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気
ぜ
わ
し
い
、
今
の
暮
ら
し
の
中
で
は
、

橋
は
単
な
る
通
過
点
。

橋
を
渡
る
と
き
に
、
ゆ
っ
く
り
川
を
見
る
こ
と
も

滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
川
を
船
で
行
く
と
、

橋
は
渡
る
だ
け
で
な
く
、

く
ぐ
る
も
の
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す
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。
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橋
は
文
化
的
な
存
在

橋
は
、
土
木
学
会
編
纂
の
『
土
木
用

語
辞
典
』
に
、

「
交
通
路
・
水
路
な
ど
が
、
河
谷

か
こ
く

・
く

ぼ
地
そ
の
他
、
こ
れ
ら
道
路
の
機
能
を

阻
害
す
る
も
の
に
突
き
当
た
っ
た
場
合

に
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
目
的
を
も
っ

て
造
ら
れ
る
各
種
の
構
造
物
」
と
定
義

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
は
、
橋
の
機
能
的
な
側

面
、
す
な
わ
ち
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
し
て

の
説
明
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
で
は
、
橋
の

持
つ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
の
性
質
と

は
ど
ん
な
も
の
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

橋
が
利
用
す
る
人
々
の
心
の
領
域
に

働
き
か
け
た
り
、
そ
れ
を
眺
め
る
人
々

に
訴
え
か
け
た
り
す
る
〈
何
か
〉
は
、

橋
の
文
化
的
な
価
値
を
高
め
て
い
る
要

素
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

橋
の
歴
史
は
架
け
ら
れ
た
時
代
を
映

し
出
す
鏡
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

古
い
時
代
、
民
衆
へ
仏
教
の
伝
道
を

行
な
っ
た
僧
侶
が
橋
を
架
け
た
り
、
溜

池
を
つ
く
っ
た
り
、
と
イ
ン
フ
ラ
整
備

に
力
を
発
揮
し
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
な
人
物
が
伝
道
僧
の
行

基
（
６
６
８
〜
７
４
９
年
）
で
す
。
民
衆
へ

の
布
教
活
動
が
禁
じ
ら
れ
た
奈
良
時
代

に
、
禁
を
破
り
、
広
く
仏
法
の
教
え
を

説
い
た
行
基
に
と
っ
て
、
組
織
力
を
生

か
し
て
民
衆
が
望
ん
で
い
た
イ
ン
フ
ラ

整
備
を
行
な
う
こ
と
は
、
宗
教
活
動
そ

の
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
広
い
意
味
で
国
家
の
要
望
に
沿

う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
中
央
政
府
の
力
が
相
対
的

に
弱
く
な
っ
た
時
期
に
は
、
僧
侶
の
指

導
に
よ
っ
て
民
間
で
橋
を
架
け
る
こ
と

が
多
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
伝
道
僧
が
民
衆
の
要
望
の
代
弁
者

と
な
っ
た
、
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
の

で
す
。

沈
下
橋
は
、
古
く
か
ら
あ
る
橋
の
よ

う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
あ
れ
は
自
動

車
を
通
す
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
形
で
す
。

人
が
渡
る
だ
け
な
ら
、
流
れ
橋
で
充
分

で
し
た
。

丸
太
を
縄
で
束
ね
て
、
岸
の
木
や
岩

に
結
わ
え
て
あ
る
簡
易
な
橋
を
、
今
で

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
水
が
出
た

と
き
に
、
橋
の
材
料
が
遠
く
ま
で
流
れ

て
い
か
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
流
れ
橋

で
す
。
流
れ
橋
は
、
急
流
が
多
い
日
本
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の
川
に
適
し
た
形
の
橋
で
あ
っ
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

橋
が
な
か
っ
た
不
自
然
さ

大
井
川
に
橋
が
架
け
ら
れ
な
か
っ
た

理
由
を
検
証
す
る
本
（『
大
井
川
に
橋
が
な
か

っ
た
理
由
』〈
創
元
社
２
０
０
１
〉）
を
書
く
き

っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
大
井
川
に
橋

が
架
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
不
自
然

に
思
え
た
か
ら
で
す
。

江
戸
か
ら
京
都
の
間
の
東
海
道
に
は
、

比
較
的
川
幅
の
広
い
川
を
渡
る
と
こ
ろ

が
30
カ
所
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
橋
が
架

か
っ
て
い
た
所
も
か
な
り
あ
り
ま
し
た

（
７
ペ
ー
ジ
の
図
版
参
照
）
。
調
べ
て
み
る
と
、

川
を
越
え
る
の
に
徒か

ち

渉わ
た

し
と
船
渡
し
と

橋
と
い
う
三
つ
の
手
段
が
あ
り
、
大
井

川
や
安
倍
川
な
ど
の
徒
渉
し
は
渡
河
の

手
段
と
し
て
は
特
異
な
例
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

大
井
川
や
安
倍
川
に
橋
が
な
い
理
由

は
、
従
来
、
軍
事
的
防
衛
線
と
し
て
の

役
割
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
調
べ
て
み
る
と
そ
う
と
は
い

え
な
い
理
由
が
い
ろ
い
ろ
わ
か
っ
て
き

た
の
で
す
。

防
衛
線
と
し
て
の
疑
問

徳
川
家
康
は
江
戸
へ
入
城
し
た
後
、

隅
田
川
の
千
住
（
１
５
９
４
年
〈
文
禄
３
〉）

と
多
摩
川
の
六
郷
（
１
６
０
０
年
〈
慶
長
５
〉）

に
い
ち
早
く
橋
を
架
け
て
い
ま
す
。
も

し
江
戸
防
衛
の
た
め
に
大
井
川
に
橋
を

架
け
な
か
っ
た
の
な
ら
、
江
戸
の
喉
元

で
あ
る
千
住
と
六
郷
に
橋
を
架
け
た
こ

と
は
辻
褄
が
合
い
ま
せ
ん
。

徳
川
家
康
が
関
ヶ
原
の
合
戦
の
前
に

多
摩
川
の
六
郷
に
架
け
た
橋
は
、
元
禄

時
代
に
な
っ
て
放
棄
さ
れ
、
船
渡
し
に

切
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
幕
府
の
基

盤
が
不
安
定
な
時
代
に
橋
を
架
け
て
お

き
な
が
ら
、
盤
石
に
な
っ
た
と
き
に
撤

去
す
る
の
は
、
防
衛
上
の
理
由
で
は
説

明
が
つ
か
な
い
と
指
摘
す
る
研
究
者
も

お
ら
れ
ま
し
た
。

柴
田
勝
家
が
福
井
に
入
っ
た
と
き
、

城
下
を
通
る
北
陸
道
が
足
羽
川

あ
す
わ
が
わ

を
渡
る

所
に
頑
丈
な
橋
を
架
け
て
い
ま
す
。
岡

山
城
を
築
い
た
宇
喜
多
秀
家
は
、
北
の

山
沿
い
を
通
っ
て
い
た
山
陽
道
を
曲
げ

て
城
下
に
引
き
込
み
、
城
の
膝
元
の
旭

川
に
京
橋
を
架
け
て
い
ま
す
。

城
下
町
繁
栄
の
た
め
に
橋
を
架
け
た

り
、
道
路
を
整
備
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

戦
国
時
代
で
あ
っ
て
も
行
な
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
防
衛
も
大
切
で
し
た
が
、
城

下
の
経
済
発
展
を
促
す
こ
と
も
為
政
者

の
努
め
だ
っ
た
の
で
す
。

大
井
川
は
普
段
は
水
量
が
少
な
く
、

古
く
は
一
般
の
旅
人
も
歩
い
て
渡
っ
て

い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
通
常
の
水
位
な

ら
屈
強
な
軍
隊
の
移
動
に
大
き
な
障
害

に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

松村博さんが大阪市橋梁課時代に設計に携わった〈川
崎橋〉。大川（旧淀川）に架かる自転車・歩行者専用斜
張橋で、1978年度（昭和53）の土木学会田中賞を受賞
した。調査データや設計内容などをまとめた報告書を
発行したことも、思い出に残るという。

沈下橋は古くからあるように思われているが、自動車
が通行するようになってから工夫された形態である。
潜水橋ともいわれる。下1段目から：四万十川の清水大
橋。橋の上からおとり鮎の動きが良く見えることで知
られる。現在は老朽化のため、車両による進入は禁
止／四万十川最下流の今成橋（いまなりばし）／大和
川に架かる大城橋。
写真提供：松村博さん
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そ
れ
で
、
江
戸
防
衛
の
た
め
に
橋
が

架
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り

で
、
ほ
か
に
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。

技
術
的
・
経
済
的
要
因

大
井
川
は
東
海
道
筋
で
は
特
に
勾
配

の
大
き
い
急
流
河
川
で
す
。
河
床
に
は

砂
礫
が
厚
く
堆
積
し
て
い
て
、
当
時
の

技
術
で
は
木
の
杭
を
打
ち
込
む
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
本
格

的
な
橋
を
架
け
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

の
で
す
。
ま
た
川
幅
が
１
０
０
０
c
以

上
も
あ
っ
た
上
に
複
数
の
流
路
が
一
定

せ
ず
、
浅
瀬
も
あ
っ
た
た
め
船
渡
し
を

設
け
る
の
が
難
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
１
年
の
大
半
は
人
が
歩
い
て
渡

れ
る
ほ
ど
の
深
さ
で
あ
っ
た
た
め
、
古

く
は
一
般
の
旅
行
者
は
自
ら
歩
い
て
渡

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
う
ち
に
旅

行
者
が
多
く
な
っ
て
い
く
と
、
川
を
渡

る
の
を
手
助
け
す
る
人
が
増
え
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
大
井
川

に
徒
渉
し
が
定
着
し
て
い
っ
た
基
本
的

な
理
由
で
す
。

ど
の
よ
う
に
し
て
川
を
渡
る
か
は
、

川
の
自
然
条
件
に
従
っ
て
、
最
も
コ
ス

ト
が
か
か
ら
な
い
方
法
が
選
ば
れ
る
は

ず
で
す
。
コ
ス
ト
は
徒
渉
し→

船
渡
し

→

橋
と
い
う
順
に
高
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。
当
初
は
最
も
コ
ス
ト
の
低
い
形
態

が
選
ば
れ
た
の
で
す
。

幕
府
は
関
係
者
の
移
動
や
通
信
を
確

保
す
る
た
め
に
宿
駅
制
度
を
つ
く
り
ま

し
た
が
、
そ
の
た
め
に
宿
駅
に
一
定
の

人
数
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、

徒
渉
し
を
制
度
化
し
ま
し
た
。

い
っ
た
ん
そ
の
制
度
が
定
着
す
る
と
、

そ
こ
に
か
か
わ
る
人
の
利
益
が
発
生
し

ま
す
。
大
井
川
の
よ
う
に
、
川
を
渡
す

こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
人
た
ち
が
何

百
人
も
い
る
よ
う
に
な
る
と
、
徒
渉
し

を
廃
し
て
、
渡
し
船
を
通
し
た
り
、
橋

を
架
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

政
治
・
行
政
的
要
因

尾
張
藩
の
よ
う
な
大
き
な
藩
に
な
る

と
、
参
勤
交
代
の
と
き
に
大
井
川
を
渡

る
だ
け
で
１
０
０
両
ほ
ど
の
費
用
が
か

か
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ

だ
け
の
お
金
が
地
元
に
落
ち
る
わ
け
で

す
か
ら
、
簡
単
に
は
権
利
を
手
放
せ
ま

せ
ん
。
そ
の
収
入
の
一
部
が
両
岸
の
宿

の
維
持
費
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。

川
が
増
水
し
て
足
止
め
に
な
っ
た
ら
、

滞
在
費
が
か
さ
み
ま
す
。「
越
す
に
越

さ
れ
ぬ
大
井
川
」
と
い
う
の
は
、
単
に

物
理
的
に
渡
る
の
が
難
し
い
大
河
と
い

う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

江
戸
の
商
人
な
ど
が
渡
船
や
橋
を
設

置
し
た
い
と
申
し
出
て
も
、
幕
府
の
担

当
部
署
は
地
元
の
意
見
を
聞
き
、
そ
の

反
対
の
声
に
配
慮
し
て
申
請
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
元
か
ら
の
反
対

