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風
景
の
中
の
橋

一
九
二
三（
大
正
十
三
）年
、
多
布
施
川
を
渡
る

公
園
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
栴
檀

せ
ん
だ
ん

橋
は
架
け
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、「
神
野

こ
う
の

の
お
茶
屋
」と
親
し
ま
れ
て

き
た
佐
賀
藩
別
邸
が
、
佐
賀
市
に
寄
付
さ
れ「
神

野
公
園
」と
し
て
市
民
に
開
放
さ
れ
た
翌
年
で
あ

っ
た
。
橋
長
一
六
・
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
員
五
メ
ー
ト

ル
、
六
ス
パ
ン
の
石
桁
橋
。
橋
脚
は
そ
れ
ぞ
れ
四

本
の
石
柱
で
構
成
さ
れ
、
水
切
り
の
た
め
、
流
れ

に
角
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
計
二
〇
本
の
石
柱
は
、

深
い
陰
影
に
よ
っ
て
、
印
象
は
繊
細
で
華
奢
、
そ
れ

ら
が
清
ら
か
な
流
れ
の
な
か
に
林
立
す
る
姿
は
、

河
岸
の
豊
か
な
木
々
が
つ
く
る
風
景
に
よ
く
溶
け

こ
ん
で
い
る
。
橋
の
名
は
、
河
岸
に
多
く
生
え
て

い
た
栴
檀
の
木
に
由
来
す
る
ら
し
く
、こ
の
川
と

橋
は
母
子
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
さ

に
母
が
子
を
抱
く
よ
う
に
、
栴
檀
橋
と
い
う
繊
細

な
細
工
物
を
、
多
布
施
川
が
優
し
く
包
み
込
ん
で

い
る
。

多
布
施
川
を
守
る
石
井
樋

優
し
さ
の
根
っ
こ
に
は
強
さ
が
あ
る
。
多
布
施

川
の
穏
や
か
さ
に
も
、し
っ
か
り
と
し
た
根
っ
こ
が

あ
る
。
そ
れ
が
、
栴
檀
橋
の
お
よ
そ
五
キ
ロ
上
流

の
嘉
瀬
川
と
の
分
流
施
設
、
石
井
樋
で
あ
る
。
現

在
は
、
丁
寧
な
調
査
と
深
い
考
察
に
基
づ
い
た
復

元
が
行
わ
れ
、
質
の
高
い
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
多
布
施
川
は
嘉
瀬
川
の
本
流

で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
約
四
百
年
前
の
元

和
年
間（
一
六
一
五
〜
二
三
）、
多
布
施
川
の
水
量

を
調
節
し
、
水
質
を
上
げ
、
城
下
の
飲
料
水
や
灌

漑
用
水
を
確
保
す
る
た
め
に
、
佐
賀
藩
の
成
富
兵

庫
茂
安
が
建
設
し
た
も
の
が
石
井
樋
で
あ
る
。
そ

の
仕
組
み
は
精
巧
を
極
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
に

よ
っ
て
、
丁
寧
に
、
そ
し
て
粘
り
強
く
、
荒
れ
る
水

を
な
だ
め
て
い
く
。
こ
の
強
さ
と
も
優
し
さ
と
も

と
れ
る
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
多
布
施
川
の
穏
や
か

さ
が
実
現
さ
れ
、
栴
檀
橋
も
守
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

サ
ロ
ン
と
し
て
の
お
茶
屋

母
の
優
し
さ
と
強
さ
を
多
布
施
川
に
感
じ
る
と

す
れ
ば
、「
神
野
の
お
茶
屋
」に
は
、
父
の
熱
さ
や

楽
し
さ
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
幕
末
の
佐
賀
は
、
江
藤
新
平
や
大
隈
重
信
な

ど
の
優
れ
た
人
材
を
数
多
く
輩
出
し
た
が
、
そ
の

基
礎
を
築
い
た
の
は
佐
賀
藩
第
十
代
藩
主
の
鍋
島

直
正
で
あ
る
。
直
正
は
藩
政
改
革
に
邁
進
し
、「
そ

ろ
ば
ん
大
名
」と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
自
ら
も
質
素

倹
約
に
努
め
た
。
そ
ん
な
彼
が
、
十
数
個
所
あ
っ
た

別
邸
を
一
個
所
に
集
約
し
、
一
八
四
六（
弘
化
三
）

年
に
建
設
し
た
の
が「
神
野
の
お
茶
屋
」で
あ
る
。

多
布
施
川
の
水
を
引
き
入
れ
た
庭
園
は
、
京
都
の

風
景
を
模
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
直
正
は
こ
こ
で
、

重
臣
や
若
手
と
た
び
た
び
会
合
を
も
っ
た
ら
し
い
。

幕
末
と
い
う
熱
い
時
代
、
京
の
風
景
を
眺
め
な
が

ら
ど
ん
な
議
論
を
し
て
い
た
の
か
。
遊
興
や
贅
沢

か
ら
、
革
命
へ
の
情
熱
へ
。
そ
ん
な
思
い
を
こ
の
お

茶
屋
で
育
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
代
化
の
末
子
と
し
て

さ
て
、
栴
檀
橋
で
あ
る
。
母
と
父
が
子
に
託
し

た
思
い
と
は
何
か
。
近
代
化
の
大
切
な
意
義
の
一

つ
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
充
実
し
た
生
活
を
自

由
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

な
ら
ば
、
お
茶
屋
が
公
園
と
し
て
開
放
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
近
代
化
と
い
う
動
き
に
お
い
て
、
ま

さ
に
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
橋
は
い
わ

ば
、
近
代
化
の
末
子
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

栴
檀
橋
建
設
に
関
し
て
、
史
料
が
あ
ま
り
残
っ
て

お
ら
ず
、
設
計
者
も
施
工
者
も
不
明
で
あ
る
。
し

か
し
、
偉
人
の
業
績
で
は
な
く
市
民
の
橋
と
し
て
、

そ
れ
は
む
し
ろ
、
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思

う
。
近
世
か
ら
近
代
へ
の
最
後
の
子
と
し
て
生
ま

れ
た
こ
の
橋
も
、い
ま
や
車
を
支
え
る
力
は
な
く

な
っ
た
。
た
だ
、こ
れ
か
ら
も
二
〇
本
の
柱
が
力
を

寄
せ
合
い
、
公
園
に
立
ち
寄
る
市
民
を
支
え
続
け

て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
風
景
は
決
し
て
派
手
で
は

な
い
が
、か
け
が
え
の
な
い
も
の
な
の
だ
と
思
う
。
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