力
學
」と
さ
れ
る
科

目
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
が
、
八
年
後
の
一
九
一

五（
大
正
四
）年
の
学
則
改
正
に
よ
っ
て「
鉄
筋

混
凝
土

コ
ン
ク
リ
ー
ト

」と
い
う
独
立
し
た
科
目
と
な
る（
同
時

に「
石
工
學
」の
講
義
時
間
は
縮
減
）。
当
学
科
か

ら
は
熊
本
県
土
木
課
に
も
人
材
を
供
給
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
県
内
で
こ
の
頃
か
ら
R
C

橋
の
建
設
が
盛
ん
に
な
り
始
め
て
い
る
の
は
単

な
る
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

江
戸
期
か
ら
地
域
に
根
付
い
て
き
た
制
度
の

な
か
で
活
躍
す
る
熊
本
の
技
術
者
。
の
ど
か
な
田

園
地
帯
に
残
る
姫
井
橋
は
、
熊
本
の
近
代
化
の
一

端
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
想
像
は
ふ
く
ら
む
。

姫
井
橋
の
現
状

さ
て
、
現
在
の
姫
井
橋
へ
と
目
を
戻
し
て
み
る

と
、
そ
の
現
状
は
決
し
て
芳
し
い
も
の
で
は
な

い
。
ア
ー
チ
リ
ブ
や
桁
裏
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

剥
離
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
橋
梁
本
体
の
劣
化
は
激

し
い
。
ま
た
、
両
橋
詰
め
に
は
柵
が
設
置
さ
れ
て

い
る
た
め
、
橋
と
し
て
の
本
来
の
機
能
を
十
分
に

発
揮
で
き
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
周
辺
整
備

か
ら
取
り
残
さ
れ
た
結
果
、か
ろ
う
じ
て
現
存
し

て
い
る
、
と
い
う
の
が
現
実
の
状
況
で
あ
り
、
今

後
ど
の
よ
う
に
保
存
・
活
用
し
て
い
く
か
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
土
木
遺
産
で
あ
る
。
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姫
井
橋

―
熊
本
の
近
代
化
を
物
語
る
R
C
橋
―

z姫井橋 x親柱は写真中央の1本
を残すのみ cアーチ下面の様子。
山形鋼と丸鋼が併用されていること
がわかる v竣工期の刻まれた親
柱。大正期に撮影された写真資料
との照合によって、RC橋の建設年
が確認されたb姫井橋の所在地
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