の
意
見
書
に
書
か
れ
て
い
た
最
後
の
殺

し
文
句
は
「
権
現
様
も
橋
を
架
け
る
な

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
も
差
し
支
え

は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
言
葉

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

１
６
２
６
年
（
寛
永
３
）
に
大
御
所
秀

忠
と
３
代
将
軍
家
光
が
上
洛
し
た
と
き

に
、
駿
河
を
領
地
と
し
て
い
た
家
光
の

弟
の
忠
長
が
渡
河
に
便
利
な
よ
う
に
と

大
井
川
に
浮
橋
を
か
け
た
と
こ
ろ
、

「
大
井
川
は
街
道
の
難
所
で
あ
り
、
関

所
と
同
様
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
照
宮

（
家
康
）
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
、
こ

こ
に
橋
を
架
け
る
こ
と
は
世
間
の
人
に

簡
単
に
渡
れ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
こ

と
に
な
る
」
と
し
て
、
秀
忠
が
こ
の
浮

橋
を
破
却
さ
せ
た
と
い
う
故
事
を
持
ち

出
し
て
い
る
の
で
す
。
家
光
と
の
確
執

も
あ
っ
て
忠
長
は
の
ち
に
改
易
処
分
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
既
得

権
者
に
と
っ
て
は
都
合
の
良
い
口
実
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

船
渡
し
や
橋
を
採
用
し
な
か
っ
た
だ

け
で
な
く
、
渡
河
地
点
を
限
定
す
る
こ

と
で
、
東
の
島
田
宿
と
西
の
金
谷
宿
の

繁
栄
は
担
保
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
宿

駅
制
度
を
保
持
す
る
と
い
う
幕
府
の
方

針
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

橋
が
語
り
か
け
る
も
の

こ
う
し
て
守
ら
れ
た
既
得
権
益
で
す

が
、
徳
川
幕
府
が
な
く
な
る
と
数
年
の
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歴
史
が
史
料
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の

は
当
然
で
す
が
、
史
料
が
足
り
な
い
部

分
は
想
像
力
で
補
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
く
ら
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
説
得
力
を

持
つ
た
め
に
は
、
そ
の
論
理
性
と
用
い

た
補
助
手
段
の
信
頼
性
に
か
か
っ
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
土
木
技
術
者
の

実
務
的
な
見
識
は
、
橋
の
歴
史
に
新
た

な
発
見
の
１
ペ
ー
ジ
を
加
え
る
可
能
性

を
持
つ
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
土
木
の
分
野
に
お
け
る

歴
史
へ
の
興
味
も
、
史
料
収
集
と
分
類

の
段
階
で
留
ま
る
こ
と
な
く
、
技
術
者

の
視
点
を
持
っ
て
、
制
度
史
を
中
心
に

据
え
る
歴
史
学
の
専
門
家
と
意
見
を
交

わ
す
機
会
を
増
や
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

土
木
技
術
者
が
技
術
的
な
考
察
に
よ

っ
て
、
歴
史
上
の
事
象
を
と
ら
え
直
す

こ
と
が
で
き
た
ら
、
歴
史
研
究
の
幅
が

広
が
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
そ
の
こ
と

は
、
社
会
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
橋
と
い

う
も
の
を
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
視
点

で
見
つ
め
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。取

材：

２
０
１
４
年
３
月
22
日

相模

駿河
富士山

伊豆
遠江

尾張

伊勢

近江山城

七里
の渡
し

今切の渡し

三河

武蔵

日
本
橋

品
川

平
塚

川
崎

小
田
原箱

根
三
島

沼
津

吉
原蒲

原興
津

府
中

島
田

金
谷

浜
松

新
居

豊
橋

岡
崎

宮

桑
名

亀
山

大
津

三
条
大
橋

六
郷
渡

馬
入
渡

酒
匂
川
徒
渉

富
士
川
渡

興
津
川
徒
渉

安
倍
川
徒
渉

大
井
川
徒
渉

池
田
渡

吉
田
橋

矢
作
橋

揖
斐
川

多摩川

大
井
川

相模川

酒匂川

狩
野
川

興
津
川

安
倍
川

豊
川

富
士
川

天
竜
川

矢作川

木曽川

長
良
川

船渡し
徒渉し
橋

川川

長
揖 良良

長長

川川

揖
斐
揖

蔵
川模川

川

本
蔵

川

武

川

川

本
橋

品
川
川
川
品
橋
本

模模
川

相相相
摩多

橋
本
橋

日
本
橋
本本
日

城 江近城

条条
大
橋

山城 大
津

条

山 江近近

橋

津
大
津

三
条
大
橋
大大
条条
三三三三

大大

橋

亀

矢

河

伊

尾

里 河

勢

し 岡渡名名

山

し

勢

河三三

川

伊

渡渡ののの里里里の里の里里の

橋勢

七

伊

張

伊

張

山

尾

山

名

吉
田
橋

矢
作
橋

橋橋

岡
崎

宮

桑
名

亀
山
亀亀

川

名
桑桑

岡

宮

崎
岡

橋橋

吉

豊

橋

豊

橋橋
作作
矢

曽

田
橋
田
吉

曽曽木木木

川作作矢

し

江

士

川

し

川

川

倍

井
池池

新

中

蒲

谷

池池池

安江

中

遠

松

津

池池し

新

し

居

し 池

新

渡渡 池の切今

遠遠

府

谷

興
津
川
徒
渉

安
倍
川
徒
渉

大
井
川
徒

池
田

蒲
原興

津
府
中

島
田

金
谷

浜
松

新
居 浜

松
浜浜

中

池

金金
田
島

府府

蒲

竜

津
興原

川

川
田 徒徒徒

倍

川

倍

井
大

渉
徒
川
倍
安安安

興興

渉
徒
川
津
興

竜
天天

川川
士士士
富富富

豊
川
豊

川川
倍倍
安安安
川
津津津
興興興

川川
井
大

六

河

豆

山

豆

山

相 六模

酒匂

津

川

酒

三

田

崎
模

豆

根

匂

六

根

平

伊伊伊

駿
富士富
河河駿駿

模相模相相

蒲

相

吉

匂

原

六
郷
渡

馬
入
渡

酒
匂
川
徒
渉

富
士
川
渡

平
塚

崎

小
田
原箱

根
三
島

沼
津

吉
原蒲

原

吉

津津津島
沼沼

川

三

田
小

箱

小

川川

塚
平

匂

渡
川
士
富

渉
徒
川
匂

郷郷

酒
渡
入
馬

渡
郷
六六六六

狩
野野
狩狩

川匂酒酒

し渡船
し渉徒

橋

橋橋 徒
渉

田
渡渡
田

渉
徒徒

内
に
宿
駅
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に

伴
っ
て
徒
渉
し
制
度
も
崩
壊
し
ま
す
。

１
８
７
１
年
（
明
治
４
）
島
田
—
金
谷

間
の
渡
船
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
渡
河
を

厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
他
の
場
所
で

も
、
工
事
用
に
架
け
ら
れ
て
い
た
仮
設

の
橋
が
撤
去
さ
れ
ず
に
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
渡
河
手
段
が
自
由

化
さ
れ
た
た
め
に
職
を
失
っ
た
川
越
し

人
足
た
ち
は
、
榛
原
郡

は
い
ば
ら
ぐ
ん

南
部
の
開
墾
地

を
払
い
下
げ
ら
れ
て
入
植
し
ま
す
。

慣
れ
な
い
農
業
に
脱
落
す
る
者
も
続

出
す
る
中
で
、
徐
々
に
換
金
作
物
と
し

て
茶
の
栽
培
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
、
広
大
に
広
が
る
茶
畑
は
、
当
時

の
入
植
者
の
苦
労
の
賜
物
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
徒
渉
し
と
い
う
渡
河
手
段

が
定
着
し
た
の
は
、
架
橋
が
難
し
い
個

性
の
川
だ
っ
た
と
い
う
技
術
的
要
因
が

根
本
に
あ
っ
て
、
既
得
権
益
と
い
う
社

会
的
要
因
が
後
押
し
し
た
こ
と
に
よ
り

ま
す
。
大
井
川
に
橋
が
架
け
ら
れ
な
か

っ
た
理
由
を
調
べ
る
こ
と
は
、
橋
と
い

う
存
在
の
面
白
さ
を
知
る
こ
と
に
も
な

り
ま
し
た
。

東
海
道
と
同
じ
よ
う
に
、
山
陽
道
の

川
の
渡
河
手
段
の
違
い
に
も
注
目
し
て

い
ま
す
。
充
分
に
調
べ
て
は
い
ま
せ
ん

が
、
岡
山
、
広
島
、
福
山
な
ど
の
藩
が

連
続
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川
の
渡

河
形
態
が
違
っ
て
い
る
の
に
興
味
が
湧

き
ま
す
。

岡
山
で
は
西
か
ら
順
に
高
梁

た
か
は
し

川
、
旭

川
、
吉
井
川
と
大
き
な
川
が
三
つ
並
ん

で
い
る
の
で
す
が
、
橋
が
架
け
ら
れ
た

の
は
城
下
に
隣
接
し
て
い
る
旭
川
だ
け

で
す
。
高
梁
川
と
吉
井
川
は
船
渡
し
で

し
た
が
、
そ
の
違
い
は
防
衛
上
の
理
由

で
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。

整
合
性
の
あ
る
説
明
を
す
る
た
め
に

は
、
コ
ス
ト
の
こ
と
を
い
う
だ
け
で
も
、

橋
を
渡
っ
た
人
の
人
数
、
渡
し
船
の
費

用
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
比
較
す

る
た
め
の
史
料
を
調
べ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
き
っ
と
面
白
い
こ
と
で

し
ょ
う
。

歴
史
研
究
の
幅
を
広
げ
る

私
は
比
較
的
大
き
な
構
造
物
を
つ
く

り
た
い
と
思
っ
て
工
学
部
の
土
木
分
野

に
進
み
、
卒
業
後
は
、
大
阪
市
に
入
っ

て
橋
の
建
設
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

橋
を
架
け
替
え
る
と
き
な
ど
に
は
前

も
っ
て
広
報
を
し
ま
す
。
そ
の
中
で
橋

の
歴
史
的
な
経
緯
を
説
明
す
る
こ
と
も

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
下
調

べ
を
担
当
者
が
行
な
い
ま
す
が
、
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
、
い
ろ
い
ろ
な
橋
の
歴

史
を
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
原
稿
が
溜
ま
っ
て
く
る
と
、

ど
こ
か
に
発
表
し
た
く
な
り
ま
す
。
そ

ん
な
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
あ
る
出
版
社
の

方
か
ら
「
大
阪
の
橋
の
本
を
出
し
た
い
」

と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
手
を
上

げ
た
の
が
活
字
の
魔
力
に
取
り
憑
か
れ

て
し
ま
っ
た
き
っ
か
け
で
す
（『
八
百
八
橋

右ページ：東海道五十三次の23番目の宿場〈島田〉から大井川を渡って〈金谷〉
に向かう一行を描いた、歌川広重の「金谷 大井川遠岸」。何筋にも分かれて流れる
大井川の様子が、うかがえる一枚だ。一部には簡易な橋が架けられている。

上：東海道の渡河地点。渡船と徒渉しと橋の3種類の渡河方法があることがわかる。
『大井川に橋がなかった理由』（創元社 2001）p28〜29の図版をもとに編集部で作図。
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中井 祐 さん
なかい ゆう

東京大学大学院教授（工学系研究科社会基盤学専攻）工学博士

1968年愛知県生まれ。1991年東京大学工学部土木工学科卒業、
1993年東京大学大学院工学系研究科土木工学専攻修了。同年、
株式会社アプル総合計画事務所入社、1996年東京工業大学大学
院理工学研究科助手、1998年東京大学大学院工学系研究科助手、
2003年同大学院専任講師、2004年同大学院助教授を経て2010年
より現職。主なプロジェクトに、岸公園（島根県）、河戸堰と松
田川河川公園（高知県）、片山津地区街路及び水生植物公園（石
川県）、ベレン地区公園図書館（コロンビア・メデジン市）、被
災者の心をつなげる場所と風景のデザイン［ヤタイ広場］（岩手
県）、竹田城下町再生のまちづくり（大分県）、岩手県大槌町復
興支援（岩手県）がある。

主な著書に、『グラウンドスケープ宣言』（共著／丸善 2004）、
『近代日本の橋梁デザイン思想　三人のエンジニアの生涯と仕
事』（東京大学出版会 2005）、『GROUNDSCAPE～篠原修の風景
デザイン』（共著／鹿島出版会 2006）、『風景の思想』（共編著／
学芸出版 2012）ほか

土
木
に
お
け
る
橋
の
性
質

日
本
に
お
け
る
近
代
土
木
史
に
は
、

お
雇
い
外
国
人
か
ら
始
ま
る
い
く
つ
か

の
段
階
が
あ
り
ま
す
。
河
川
や
港
湾
の

よ
う
に
、
日
本
固
有
の
自
然
や
風
土
、

地
形
を
相
手
に
す
る
分
野
で
は
、
比
較

的
早
い
時
期
に
欧
米
先
進
国
の
真
似
か

ら
脱
し
て
、
日
本
の
特
徴
に
適
合
し
た

技
術
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
同
じ
土
木
の
分
野
で
も
、

そ
の
土
地
固
有
の
自
然
環
境
が
形
を
直

接
規
定
す
る
度
合
い
が
低
い
橋
の
デ
ザ

イ
ン
に
お
い
て
は
、
創
造
的
な
も
の
が

生
ま
れ
づ
ら
い
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
、
橋
梁
デ
ザ
イ
ン
が
隆
盛
を

帝都復興における橋と
デザインの思想

震災復興事業の第一号として

1926年（大正15）に架けられた永代橋は、御年88歳。

ペアでデザインされた清洲橋とともに、

都道府県の道路橋として初めて、

国の重要文化財（建造物）に指定されています。

「構造物は、技術者の思想や創造性によってつくられている」

という中井祐さんに、

橋梁デザインの一世代を築いた復興局の働きと、

その時代の橋梁技術者のこと、

橋の持つ公共性についてうかがいました。

見
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
気
運

は
戦
争
へ
向
か
う
中
で
潰つ

い

え
て
し
ま
う

の
で
す
が
、
私
は
そ
の
時
代
に
実
績
を

残
し
た
３
人
の
橋
梁
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
つ

い
て
、『
近
代
日
本
の
橋
梁
デ
ザ
イ
ン

思
想
　
三
人
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
生
涯
と

仕
事
』（
２
０
０
５
東
京
大
学
出
版
会
）
と
い

う
本
に
書
き
ま
し
た
。

３
人
の
橋
梁
技
術
者

建
築
の
分
野
で
は
、
丹
下
健
三
さ
ん

と
か
安
藤
忠
雄
さ
ん
と
か
、
一
般
の
人

も
名
前
を
知
っ
て
い
る
建
築
家
の
名
が

い
く
つ
も
挙
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
土
木
技
術
者
、
特
に
橋
梁
技
術

者
の
こ
と
を
ご
存
知
の
人
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

技
術
の
歴
史
は
、
単
に
個
々
の
工
学

上
・
技
術
上
の
歴
史
的
事
実
の
積
み
重

ね
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
技
術
史
上
の
事

実
の
背
景
に
は
、
必
ず
主
要
な
役
割
を

担
っ
た
技
術
者
が
存
在
し
ま
す
。
構
造

物
は
、
技
術
者
の
思
想
や
創
造
性
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
は
技
術
者
の

創
造
の
根
拠
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
さ

れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
取
り
上
げ
た
３
人
、
東
京
市
の

市
街
橋
を
手
が
け
た
樺
島
正
義
、
帝
都

復
興
橋
梁
の
設
計
を
リ
ー
ド
し
た
太
田

圓
三

え
ん
ぞ
う

と
田
中
豊
の
存
在
は
、
日
本
の
近

代
橋
梁
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
エ
ポ
ッ
ク

で
あ
る
と
見
な
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

一
番
年
長
の
樺
島
は
、
旅
を
愛
し
、

風
景
を
愛
し
、
生
涯
一
貫
し
て
風
景
の

た
め
の
橋
の
在
り
方
を
追
求
し
ま
し
た
。

樺
島
の
考
え
方
は
、
現
代
に
も
充
分
通

用
し
ま
す
し
、
同
じ
風
景
デ
ザ
イ
ン
を

志
す
者
と
し
て
深
く
共
感
で
き
ま
す
。

樺
島
正
義
（
１
８
７
８
〜
１
９
４
９
年
）

東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
土
木
工
学
科
で
、
港
湾
工

学
の
父
と
い
わ
れ
た
廣
井
勇
（
ひ
ろ
い
い
さ
み
　
１

８
６
２
〜
１
９
２
８
年
）
の
教
え
を
受
け
、
卒
業
後

に
渡
米
。
カ
ン
ザ
ス
市
の
ワ
デ
ル
・
ヘ
ド
リ
ッ
ク
工

務
所
で
４
年
半
に
わ
た
り
橋
梁
設
計
を
修
業
し
、
帰

国
後
に
東
京
市
の
技
師
と
な
り
新
大
橋
、
鍛
冶
橋
、

呉
服
橋
、
神
宮
橋
な
ど
多
く
の
市
街
橋
設
計
の
実
績

を
残
し
た
。
１
９
２
１
年
（
大
正
10
）
に
は
東
京
市

を
退
職
し
、
日
本
初
の
橋
梁
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
さ

れ
る
樺
島
事
務
所
を
開
設
し
て
い
る
。

私
が
最
も
思
い
入
れ
を
持
っ
た
太
田

圓
三
は
、
夏
目
漱
石
と
ほ
ぼ
同
時
代
の

人
で
、
漱
石
と
同
様
の
言
質
を
残
し
て

い
ま
す
。
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若

き
日
の
太
田
は
漱
石
が
日
本
の
近
代
化

に
苦
悩
す
る
姿
に
共
鳴
し
、
日
本
の
近

代
化
の
矛
盾
に
直
面
し
な
が
ら
、
土
木

技
術
者
と
し
て
の
自
我
と
格
闘
を
始
め

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

太
田
圓
三
（
１
８
８
１
〜
１
９
２
６
年
）

樺
島
の
３
年
後
に
、
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
土
木

工
学
科
を
卒
業
。
鉄
道
院
に
就
職
。
１
９
２
３
年

（
大
正
12
）
の
関
東
大
震
災
直
後
に
設
立
さ
れ
た
帝

都
復
興
院
（
の
ち
に
内
務
省
復
興
局
）
の
土
木
局
長

に
抜
擢
さ
れ
る
。
特
に
橋
梁
デ
ザ
イ
ン
に
力
を
注
ぎ
、

永
代
橋
、
清
洲
橋
を
は
じ
め
と
す
る
隅
田
川
橋
梁
群

の
設
計
に
尽
力
す
る
も
45
歳
の
若
さ
で
自
殺
。

最
後
の
田
中
は
、
最
も
技
術
進
歩
主

義
的
な
思
想
を
持
っ
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
・

ア
ー
キ
テ
ク
ト
で
し
た
。
彼
の
設
計
に

帝都復興における橋と
デザインの思想



市
イ
ン
フ
ラ
そ
の
も
の
は
大
正
初
期
ま

で
城
下
町
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
。

夏
目
漱
石
は
「
日
本
の
開
化
は
外
発

だ
」
と
言
い
、
無
理
を
し
た
近
代
化
を

「
た
だ
上
皮

う
わ
か
わ

を
滑
っ
て
行
き
、
滑
る
ま

い
と
思
っ
て
踏
張
る
と
神
経
衰
弱
に
な

っ
て
し
ま
う
。
ど
う
も
日
本
人
は
気
の

毒
と
言
う
か
憐
れ
と
言
う
か
、
誠
に
言

語
道
断
の
窮
状
に
陥
っ
た
も
の
だ
」
と

表
現
し
て
い
ま
す
（
１
９
１
１
年
〈
明
治
44
〉

に
４
回
行
な
わ
れ
た
夏
目
漱
石
の
講
演
の
う
ち
、

和
歌
山
で
行
な
わ
れ
た
第
２
回
講
演
『
現
代
日
本

の
開
化
』
か
ら
）。

し
か
も
国
を
あ
げ
て
殖
産
興
業
を
行

な
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
地
方

の
農
村
部
の
次
男
、
三
男
が
東
京
に
出

稼
ぎ
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
東
京
を
は

じ
め
と
す
る
大
都
市
へ
の
人
口
集
中
は
、

既
に
こ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の

で
す
。
ス
ラ
ム
に
近
い
状
態
が
至
る
所

に
誕
生
し
て
い
て
、
そ
こ
を
大
地
震
が

襲
い
ま
し
た
。
時
代
が
求
め
る
も
の
と

都
市
の
実
質
に
生
じ
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
天

災
が
突
い
た
、
と
い
う
形
で
す
。

帝
都
橋
梁
に
か
け
る
想
い

で
す
か
ら
、
帝
都
復
興
は
単
に
地
震

被
害
か
ら
の
復
興
で
は
な
く
、
城
下
町

江
戸
か
ら
近
代
都
市
と
し
て
の
帝
都
東

京
へ
と
、
都
市
の
実
質
を
変
え
る
一
大

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

国
が
帝
都
復
興
に
あ
れ
だ
け
力
を
入
れ

た
の
は
、
こ
う
い
う
背
景
に
よ
り
ま
す
。

9 帝都復興における橋とデザインの思想

は
駄
作
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
永

代
橋
、
清
洲
橋
、
言
問
橋
な
ど
の
隅
田

川
橋
梁
群
は
言
う
に
及
ば
ず
、
万
代
橋
、

総
武
線
の
一
連
の
鉄
道
橋
、
田
端
大
橋

な
ど
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
感
覚
に
一
切
の
ぶ
れ
が
あ

り
ま
せ
ん
。
　

田
中
豊
（
１
８
８
８
〜
１
９
６
４
年
）

東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
土
木
工
学
科
を
樺
島
に
遅

れ
る
こ
と
12
年
後
に
卒
業
。
鉄
道
院
を
経
て
、
太
田

の
部
下
と
し
て
帝
都
復
興
院
土
木
局
橋
梁
課
長
に
就

任
。
の
ち
に
鉄
道
技
師
・
復
興
局
技
師
兼
務
の
ま
ま
、

東
京
帝
国
大
学
教
授
に
就
任
し
、
後
進
の
指
導
に
あ

た
る
。
日
本
近
代
橋
梁
史
上
最
も
著
名
な
技
術
者
で

あ
り
、
土
木
学
会
田
中
賞
の
名
称
の
由
来
と
な
っ
た
。

首
都
・
東
京
の
実
状

明
治
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
東

京
は
江
戸
と
い
う
封
建
時
代
の
城
下
町

か
ら
近
代
国
家
の
首
都
へ
と
モ
デ
ル
チ

ェ
ン
ジ
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
の
履
歴
は
す
べ
て
切
り
捨
て
、
近
代

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
都
市
、

も
っ
と
言
え
ば
、
国
際
競
争
に
勝
て
る

帝
国
主
義
的
近
代
国
家
の
首
都
に
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
な
か
な
か
う
ま
く

い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
正
の
こ
ろ
ま

で
の
東
京
は
、
橋
を
例
に
取
れ
ば
ほ
と

ん
ど
が
木
橋
で
す
。
し
か
も
橋
の
手
前

で
道
が
鍵
型
に
な
っ
た
ま
ま
の
と
こ
ろ

も
多
か
っ
た
。
明
治
の
市
区
改
正
で
つ

く
り
替
え
ら
れ
て
い
た
の
は
表
通
り
な

ど
目
立
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
し
た
。
生

活
の
表
面
上
は
文
明
化
し
ま
す
が
、
都

当
時
内
務
大
臣
だ
っ
た
後
藤
新
平
が
、

強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
ま
し

た
。
復
興
を
進
め
る
帝
都
復
興
院
の
中

心
に
若
い
専
門
家
た
ち
を
抜
擢
し
た
こ

と
は
そ
の
現
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

帝
都
復
興
事
業
に
お
け
る
橋
梁
設
計

の
特
徴
は
、
実
に
多
様
な
橋
梁
形
式
が

用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
中

で
も
、
隅
田
川
六
大
橋
（
相
生
橋
、
永
代
橋
、

清
洲
橋
、
蔵
前
橋
、
駒
形
橋
、
言
問
橋
）
に
は
、

す
べ
て
異
な
る
形
式
の
橋
が
採
用
さ
れ

ま
し
た
。
帝
都
復
興
以
前
に
樺
島
が
行

な
っ
た
架
橋
は
、
地
点
の
場
所
性
や
都

市
空
間
の
文
脈
を
重
視
す
る
も
の
で
し

た
が
、
太
田
は
「
橋
自
身
に
内
在
す
る

〈
形
〉
の
可
能
性
」
を
追
求
し
ま
し
た
。

多
様
な
形
式
の
採
用
は
、
そ
の
た
め
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

西
洋
の
物
真
似
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
デ
ザ
イ
ン
を
目
指
し
た
結
果
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

永
代
橋
と
清
洲
橋

復
興
局
は
１
１
５
の
橋
を
架
け
ま
し

た
が
、
隅
田
川
六
大
橋
に
使
わ
れ
た
予

算
は
全
体
の
約
３
分
の
１
。
そ
の
う
ち

約
半
分
が
永
代
橋
と
清
洲
橋
に
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。

清
洲
橋
は
田
中
が
ド
イ
ツ
留
学
時
代

に
実
見
し
た
ケ
ル
ン
の
吊
橋
（
１
９
１
１

年
〈
明
治
44
〉）
コ
ン
ペ
で
選
ば
れ
た
）
を
モ
デ

ル
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
忠
実
に
コ

ピ
ー
し
た
の
は
、
当
時
の
最
新
の
構
造
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を
採
用
し
技
術
的
発
展
の
布
石
と
し
た

い
と
考
え
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
ケ
ル
ン
の
コ
ン
ペ
の
上
位
３
案

の
内
の
一
つ
が
、
日
本
で
最
初
に
径
間

長
１
０
０
c
超
を
実
現
し
た
永
代
橋
の

素
案
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ン
ペ

案
は
、
清
洲
橋
と
永
代
橋
を
ペ
ア
の
橋

デ
ザ
イ
ン
に
す
る
こ
と
に
も
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
い
ま
す
。

く
ぐ
る
の
も
橋

私
た
ち
は
今
、
陸
の
時
代
に
生
き
て

い
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
〈
つ
な
ぐ
〉

と
い
う
観
点
で
橋
を
見
が
ち
な
の
で
す

が
、
川
が
中
心
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
、

橋
は
渡
る
だ
け
で
は
な
く
、
く
ぐ
る
も

の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

川
を
船
で
行
く
と
、
次
々
と
現
れ
る

橋
を
次
々
に
く
ぐ
る
。
そ
の
一
連
の
感

覚
を
ど
う
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
と
い
う
意

識
が
、
お
そ
ら
く
帝
都
復
興
の
橋
梁
デ

ザ
イ
ン
の
時
代
ま
で
は
か
ろ
う
じ
て
残

っ
て
い
て
、
そ
の
象
徴
が
隅
田
川
の
橋

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

隅
田
川
以
外
に
も
、
た
く
さ
ん
の
橋

が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
復
興
局
だ
け
で

な
く
東
京
市
も
３
１
０
も
の
橋
を
架
け

て
い
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
当
時
の
舟

運
取
扱
量
の
１
位
と
２
位
で
あ
る
外
濠

川
と
神
田
川
は
、
ほ
と
ん
ど
が
ア
ー
チ

橋
と
な
っ
て
い
ま
す
。
想
像
で
す
が
、

た
く
さ
ん
船
が
通
る
か
ら
ア
ー
チ
に
し

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
な
橋
を
架
け
る
の
か
、
た

く
さ
ん
架
け
る
と
き
は
橋
梁
群
と
し
て

と
ら
え
て
ど
う
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
か
が

考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
で
す
。
橋
は
陸

の
人
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
川
を
使

う
人
の
た
め
で
も
あ
る
と
い
う
発
想
。

昔
の
人
は
、
粋
で
す
ね
。

標
準
設
計
を
善
し
と
し
た
時
代

土
木
に
豊
か
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が

発
揮
さ
れ
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、

私
が
大
学
で
土
木
を
専
攻
し
て
い
た
こ

ろ
は
標
準
設
計
が
目
指
さ
れ
て
、
画
一

的
な
質
の
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
善
し

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
設
計
の
標
準
化

と
い
う
の
は
、
誰
が
や
っ
て
も
同
じ
ク

オ
リ
テ
ィ
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し

た
も
の
で
す
。
10
人
の
設
計
者
が
同
じ

条
件
で
設
計
し
て
も
十
通
り
の
土
木
構

造
物
が
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
て
何
が
面
白
い
の
だ
ろ
う

と
思
っ
て
、
土
木
に
物
足
り
な
さ
を
感

じ
て
い
ま
し
た
。

建
築
と
比
べ
て
、
土
木
は
設
計
者
に

許
さ
れ
る
表
現
の
範
囲
が
狭
い
の
で
す

が
、
本
来
、
狭
い
か
ら
こ
そ
の
工
夫
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
俳
句
は
五

七
五
と
い
う
限
界
的
な
文
字
数
で
表
現

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
奥
深

い
表
現
に
成
功
し
た
名
句
も
あ
れ
ば
駄

句
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
制
約

条
件
が
厳
し
い
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も

の
や
面
白
い
も
の
が
つ
く
れ
な
い
、
と

い
う
の
は
違
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
い
っ
た
ん
大
学
か
ら
出
て
デ

ザ
イ
ン
事
務
所
で
働
い
た
こ
ろ
、
歴
史

的
な
土
木
遺
産
に
触
れ
る
機
会
が
あ
り
、

昔
は
ダ
ム
と
か
川
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な
デ

ザ
イ
ン
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
明
治
〜
大
正
ぐ
ら
い

ま
で
は
、
日
本
に
お
け
る
土
木
構
造
物

は
鉄
道
な
ど
を
除
け
ば
試
行
錯
誤
の
時

代
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
設
計
者
や
計

画
者
の
考
え
方
が
感
じ
取
れ
る
よ
う
な

土
木
施
設
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

歴
史
的
土
木
施
設
の
勉
強
を
少
し
ず
つ

始
め
て
み
る
と
、「
な
ん
だ
、
大
学
で

教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い

か
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

設
計
思
想
は
、
設
計
に
か
か
わ
っ
た

人
間
や
、
そ
の
時
代
の
状
況
と
か
価
値

観
と
か
い
う
も
の
に
左
右
さ
れ
ま
す
。

そ
の
時
代
、
そ
の
場
所
、
そ
の
人
だ
か

ら
こ
そ
で
き
る
も
の
な
の
で
す
。
い
ち

い
ち
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
効

率
が
悪
い
し
、
均
質
な
も
の
を
大
量
に

つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
は
、

標
準
化
を
目
指
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

空
間
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ

私
が
「
土
木
も
面
白
い
な
」
と
思
い

始
め
た
の
は
、
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
ス
ケ

ー
ル
が
大
き
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
気
づ

い
た
か
ら
で
す
。
建
築
は
、
敷
地
条
件

に
合
わ
せ
て
グ
リ
ッ
ド
で
区
切
っ
て
い

き
、
機
能
を
満
た
す
空
間
に
仕
立
て
て

い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
敷
地
の
中

で
完
結
し
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
空
間

の
中
で
パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
な
仕
事
で
、

知
的
な
面
白
さ
が
得
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
土
木
は
自
然
条
件
を
相
手
に

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
す
べ

て
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

自
然
は
、
人
間
の
思
う
よ
う
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
土
木
構
造
物
が
人
間
の
想
い

を
超
え
た
自
然
と
と
も
に
あ
る
ん
だ
な

上から、22番の吾妻橋、23番の駒形橋、31番の清洲橋、33番の永代橋（番号は左ページの番記）。
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帝
都
復
興
が
示
唆
す
る
こ
と

社
会
的
矛
盾
が
際
立
っ
て
き
た
と
き

に
自
然
災
害
に
襲
わ
れ
る
と
、
一
番
の

弱
点
が
さ
ら
け
出
さ
れ
る
。
日
本
の
不

利
は
、
そ
う
い
う
地
勢
的
条
件
と
い
う

か
宿
命
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
背
景
を
持
っ
て
い
る
日
本

は
、
や
り
方
に
し
て
も
で
き
上
が
っ
た

も
の
に
し
て
も
、
欧
米
に
比
べ
て
柔
ら

か
い
。
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
と
き

に
は
そ
の
柔
ら
か
さ
は
価
値
を
持
ち
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
は
、
あ
る
意
味
、
そ
う
い
っ
た

柔
ら
か
い
都
市
イ
ン
フ
ラ
を
つ
く
り
直

す
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
日
本
だ
け
近
代
以
前
に

戻
っ
て
孤
立
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
日
本
は
明
治
以
来
、
ど
ん
な
に
ス

ト
レ
ス
フ
ル
で
あ
ろ
う
と
涙
を
の
ん
で

つ
き
合
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い

状
況
（
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
）
に
対
応
し
て
き

た
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
国
づ
く
り
は
、
日
本
独

自
の
豊
か
さ
や
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く

文
化
的
パ
ワ
ー
と
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

の
両
方
を
、
ど
う
や
っ
て
折
り
合
わ
せ

て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
は
か
な
り
タ
フ
な
精

神
力
が
必
要
で
、
そ
の
タ
フ
ネ
ス
を
、

我
々
日
本
人
が
持
っ
て
い
る
か
が
問
わ

れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

取
材
日：

２
０
１
４
年
３
月
６
日

道
や
鉄
道
や
橋
と
い
う
の
は
、
そ
こ
か

ら
見
た
〈
日
本
〉
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
う

ま
く
橋
を
つ
く
る
と
〈
日
本
〉
と
い
う

国
は
美
し
く
見
え
る
し
、
変
に
つ
く
る

と
大
し
た
こ
と
が
な
い
な
、
と
見
え
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
公

共
性
を
背
負
っ
て
い
る
の
が
、
土
木
構

造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

言
う
な
れ
ば
、
国
土
は
土
木
に
よ
っ

て
認
識
さ
れ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

日
本
の
自
然
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が

ら
、
人
間
が
社
会
を
築
い
て
生
き
て
い

く
。
そ
の
姿
は
、
た
と
え
ば
道
や
橋
や

鉄
道
が
な
い
と
、
具
体
の
風
景
と
し
て

見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
言
い
換
え

れ
ば
、
土
木
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
私

た
ち
は
国
土
の
具
体
像
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
土
木
と
い
う
の
は

と
て
も
大
切
な
仕
事
で
あ
っ
て
、
思
想

が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
で
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
高
度
経
済
成

長
期
に
は
、
思
想
で
は
な
く
効
率
が
重

視
さ
れ
て
、
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
へ
行

っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

最
初
に
お
話
し
し
た
土
木
の
標
準
設

計
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
中
央
集
権
的

な
手
法
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
そ
う
で
は

な
く
て
、
個
々
の
地
域
が
環
境
を
つ
く

る
主
体
と
な
っ
て
、
知
恵
と
工
夫
と
思

想
を
持
っ
て
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
つ
く

り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

新神谷橋
新田橋
新豊橋
豊島橋
首都高速中央環状線橋梁
小台橋
尾久橋
日暮里・舎人ライナー隅田川橋梁
尾竹橋
京成本線隅田川橋梁
東京電力送電橋
千住水管橋（東京都水道局）
千住大橋
常磐線隅田川橋梁

千住汐入大橋
日比谷線隅田川橋梁

水神大橋
白鬚橋
桜橋
言問橋

吾妻橋
東武花川戸鉄道橋

駒形橋
厩橋
蔵前橋
蔵前専用橋（NTT）
総武線隅田川橋梁
両国橋
両国大橋
新大橋
清洲橋
隅田川大橋（上部は首都高）
永代橋
相生橋
中央大橋
佃大橋
勝鬨橋
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一般道

隅
田
川

荒川

石神井川

北十間川

東
武
伊
勢
崎
線

総武線

常磐線

日
比
谷
線

神田川

日本橋川

東
京
駅

浅
草
駅

高速道路
鉄道
歩行者専用
水道
送電・通信

あ
、
と
気
づ
い
た
と
き
に
、
土
木
が
非

常
に
奥
の
深
い
世
界
で
あ
る
こ
と
を
知

り
ま
し
た
。

二
つ
の
公
共
性
を
満
た
す

土
木
に
は
、
二
つ
の
公
共
性
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
寿
命
が
長
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
後
世
の
人
に
少
し
で
も
良
い
と
思

っ
て
も
ら
え
る
も
の
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

言
い
方
を
す
る
と
し
た
ら
、
少
し
で
も

不
快
感
を
軽
減
す
る
も
の
を
つ
く
る
責

務
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う

に
世
界
を
認
識
す
る
の
か
と
い
う
〈
図

面
〉
を
土
木
が
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う

自
覚
で
す
。
実
際
に
土
木
に
携
わ
っ
て

い
る
人
で
も
意
識
し
て
い
る
人
は
少
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
土
木
特
有

の
公
共
性
で
す
。

い
っ
た
ん
橋
が
で
き
た
ら
、
つ
く
ら

れ
た
場
所
か
ら
し
か
〈
日
本
〉
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
言
え
ば
、
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歩
車
分
離
か
ら
始
ま
っ
た

交
通
戦
争
と
い
う
言
葉
は
、
１
９
６

０
年
代
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
時
代
に
は
、
小
学
校
の
裏

に
必
ず
学
童
歩
道
橋
が
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
学
童
歩
道
橋
は
、
自
動
車
の
交
通

量
が
増
え
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
歩
車

分
離
で
合
理
的
に
通
行
さ
せ
よ
う
と
い

う
発
想
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
と

自
動
車
を
立
体
的
に
分
離
す
る
こ
と
で
、

安
全
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
、
こ
う

し
た
学
童
歩
道
橋
と
同
じ
発
想
で
つ
く

り
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
、
日
本
の
都
市
部
の
鉄
道
駅
前

は
ど
こ
も
敷
地
に
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ス
ペ
ー
ス
に
余
裕
が
な
い
駅
前
交
通
広

場
を
で
き
る
だ
け
有
効
に
使
う
た
め
に
、

垂
直
方
向
に
逃
げ
よ
う
と
考
案
さ
れ
た

と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
。
構
造
と
し

て
は
、
鉄
道
駅
が
橋
上
駅
と
な
っ
て
、

同
じ
フ
ロ
ア
階
に
コ
ン
コ
ー
ス
が
で
き
、

そ
の
延
長
線
上
に
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ

ッ
キ
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
メ
リ
ッ
ト
も
生
み
ま

し
た
。
横
断
歩
道
を
渡
ら
な
い
で
デ
パ

ー
ト
な
ど
の
商
業
施
設
に
直
接
ア
プ
ロ

ー
チ
で
き
る
の
で
、
改
札
口
を
出
て
、

一
度
も
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
な
し
で
商
業
施

設
に
入
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
考
え
が
導

入
さ
れ
る
の
は
、
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）

の
ハ
ー
ト
ビ
ル
法
、
そ
し
て
２
０
０
６

年
（
平
成
18
）
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
）
が
で
き
て
か
ら
で
す
。

実
は
、
こ
の
法
律
以
前
に
は
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
や
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
つ
け
て
い

な
い
所
が
多
く
、
あ
と
か
ら
つ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

社
会
情
勢
に
影
響
さ
れ
る

日
本
で
最
初
に
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ

ッ
キ
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
１
９
７
３

年
（
昭
和
48
）
国
鉄
（
現
・
Ｊ
Ｒ
）
柏
駅
（
千

葉
県
）
東
口
の
市
街
地
再
開
発
の
と
き

で
す
。
新
し
い
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て

郊
外
が
開
発
さ
れ
、
車
で
駅
に
向
か
う

車
社
会
の
到
来
を
予
測
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

全
国
で
２
３
０
カ
所
ぐ
ら
い
あ
る
の

で
す
が
、
最
近
は
そ
ん
な
に
は
増
え
て

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
土
地
の
価
格
が

上
が
れ
ば
、
高
層
に
し
て
新
た
に
人
工

地
盤
を
つ
く
る
こ
と
が
利
益
を
生
み
ま

す
。
再
開
発
事
業
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、

土
地
の
価
格
が
上
が
る
か
ら
な
の
で
す
。

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
再
開
発
事

業
と
同
時
に
設
置
さ
れ
る
と
い
う
の
が

ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
再
開
発
が
停
滞
す

れ
ば
新
た
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

つ
く
ら
れ
て
か
ら
30
年
以
上
が
経
過
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し
て
、
老
朽
化
に
よ
る
改
修
工
事
や
、

人
口
が
減
っ
て
乗
降
客
が
減
少
し
、
将

来
的
に
は
撤
去
の
可
能
性
が
浮
上
す
る

と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
役

割
を
終
え
て
撤
去
に
な
る
場
合
だ
け
で

な
く
、
高
架
下
が
暗
く
な
る
こ
と
で
治

安
や
イ
メ
ー
ジ
の
観
点
か
ら
改
修
が
検

討
さ
れ
る
例
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

と
は
い
え
、
２
階
が
正
面
で
あ
る
こ

と
が
定
着
し
、
フ
ァ
サ
ー
ド
も
２
階
で

つ
く
ら
れ
て
い
れ
ば
、
撤
去
に
反
対
す

る
意
見
が
出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

柏
駅
前
で
は
最
近
、
改
良
工
事
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
１
９
８
４
年
（
昭
和
59
）

に
つ
く
ら
れ
た
Ｊ
Ｒ
津
田
沼
駅
（
千
葉
県
）

の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
、
構
造

の
老
朽
化
と
と
も
に
、
交
通
広
場
や
駐

輪
場
な
ど
の
高
架
下
の
有
効
利
用
を
ど

う
す
る
か
な
ど
の
整
備
の
あ
り
方
が
今

後
の
課
題
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
景
気
が
良
く
な
っ
て
再

開
発
事
業
が
活
発
に
行
な
わ
れ
る
と
か
、

狭
い
空
間
を
有
効
に
利
用
し
た
い
と
か
、

便
利
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
条
件
と
う

ま
く
組
み
合
わ
せ
て
、
日
本
の
駅
前
に

は
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
が
増
え
て

き
ま
し
た
。

歩
車
分
離
の
発
想
か
ら
始
ま
り
、
20

年
ほ
ど
経
っ
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
沿

っ
た
適
応
が
図
ら
れ
た
。
ペ
デ
ス
ト
リ

ア
ン
デ
ッ
キ
は
、
こ
の
よ
う
に
非
常
に

有
機
的
な
存
在
で
、
条
件
に
合
わ
せ
て

応
じ
ら
れ
る
柔
軟
性
、
可
塑
性
を
持
っ

社会情勢に左右されながら、

条件に合わせて応じられる柔軟性、

可塑性を持ったペデストリアンデッキは、

ライフタイムからみても

「日本的な構造物」と言う五十畑弘さん。

駅前空間の表情を一変させた

ペデストリアンデッキは、

実用的機能を優先させながら、

多くの場所で採用されてきました。

初期の導入例から40年を経過した今、

新たな局面を迎えた

ペデストリアンデッキの歴史と

これからについてうかがいました。

pedestrian deck
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駅
前
広
場
は
景
観
の
シ
ン
ボ
ル

実
は
、
鉄
道
駅
前
の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア

ン
デ
ッ
キ
は
外
国
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
は
、
駅
の
構
造
の
違
い
も
あ

り
ま
す
が
、
駅
前
広
場
に
求
め
る
も
の

が
違
う
こ
と
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
特

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
駅
と
い
う
の
は

町
の
景
観
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
す
。
彼

ら
に
は
、
こ
う
し
た
も
の
を
つ
く
る
発

想
す
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

空
間
が
狭
い
と
い
う
よ
う
な
物
理
的

な
条
件
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
く
て
、

や
は
り
そ
れ
を
つ
く
る
人
の
考
え
方
が

多
分
に
反
映
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

東
京
駅
の
改
札
口
か
ら
新
丸
ビ
ル
に

直
接
行
か
れ
る
よ
う
に
、
ペ
デ
ス
ト
リ

ア
ン
デ
ッ
キ
が
架
け
ら
れ
た
姿
を
想
像

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

実
際
に
は
、
東
京
駅
に
は
既
に
地
下

街
が
発
達
し
て
い
ま
す
か
ら
ペ
デ
ス
ト

リ
ア
ン
デ
ッ
キ
を
架
け
る
必
要
は
な
い

わ
け
で
す
が
、
機
能
と
し
て
の
問
題
で

は
な
く
、
シ
ン
ボ
ル
的
な
景
観
を
変
え

て
し
ま
う
よ
う
な
開
発
は
容
認
さ
れ
な

い
で
し
ょ
う
。

創
業
百
周
年
を
迎
え
東
京
駅
が
復
原

改
修
が
さ
れ
る
際
に
も
、
そ
う
い
う
話

は
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
駅
は
皇
居

に
対
し
て
、
正
面
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。

各
国
の
駐
在
大
使
は
、
着
任
す
る
と
あ

そ
こ
か
ら
馬
車
に
乗
っ
て
皇
居
に
向
か

い
ま
す
。
そ
う
い
う
場
所
に
ペ
デ
ス
ト

た
構
造
物
で
す
。
そ
れ
を
考
慮
し
て
か

ど
う
か
、
ほ
と
ん
ど
が
鋼
製
で
細
工
し

や
す
い
素
材
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

機
能
を
増
殖
さ
せ
る

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
、
通
路

と
し
て
の
機
能
以
外
に
も
、
滞
留
時
間

を
積
極
的
に
つ
く
る
こ
と
に
貢
献
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
ト
イ
レ
を
設
置
し

た
り
、
ベ
ン
チ
な
ど
の
ス
ト
リ
ー
ト
フ

ァ
ニ
チ
ャ
ー
を
置
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
積
極
的
に
、
イ
ベ
ン
ト
広
場
を

設
け
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。

防
災
に
寄
与
す
る
面
で
も
、
評
価
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災

の
と
き
に
は
、
駅
前
広
場
が
復
興
支
援

の
拠
点
に
な
り
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
た
ち
が
テ
ン
ト
を
張
っ
た
り
し

て
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
う
い

う
面
で
も
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ

は
力
を
発
揮
し
ま
す
。

今
は
ま
だ
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
に

震
災
物
資
の
備
蓄
を
す
る
と
い
う
よ
う

な
活
用
方
法
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

海
外
に
お
け
る
ハ
イ
ウ
ォ
ー
ク

日
本
で
は
積
極
的
に
導
入
さ
れ
た
ペ

デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
で
す
が
、
駅
前

空
間
が
狭
い
、
広
げ
よ
う
が
な
い
と
い

う
同
じ
よ
う
な
条
件
を
持
つ
イ
ギ
リ

ス
・
ロ
ン
ド
ン
で
は
見
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
と
言
っ
て

通
じ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

英
語
圏
で
は
ハ
イ
ウ
ォ
ー
ク
と
言
っ
た

ほ
う
が
通
り
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

エ
レ
ベ
ー
テ
ッ
ド
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン

デ
ッ
キ
（elevated pedestrian deck

）
、
も
し

く
は
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
ウ
ォ
ー
ク
ウ
ェ

イ
を
略
し
て
ペ
ド
ウ
ェ
イ
（pedw

ay

）
と

も
い
い
ま
す
。

海
外
に
も
、
鉄
道
駅
前
以
外
で
あ
れ

ば
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
を
採
用
し

て
い
る
例
は
あ
り
ま
す
。
一
番
古
い
例

は
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
で
す
。
１
９
６

０
年
代
の
道
路
計
画
の
考
え
方
と
し
て
、

高
速
道
路
を
で
き
る
だ
け
町
の
中
心
部

ま
で
引
き
込
も
う
と
い
う
計
画
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
人
を
デ
ッ
キ
の

上
に
配
置
し
た
計
画
が
１
９
６
３
年

（
昭
和
38
）
の
ブ
キ
ャ
ナ
ン
レ
ポ
ー
ト
で

報
告
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に

は
大
規
模
に
は
実
施
さ
れ
ず
、
一
部
、

施
工
さ
れ
た
の
が
シ
テ
ィ
の
例
で
す
。

評
判
は
あ
ま
り
良
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
景

観
を
上
下
に
分
断
し
て
し
ま
い
ま
す
か

ら
、
デ
ッ
キ
の
下
は
ど
う
し
て
も
〈
ケ
〉

の
空
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
防
犯

上
も
問
題
が
あ
っ
て
、
防
犯
カ
メ
ラ
が

据
え
付
け
ら
れ
、
区
間
に
よ
っ
て
は
ハ

イ
ウ
ォ
ー
ク
自
体
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
ビ
ル
同
士
を
つ
な
い
で
う
ま
く

機
能
し
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。

JR津田沼駅北口のペデストリアンデッキ。バリア
フリー対策などが、時代を追って施されてきた。



リ
ア
ン
デ
ッ
キ
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、

ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

逆
に
い
え
ば
、
景
観
に
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
価
値
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
体
現

さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
敷
地
に
余
裕
が
あ
る

駅
前
広
場
と
い
う
条
件
が
、
東
京
駅
に

は
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
日
本
で
は
景
観
を
大
切
に
し
て
い
な

い
」
と
断
言
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
実
用
と
景
観
を
ど
の
程
度
優
先

さ
せ
る
か
と
い
っ
た
と
き
に
、
バ
ラ
ン

ス
の
取
り
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち

と
は
違
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

景
観
を
守
る
た
め
に
実
用
を
犠
牲
に

す
る
と
か
、
多
少
の
不
便
は
我
慢
す
る

と
い
う
の
が
文
化
だ
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
ま
で
考
え

な
い
で
実
用
の
ほ
う
に
す
っ
と
行
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

こ
れ
は
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
要
す
る
に
優
先

順
位
の
つ
け
方
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
も
ま
た
、
日
本
の
風
土
、
文
化
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
的
な
構
造
物

駅
前
空
間
が
狭
い
と
い
う
条
件
に
対

応
し
て
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
事
情
で
誕

生
し
た
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
で
す

が
、
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
持
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
一
つ
ひ
と
つ

を
見
て
い
く
と
、
実
は
そ
れ
が
後
追
い

的
に
進
化
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
が
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
か
と
い

う
と
、
実
は
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ん
で

す
。建

築
物
と
し
て
も
非
常
に
日
本
的
な

も
の
で
あ
る
理
由
の
一
つ
に
増
築
、
建

て
増
し
の
発
想
が
あ
り
ま
す
。
一
度
つ

く
ら
れ
た
ら
２
世
紀
、
３
世
紀
に
わ
た

っ
て
残
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
社

会
状
況
に
応
じ
て
つ
く
ら
れ
た
り
壊
さ

れ
た
り
し
て
い
く
。
変
わ
る
こ
と
に
抵

抗
感
が
少
な
い
の
は
、
逆
に
、
ま
た
す

ぐ
変
わ
る
の
だ
か
ら
、
と
感
じ
て
い
る

か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

言
い
換
え
れ
ば
、
極
め
て
ア
ジ
ア
的

な
存
在
と
も
い
え
ま
す
が
、
駅
前
空
間

が
狭
く
て
困
る
よ
う
な
都
心
部
に
、
こ

れ
だ
け
鉄
道
網
が
発
達
し
て
い
る
の
は

日
本
だ
け
の
特
殊
事
情
で
す
。
で
す
か

ら
鉄
道
網
が
未
発
達
の
他
の
ア
ジ
ア
諸

国
で
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の

点
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
日
本

で
独
自
に
発
達
を
遂
げ
た
構
造
物
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

仮
設
と
し
て
の
性
質

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
の
も
う
一

つ
の
特
徴
は
、
仮
設
的
な
存
在
、
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
は
思
わ
れ

な
い
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
私

は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

橋
本
龍
太
郎
首
相
の
と
き
に
、
沖

縄
・
普
天
間
飛
行
場
の
移
転
先
の
問
題
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る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
比
べ
て
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ー
マ

で
は
二
千
年
前
の
石
の
橋
の
上
に
自
動

車
が
走
っ
て
い
ま
す
。
で
き
た
も
の
の

寿
命
だ
け
で
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
の
サ
グ

ラ
ダ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
大
聖
堂
の
よ
う
に

19
世
紀
に
つ
く
り
始
め
た
建
築
物
が
、

今
ま
だ
建
築
中
な
ど
と
い
う
こ
と
は
日

本
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
時
間

軸
の
感
覚
が
違
う
の
で
す
。

成
功
例
と
し
て
の
仙
台
駅

増
設
や
仮
設
で
は
な
く
最
初
か
ら
計

画
す
れ
ば
、
長
所
を
活
か
し
た
も
の
に

な
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
良
い
例

が
仙
台
駅
で
す
。

東
北
新
幹
線
が
仙
台
ま
で
く
る
こ
と

が
決
ま
り
、
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
に

ま
ず
駅
を
つ
く
り
直
し
ま
し
た
。
そ
の

と
き
に
、
駅
前
を
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ

ッ
キ
で
構
成
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
、

新
幹
線
駅
が
３
階
で
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ

ー
で
下
り
て
き
た
２
階
が
入
口
に
な
る

よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
鉄
道
駅

と
一
体
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
こ

が
管
理
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
道
路
付
属
施

設
と
し
て
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村

の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
で

す
。仙

台
駅
の
場
合
は
、
仙
台
市
の
所
有

で
す
。
鉄
道
駅
と
連
携
し
て
一
体
感
の

で
、
滑
走
路
を
つ
く
る
た
め
に
サ
ン

ゴ
礁
の
海
を
埋
め
立
て
る
の
で
は
な

く
桟
橋
に
よ
る
工
法
が
浮
上
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
埋
め
立

て
と
違
っ
て
桟
橋
な
ら
元
に
戻
せ
る

し
、
時
限
的
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
で
し
た
。
仮
設
の
発
想

で
す
ね
。
下
の
サ
ン
ゴ
礁
を
傷
つ
け

な
く
て
も
工
事
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ご
承

知
の
と
お
り
、
工
法
云
々
以
前
に
、

計
画
そ
の
も
の
が
当
時
は
暗
礁
に
乗

り
上
げ
て
し
ま
い
、
結
局
は
実
現
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

本
来
、
土
木
構
造
物
と
い
う
の
は

か
な
り
長
い
寿
命
を
持
つ
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
前
出
の
学
童
歩
道
橋
も

撤
去
が
進
み
ま
し
た
。
で
は
、
自
動

車
が
減
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
信
号
機
が
改
善
さ
れ
て
、
平
面

交
差
が
う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
で
、
歩
道
橋
は
い
ら
な
い
か
ら

撤
去
す
る
と
い
う
方
向
に
な
っ
た
の

で
す
。「
な
ん
で
車
が
優
先
で
、
人

間
が
上
っ
た
り
下
り
た
り
し
な
く
ち

ゃ
い
け
な
い
ん
だ
」
と
、
評
判
が
悪

い
構
造
物
で
し
た
か
ら
撤
去
の
方
向

に
進
み
ま
し
た
。
現
状
で
は
空
間
構

造
が
２
階
を
基
本
に
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
歩
道
橋
の
よ
う
に
す
ぐ

に
撤
去
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン

デ
ッ
キ
の
運
命
も
こ
の
先
、
ど
う
な

あ
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ペ

デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
の
端
ま
で
が
あ

た
か
も
仙
台
駅
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
構
造
で
す
。

仙
台
駅
で
は
中
央
部
分
に
は
デ
ッ
キ

を
つ
く
ら
な
か
っ
た
の
で
、
デ
ッ
キ
下

が
暗
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
の
に
も
成
功

し
て
、
防
災
的
に
も
問
題
の
な
い
構
造

に
な
っ
て
い
ま
す
。

ラ
イ
フ
タ
イ
ム
か
ら
見
た

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ

私
が
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
に
興

味
を
持
っ
た
の
は
、
な
ぜ
日
本
だ
け
に

発
達
し
た
の
か
と
疑
問
を
持
っ
た
か
ら

で
す
。
物
理
的
な
要
因
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
独
自
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
た
の
で
す
。

私
は
常
々
、
構
造
物
に
対
す
る
各
国

の
ラ
イ
フ
タ
イ
ム
の
違
い
に
興
味
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、

「
石
の
文
化
と
木
の
文
化
」
と
い
う
分

類
で
す
が
、
と
に
か
く
日
本
の
構
造
物

は
ラ
イ
フ
タ
イ
ム
が
短
い
の
で
す
。
長

持
ち
さ
せ
よ
う
と
言
い
出
し
た
の
は
、

こ
こ
二
、
三
十
年
の
話
で
す
。

そ
も
そ
も
近
代
以
前
の
日
本
の
橋
は

〈
仮
〉
の
存
在
で
し
た
。
大
水
が
く
る

と
流
さ
れ
て
、
ま
た
修
復
す
る
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。
反
対

さ
れ
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
日
本

人
の
橋
に
対
す
る
感
覚
と
ペ
デ
ス
ト
リ

ア
ン
デ
ッ
キ
に
は
相
通
じ
る
も
の
が
あ
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る
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
一
番
最
初
に
鉄
道
が
走
っ
た

新
橋
〜
横
浜
で
は
、
早
く
開
通
し
ろ
と

い
う
厳
命
の
も
と
、
六
郷
川
を
渡
る
橋

を
含
め
す
べ
て
に
木
製
の
橋
桁
が
架
設

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
橋
桁
は

わ
ず
か
５
年
で
腐
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

い
ま
す
。
そ
の
後
、
鉄
製
に
置
き
換
え

ら
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
と
に
か
く
取

り
敢
え
ず
と
い
う
意
識
が
強
い
の
が
日

本
の
特
徴
で
、
そ
れ
が
構
造
物
の
ラ
イ

フ
タ
イ
ム
に
強
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

実
用
的
機
能
を
重
視
し
た
時
代

確
実
に
い
え
る
の
は
、
日
本
経
済
が

ま
だ
元
気
だ
っ
た
こ
ろ
に
、
ペ
デ
ス
ト

リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
実
に
多
く
の
人
の
流

れ
と
桁
下
の
自
動
車
交
通
を
、
安
全
に

さ
ば
い
て
き
た
と
い
う
事
実
で
す
。
そ

の
こ
と
は
、
き
ち
ん
と
確
認
す
る
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
首
都
高
速
道
路
の
日

本
橋
上
の
高
架
と
同
じ
で
、
あ
の
時
代

に
は
土
地
の
な
い
東
京
で
高
速
道
路
を

通
す
た
め
に
は
、
川
を
犠
牲
に
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
し
、
多
く
の

人
が
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ

の
こ
と
を
忘
れ
て
、
今
の
価
値
観
で
過

去
を
評
価
す
る
の
は
問
題
で
す
。

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
が
盛
ん
に

つ
く
ら
れ
た
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
実
用

性
と
い
う
も
の
が
価
値
の
上
位
に
置
か

な
く
て
は
い
け
な
い
時
代
で
し
た
。
明

治
維
新
後
に
、
国
力
を
国
内
外
に
ア
ピ

ー
ル
し
よ
う
と
し
て
架
け
ら
れ
た
長
大

な
橋
に
比
べ
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ

キ
は
い
か
に
も
実
用
重
視
の
構
造
物
で

す
。
実
用
的
機
能
と
い
う
点
で
相
当
な

働
き
を
し
て
き
た
こ
と
は
、
誰
が
見
て

も
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。

構
造
物
と
し
て
の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン

デ
ッ
キ
は
、
技
術
的
に
は
特
に
難
し
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
橋
の
設
計
で

は
、
強
度
を
支
え
る
構
造
と
意
匠
デ
ザ

イ
ン
は
別
の
設
計
者
が
担
当
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
近
年
で
は
景
観
的
な
デ

ザ
イ
ン
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す

か
ら
、
改
修
時
に
デ
ザ
イ
ン
が
改
良
さ

れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

変
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
構
造
物
で

す
か
ら
、
こ
の
先
も
っ
と
良
く
な
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
良
く
な
っ
て
い

か
な
い
も
の
は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
で
し

ょ
う
。
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
は
、

社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
敏
感
に
対
応

で
き
る
柔
軟
性
、
可
塑
性
を
持
つ
と
い

う
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
４
日

1981年（昭和56） に完成した、仙台駅西口のペデストリアンデッ
キ。駅前空間と駅自体の機能はもとより、駅舎との一体感におい
ても、つけ足し感がない。はじめから都市計画に基づいてデザイ
ンされた好例である。面積が9763 Gと広いこともあり、のびのび
としたランドスケープが実現されている。
グラウンドレベルがデッキ下になって暗くならないように、中央
部分を開渠にした。バス乗り場には、ペデストリアンデッキから
直接アプローチできる。
通路幅にメリハリをつけることで、通路としての機能と広場とし
ての機能の使い分けもうまく誘導されている。
写真提供／五十畑弘さん
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鉄
道
で
分
断
さ
れ
た
南
北
を

つ
な
ぐ
橋

モ
ン
ゴ
ル
国
（
通
称
モ
ン
ゴ
ル
）
の
首
都

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
市
内
で
は
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
み
、
毎
年
１
〜
２

割
ず
つ
自
動
車
の
保
有
数
が
増
え
て
い

ま
す
。

北
側
の
商
業
地
区
と
南
側
の
工
業
地

区
は
鉄
道
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
お
り
、

交
通
渋
滞
が
非
常
に
激
し
く
、
経
済
発

展
を
阻
害
し
て
い
ま
し
た
。
２
カ
所
の

踏
切
と
二
つ
の
高
架
橋
（
ゴ
ル
バ
ル
ジ
ン
橋
、

平
和
橋
）
が
あ
り
ま
す
が
、
両
橋
と
も
老

朽
化
が
著
し
く
、
安
全
で
円
滑
な
交
通

を
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
、
橋

を
架
け
る
こ
と
で
渋
滞
を
緩
和
し
よ
う

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
決
定
し
ま
し

た
。
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た

過
去
最
大
の
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ

Ａ：
O

fficial D
evelopm

ent A
ssista-

n
ce

）
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
橋
は
、

日
出
づ
る
国
日
本
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
、

と
い
う
こ
と
で
太
陽
橋
と
命
名
さ
れ
ま

し
た
。

太
陽
橋
は
、
線
路
を
ま
た
ぐ
長
さ
２

６
２
c
の
橋
梁
部
分
と
盛
り
土
構
造
の

ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
部
分
で
構
成
さ
れ
、

モ
ン
ゴ
ル
最
大
の
鋼
鉄
製
橋
梁
と
な
り

ま
し
た
。

開
通
後
は
、
こ
れ
ま
で
迂
回
を
余
儀

モンゴルと日本をつないだ
太陽橋

日本が政府開発援助（ODA）でモンゴルに架けた橋は、

太陽橋と名づけられました。

日出づる国への感謝の想いが、

その名前に込められているように思います。

モンゴル最大の鋼鉄製橋梁であり、

鉄道で分断されていた南北の市民の生活をつなぐ橋。

技術移転の意味からも、

モンゴルと日本をつないでいます。小林 厚 さん
こばやし あつし

JFEエンジニアリング株式会社　経営企画部　企画室長

技術士（建設部門）

1993年入社。鋼構造本部橋梁事業部、海外事業本部鋼構造
グループを経て、現職。

モンゴル・ウランバートル市内の北側と南側をつないだ太陽橋。線路をま
たぐ長さ262mの橋梁部分と盛り土構造のアプローチ道路部分で構成され
たモンゴル最大の鋼鉄製橋梁である。 写真提供：JFEエンジニアリング
株式会社

モンゴルと日本をつないだ
太陽橋
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な
く
さ
れ
て
い
た
１
日
あ
た
り
約
３

万
台
の
自
動
車
が
利
用
し
、
市
内
の

交
通
渋
滞
は
劇
的
に
緩
和
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
歩
行
者
も
線
路
内
に
立
ち

入
る
こ
と
な
く
、
橋
を
通
っ
て
安
全

に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
は
親
日
国

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
10
月
17
日

の
開
通
式
に
は
、
ア
ル
タ
ン
ホ
ヤ
グ

首
相
、
バ
ト
ウ
ー
ル
市
長
、
バ
ト
ト

ル
ガ
市
議
会
議
長
を
代
表
と
す
る
関

係
者
が
出
席
し
、
在
モ
ン
ゴ
ル
日
本

国
特
命
全
権
大
使
の
清
水
武
則
さ
ん

が
、「
こ
の
橋
が
両
国
の
架
け
橋
に

な
る
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
祝
辞
を

述
べ
ま
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
が
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の

社
会
主
義
か
ら
脱
し
、
自
力
で
経
済

発
展
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
こ
の

20
年
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
日
本

が
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
こ
と
に
、
モ

ン
ゴ
ル
の
人
は
大
き
な
感
謝
の
気
持

ち
を
抱
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
の
た
め
モ
ン
ゴ
ル
は
大
変
な
親
日

国
で
す
。

市
民
全
員
が
待
望
す
る
橋
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
、
交
通
警
察
や
鉄

道
会
社
は
非
常
に
好
意
的
で
、
工
事

の
際
に
は
施
工
を
進
め
や
す
い
環
境

を
整
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

る
の
は
、
鋼
材
や
溶
接
の
品
質
が
高
い

か
ら
で
す
。

さ
ら
に
緻
密
な
作
業
計
画
や
高
度
な

施
工
技
術
に
よ
っ
て
、
決
め
ら
れ
た
工

期
内
で
の
施
工
を
可
能
と
し
ま
す
。
ま

た
、
周
辺
の
交
通
や
住
居
へ
の
影
響
も

最
小
限
に
抑
え
、
施
工
時
の
安
全
も
担

保
し
ま
す
。
今
回
の
モ
ン
ゴ
ル
で
の
工

事
で
も
、
各
工
程
の
計
画
ず
れ
は
１
週

間
以
内
、
最
終
的
に
は
１
カ
月
工
期
を

前
倒
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
鉄

道
や
幹
線
道
路
へ
の
影
響
も
最
小
限
と

し
、
工
事
中
の
災
害
も
ゼ
ロ
で
し
た
。

生
産
管
理
の
基
準
が
厳
し
い
日
本
で

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
逆
に
言

え
ば
そ
の
厳
し
さ
に
よ
っ
て
、
高
い
技

術
力
が
磨
か
れ
た
の
で
す
。
よ
っ
て
、

価
格
も
含
め
て
最
適
な
技
術
や
管
理
方

法
を
選
択
し
て
顧
客
要
求
に
確
実
に
応

え
る
日
本
式
の
や
り
方
こ
そ
が
、
他
国

に
勝
る
点
だ
と
言
え
ま
す
。
イ
ン
フ
ラ

建
設
の
場
合
は
、
単
な
る
技
術
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
分
高
価
で
あ
る
こ
と
は

否
め
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
価
値
を
当
該

国
が
正
当
に
評
価
し
て
く
れ
る
か
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
モ
ン
ゴ

ル
の
公
共
工
事
投
資
額
は
、
中
国
が
断

然
突
出
し
て
い
ま
す
。

日
本
が
そ
こ
に
割
り
込
ん
で
い
く
こ

と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
近
年
、
経
済

発
展
の
著
し
い
国
で
は
環
境
や
安
全
を

重
視
す
る
声
も
聞
か
れ
る
た
め
、
今
後

の
日
本
製
品
の
躍
進
、
発
展
途
上
国
で

の
鋼
製
の
橋
の
採
用
に
期
待
す
る
と
こ

ろ
で
す
。

国
を
つ
く
る
土
木
技
術

橋
と
い
う
の
は
、
一
般
の
人
が
誰
で

も
使
え
る
施
設
で
す
か
ら
、
多
く
の
人

に
感
謝
さ
れ
ま
す
。
横
綱
白
鵬
関
の
夢

は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
橋
を
架
け
る
こ
と
だ

と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
２
０
１

２
年
（
平
成
24
）
の
モ
ン
ゴ
ル
の
流
行
語

に
は
、〈
太
陽
橋
〉
が
選
ば
れ
た
そ
う

で
す
。

今
の
段
階
で
は
、
設
計
基
準
も
な
い

モ
ン
ゴ
ル
が
個
々
の
条
件
に
合
わ
せ
て

最
適
な
橋
梁
設
計
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
長
い
時
間
が
か
か

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
土
木
技
師

の
需
要
は
高
く
、
モ
ン
ゴ
ル
の
大
学
で

一
番
人
気
が
あ
る
の
は
土
木
工
学
の
エ

ン
ジ
ニ
ア
だ
そ
う
で
す
。
何
回
か
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
組
ん
で
、
大
学
生
や
技
術
者

を
対
象
に
技
術
移
転
の
講
習
会
も
実
施

し
ま
し
た
。

太
陽
橋
の
現
場
で
一
緒
に
汗
を
流
し

た
仲
間
が
、
将
来
、
国
の
イ
ン
フ
ラ
整

備
を
牽
引
し
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で

す
ね
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
12
日

一
方
、
鋼
製
の
橋
は
管
理
さ
れ
た
工

場
で
製
作
す
れ
ば
、
仕
様
ど
お
り
の
製

品
の
供
給
が
可
能
で
、
単
に
完
成
し
た

部
品
を
ボ
ル
ト
で
つ
な
ぐ
だ
け
な
の
で
、

建
設
現
場
で
の
作
業
期
間
は
格
段
に
短

く
な
り
ま
す
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
を
選
ん
だ
場
合
、

品
質
が
不
確
か
な
モ
ン
ゴ
ル
で
、
仕
様

を
満
た
す
生
コ
ン
を
調
達
し
、
確
実
な

施
工
や
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
難
し

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
既

存
の
橋
の
老
朽
化
の
速
さ
を
見
て
も
明

白
で
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
国
の
技
術

力
や
機
材
、
建
設
会
社
の
有
無
に
よ
り
、

机
上
の
見
積
も
り
だ
け
で
は
金
額
を
計

れ
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
回
は
鋼
製
の
橋
が
採
用
さ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
仕
様
ど
お
り
の

鋼
材
を
手
配
し
、
適
切
な
品
質
の
製
品

を
供
給
で
き
る
工
場
を
モ
ン
ゴ
ル
で
探

す
の
は
困
難
で
す
の
で
、
橋
の
部
材
は

日
本
で
製
作
し
て
運
び
ま
し
た
。

輸
送
用
の
道
路
が
な
い
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
た
の
で
、
最
初
か
ら
鉄
道
輸
送

を
選
択
し
ま
し
た
。
一
つ
が
10
ｔ
と
か

20
ｔ
の
重
さ
の
橋
桁
を
運
ば
な
く
て
は

な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
３
カ
月
も

か
か
り
大
変
苦
労
し
ま
し
た
が
、
日
本

製
の
部
品
で
な
け
れ
ば
品
質
は
担
保
で

き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

品
質
・
工
程
に
お
け
る
確
実
性

日
本
製
の
橋
梁
が
高
い
耐
久
性
を
誇

モ
ン
ゴ
ル
の
特
色

モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
２
８
６
万
８
０
０

０
人
（
２
０
１
２
年
現
在
）
の
人
口
の
内
４

〜
５
割
の
人
が
首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル

に
集
中
し
て
住
み
、
そ
の
内
の
６
割
が

今
で
も
ゲ
ル
に
住
ん
で
い
ま
す
。

冬
は
非
常
に
寒
く
、
特
に
１
月
は
マ

イ
ナ
ス
40
度
に
ま
で
下
が
り
ま
す
の
で
、

こ
の
間
は
工
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

分
、
緯
度
が
高
い
た
め
夜
の
９
時
ご
ろ

ま
で
明
る
い
夏
で
挽
回
し
ま
し
た
。

一
番
苦
労
し
た
の
は
「
何
も
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
は

施
工
協
力
し
て
く
れ
る
企
業
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
し
、
工
事
の
た
め
の
資
機

材
も
豊
富
に
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
で
は
道
具
も
重
機

も
人
材
も
限
ら
れ
て
お
り
、
工
夫
や
段

取
り
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

鋼
鉄
製
橋
梁
を
選
択

日
本
国
内
で
は
、
橋
の
長
さ
や
建
設

場
所
な
ど
の
条
件
を
鑑
み
て
建
設
コ
ス

ト
を
出
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
か
鋼
製

の
橋
か
が
選
択
さ
れ
ま
す
。
基
本
的
に

は
海
外
も
同
様
で
す
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ど
の
国
に
も
存
在

し
、
ビ
ル
建
築
な
ど
で
も
多
く
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
材
料
や
作
業
員

の
確
保
は
比
較
的
容
易
で
す
。
重
量
物

を
輸
送
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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片寄俊秀 さん
かたよせ としひで

まちづくりプランナー、環境芸術家

工学博士、技術士

1938年生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。1961年京都大学アフリカ類人
猿学術調査隊設営担当としてタンガニーカ（現タンザニア）調査に参加。同
大学院修了後、大阪府技師として千里ニュータウン開発事業等に従事。1970
年転職して長崎総合科学大学（元・長崎造船大学）、関西学院大学総合政策学
部教授を経て、大阪人間科学大学教授（2013年3月まで）。現在NPOほんまち
ラボまちづくり道場を主宰。主な著書に『ブワナトシの歌』（朝日新聞社 1973。
羽仁進監督、渥美清主演で映画化）、『千里ニュータウンの研究』（産報出版
1979）、『ながさき巡歴』（日本放送出版協会 1982）、『スケッチ全国町並み見
学』（岩波書店 1989）、『まちづくり道場へようこそ』（学芸出版社 2005）、

『いいまちづくりが防災の基本』（イマジン出版 2007）ほか

長崎大水害が起こって、30年以上が経過しました。

九州から離れた地域でも、

その悲惨な光景と地域の宝である眼鏡橋復元への取組みを

覚えている人は多いのではないでしょうか。

しかし、水害の原因やバイパス工事の妥当性をはじめ、

その実態は断片的にしか伝わっていません。

鎖国時代、全国で最も先進的な技術や情報が集まった国際都市長崎で、

愛されてきた石橋群。

その象徴である眼鏡橋復元に、

川への愛着を取り戻す運動が

果たした役割についてうかがいました。

長崎・眼鏡橋復元の物語

山
に
囲
ま
れ
た
過
密
都
市

長
崎
造
船
大
学
（
現
・
長
崎
総
合
科
学
大

学
）
建
築
学
科
の
助
教
授
と
し
て
赴
任

し
、
初
め
て
長
崎
市
内
の
中
島
川
を
見

た
の
は
、
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
32
歳

の
と
き
で
す
。

川
は
と
に
か
く
汚
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
我
が
国
の
都
市
河
川
は
ど
こ
も

悲
惨
な
状
況
で
、
ち
ょ
う
ど
合
成
洗
剤

が
大
量
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時

代
で
、
川
の
水
が
泡
立
つ
よ
う
な
状
態

で
し
た
。
ゴ
ミ
は
捨
て
放
題
で
、
臭
く

て
た
ま
ら
な
い
よ
う
な
ド
ブ
川
だ
っ
た

の
で
す
。
下
水
道
も
普
及
し
て
お
ら
ず
、

家
庭
の
雑
排
水
が
全
部
、
川
に
流
れ
込

ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
汚
れ
た
中
島
川
の
上
に
、
１
６

３
４
年
（
寛
永
11
）
に
架
け
ら
れ
た
〈
眼

鏡
橋
〉
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
に
建
造

さ
れ
た
ア
ー
チ
石
橋
が
14
橋
も
ず
ら
り

と
並
ん
で
い
る
様
子
は
圧
巻
で
し
た
。

長
崎
と
い
う
町
は
、
海
外
（
ポ
ル
ト
ガ

ル
と
中
国
）
と
の
交
易
の
た
め
に
無
理
や

り
つ
く
ら
れ
た
町
で
す
。
深
い
入
り
江

の
海
に
長
く
突
き
出
し
た
台
地
が
あ
り
、

長
崎
と
い
う
地
名
の
由
来
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
１
５
７
１
年
（
元
亀
２
）

長
崎
開
港
に
あ
た
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

宣
教
師
の
主
導
の
下
に
、
ま
ず
６
カ
町

が
こ
の
丘
の
上
に
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
５
９
２
年
（
天
正
20
）
に
は
、
丘
の

下
を
流
れ
て
長
崎
湾
に
注
ぐ
中
島
川
沿

長崎・眼鏡橋復元の物語



19 長崎・眼鏡橋復元の物語

い
の
干
潟
の
埋
め
立
て
と
田
畑
の
市
街

化
が
進
め
ら
れ
て
内
町
23
町
が
、
さ
ら

に
１
６
９
２
年
（
元
禄
５
）
に
は
外
町
が

開
か
れ
て
市
街
77
町
（
丸
山
、
寄
合
、
出
島

を
入
れ
て
80
町
と
も
）
が
確
立
し
ま
し
た
。

開
港
当
初
は
１
５
０
０
人
ほ
ど
だ
っ

た
人
口
も
、
外
町
が
開
か
れ
た
元
禄
中

期
（
１
６
９
４
〜
１
６
９
６
年
）
に
は
約
６

万
５
０
０
０
人
の
ピ
ー
ク
に
達
し
、
そ

の
後
若
干
減
少
し
て
幕
末
に
至
り
ま
す
。

山
が
ち
の
地
形
を
流
れ
下
る
急
流
の

中
島
川
が
町
の
中
心
部
に
位
置
す
る
と

い
う
の
は
、
水
源
が
川
沿
い
に
あ
っ
た

こ
と
（
の
ち
の
民
営
水
道
倉
田
水
樋
）
と
、
貿

易
の
た
め
の
水
運
に
川
が
利
用
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
ま
す
。

鎖
国
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
と

の
対
海
外
貿
易
の
港
と
し
て
特
権
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
た
長
崎
の
繁
栄
は
、
ま

さ
に
中
島
川
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ

た
の
で
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
低
い
平
地
部

に
水
害
リ
ス
ク
を
抱
え
た
町
と
い
う
宿

命
が
あ
り
ま
し
た
。

長
崎
大
水
害

私
は
大
阪
で
行
政
技
術
者
と
し
て
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
造
成
の
現
場
で
働
い
て
い

た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
流
域
面

積
の
割
に
河
川
容
量
が
小
さ
い
中
島
川

の
水
害
リ
ス
ク
が
常
に
心
に
引
っ
掛
か

っ
て
い
ま
し
た
。
治
水
安
全
を
上
げ
る

に
は
、
河
川
管
理
者
の
意
思
決
定
が
必

要
と
考
え
、
い
ろ
い
ろ
働
き
か
け
た
結

果
よ
う
や
く
１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）
７

月
16
日
、
大
水
害
が
起
き
る
ま
さ
に
１

週
間
前
に
、
県
の
担
当
部
局
と
の
会
合

を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
始
ま
っ
た

中
島
川
１
万
人
大
清
掃
運
動
や
中
島
川

ま
つ
り
を
通
し
て
、
市
民
の
関
心
が
川

へ
向
い
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
県
も

そ
の
気
運
に
呼
応
し
て
何
と
か
腰
を
上

げ
て
く
れ
た
矢
先
で
し
た
が
、
そ
こ
に

大
水
害
が
長
崎
を
襲
っ
た
の
で
す
。

梅
雨
末
期
の
１
９
８
２
年
７
月
23
日

の
夕
方
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
物
凄
い
集
中
豪
雨
が
や
っ
て
き
て
、

し
か
も
長
時
間
続
き
ま
し
た
。
長
崎
市

の
北
に
位
置
す
る
西
彼
杵
郡

に
し
そ
の
ぎ
ぐ
ん

長
与
町
で

は
午
後
７
〜
８
時
の
１
時
間
に
１
８
７

a
の
雨
量
を
観
測
し
、
こ
れ
は
い
ま
だ

に
我
が
国
の
歴
代
最
高
記
録
と
な
っ
て

い
ま
す
。

午
後
８
時
過
ぎ
に
中
島
川
が
氾
濫
し
、

濁
流
は
近
く
の
商
店
街
に
、
あ
っ
と
言

う
間
に
流
れ
込
み
ま
し
た
。

走
行
中
や
駐
車
中
の
自
動
車
が
流
さ

れ
た
り
、
車
ご
と
生
き
埋
め
に
な
っ
た

こ
と
も
長
崎
大
水
害
の
特
徴
で
す
。
翌

日
、
長
崎
県
警
が
道
路
な
ど
か
ら
排
除

し
た
車
は
市
内
だ
け
で
約
５
０
０
台
。

そ
の
後
、
掘
り
出
し
た
車
は
４
５
０
台

に
上
り
、
中
か
ら
遺
体
が
見
つ
か
っ
た

例
も
あ
り
ま
し
た
。
長
崎
大
水
害
は
、

ク
ル
マ
社
会
化
の
進
ん
だ
時
代
の
都
市

水
害
と
し
て
、
最
初
の
実
例
と
な
っ
た

の
で
す
。

復
旧
の
実
態
は

こ
の
災
害
で
中
島
川
石
橋
群
の
内
、

６
橋
が
流
失
、
３
橋
が
大
破
し
ま
し
た
。

災
害
の
さ
な
か
、
報
道
関
係
者
は
被
害

の
大
き
か
っ
た
都
市
周
辺
部
に
近
づ
く

こ
と
す
ら
で
き
ず
、
都
市
中
心
部
の
報

道
で
精
い
っ
ぱ
い
で
し
た
か
ら
、
世
界

に
知
ら
れ
る
被
爆
都
市
・
長
崎
の
被
災

地
と
し
て
の
報
道
映
像
に
は
、
中
島
川

の
氾
濫
の
光
景
ば
か
り
が
映
し
出
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
た
め
長
崎
豪
雨
災
害
イ

コ
ー
ル
中
島
川
の
氾
濫
に
よ
る
被
害
と

誤
解
さ
れ
、
県
や
旧
・
建
設
省
が
打
ち

出
し
た
石
橋
撤
去
の
口
実
に
な
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、

亡
く
な
っ
た
３
０
０
人
近
く
の
９
割
は
、

周
辺
部
の
山
手
で
起
こ
っ
た
土
石
流
や

地
滑
り
な
ど
土
砂
系
災
害
の
犠
牲
者
で

し
た
。

私
は
行
政
技
術
者
で
あ
っ
た
経
験
か

ら
、
大
規
模
災
害
は
、
そ
れ
自
体
の
被

害
に
加
え
て
、
災
害
復
旧
、
復
興
工
事

で
町
の
風
情
が
大
き
く
破
壊
さ
れ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ

れ
は
何
と
か
先
手
を
打
た
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
、
被
害
の
あ
っ
た
翌
朝
早
く
、

か
ね
て
私
淑
し
て
い
た
高
橋
裕
先
生

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
で
河
川
工
学
者
）
の
ご
自

宅
に
思
い
切
っ
て
電
話
を
し
ま
し
た
。

先
生
の
お
言
葉
に
よ
る
と
「
中
島
川
の

眼
鏡
橋
が
壊
れ
た
。
復
元
に
立
ち
上
が

る
か
ら
、
す
ぐ
来
て
く
れ
」
と
涙
な
が

右ページ：眼鏡橋。石垣や石畳の遊歩
道、沈下橋などのしつらえも、味わい
のうち。上：眼鏡橋を架けたとされる
興福寺の2代目住職、黙子如定（もくす
にょじょう）。左：被災後につくられた
バイパス水路。上はその説明板。
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ら
に
要
請
し
た
、
と
の
こ
と
で
す
（
高

橋
裕
著
『
川
と
国
土
の
危
機
』
岩
波
新
書
２
０
１

２
）。大

規
模
災
害
が
発
生
す
る
と
、
激
甚

災
害
特
別
補
助
事
業
の
適
用
を
受
け
て

全
額
国
庫
負
担
で
復
旧
工
事
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
も
災
害
発
生
か
ら
２
週
間
以

内
に
行
政
は
手
続
き
を
と
ら
ね
ば
な
ら

ず
、
充
分
に
吟
味
す
る
時
間
が
な
い
の

で
す
。「
石
橋
が
あ
っ
た
か
ら
、
中
島

川
が
あ
ふ
れ
た
。
危
険
な
石
橋
を
撤
去

し
て
近
代
的
な
自
動
車
も
通
れ
る
橋
に

架
け
替
え
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
意

見
が
出
る
可
能
性
が
高
い
と
予
測
し
て
、

行
政
に
影
響
力
を
お
持
ち
と
勝
手
に
考

え
て
高
橋
先
生
を
頼
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
ほ
ど
面
識
も
な
か
っ
た
私
の
願
い

に
応
え
て
、
先
生
は
い
く
つ
か
の
的
確

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
時
点
で
は
人
命
が
奪
わ
れ
た
の

は
中
島
川
が
氾
濫
し
た
か
ら
、
と
思
わ

れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
一
部
の
人
か
ら

は
、
私
が
人
命
を
軽
視
し
て
石
橋
保
存

を
訴
え
て
い
る
と
非
難
さ
れ
た
り
も
し

ま
し
た
。

災
害
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
被

害
の
様
相
が
変
わ
り
、
人
々
の
受
け
止

め
方
も
揺
れ
動
き
ま
す
。
私
は
被
災
者

で
あ
る
と
同
時
に
、
国
土
問
題
の
研
究

者
と
し
て
、
目
先
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま

ち
づ
く
り
の
正
し
い
方
向
性
を
も
っ
て

復
旧
復
興
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
と
行

政
に
訴
え
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
情
報
を
発

信
し
続
け
ま
し
た
。

「
長
崎
大
水
害
を
考
え
る
」
と
い
う
私

の
投
稿
は
、
見
開
き
２
面
に
わ
た
っ
て

８
月
１
日
の
長
崎
新
聞
に
掲
載
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
原
稿
は
、
救
援
と
調
査
活

動
で
疲
れ
た
体
に
ム
チ
打
っ
て
、
停
電

の
さ
な
か
に
懸
命
に
手
書
き
し
、
私
の

家
と
市
の
中
心
部
の
間
が
土
石
流
で
通

行
止
め
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
山
を
越

え
て
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
て
新
聞
社
に
持

ち
込
ん
だ
も
の
で
す
。
こ
の
記
事
に
は
、

住
宅
の
供
給
、
災
害
の
構
造
、
斜
面
災

害
、
河
川
氾
濫
、
自
動
車
と
災
害
、
中

島
川
の
復
活
、
再
生
・
観
光
長
崎
—
と

い
う
７
項
目
の
総
合
的
な
対
策
を
盛
り

込
み
ま
し
た
。

こ
の
寄
稿
で
意
識
し
た
の
は
、
恩
師

西
山
夘
三
先
生
が
敗
戦
と
廃
墟
で
国
民

の
多
く
が
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
１
９

４
６
年
（
昭
和
21
）
に
『
新
建
築
』
に
書

か
れ
た
「
新
日
本
の
建
設
」
の
壮
大
な

論
文
で
す
。
規
模
も
立
場
も
違
い
ま
す

が
、
こ
う
い
う
と
き
に
こ
そ
師
の
教
え

を
果
た
さ
ね
ば
、
と
い
う
責
務
の
よ
う

な
も
の
を
感
じ
て
必
死
に
書
き
ま
し
た
。

西
山
夘
三
　
（
１
９
１
１
〜
１
９
９
４
年
）

建
築
学
者
、
都
市
計
画
家
。
京
都
大
学
名
誉
教
授
。

生
活
実
態
の
詳
細
な
調
査
か
ら
住
宅
内
の
「
食
寝
分

離
」
を
提
唱
し
、
住
宅
計
画
に
応
用
。
戦
後
の
公
営

住
宅
の
標
準
設
計
に
影
響
を
与
え
た
。
経
済
の
高
度

成
長
期
に
は
、
無
謀
な
都
市
開
発
へ
の
警
告
と
構
想

計
画
の
必
要
性
を
説
き
、
歴
史
的
な
ま
ち
並
み
保
全

と
ま
ち
づ
く
り
へ
の
住
民
参
加
を
す
す
め
た
。

誤
解
は
徐
々
に
解
け
て
い
き
、
テ
レ

ビ
局
が
主
催
す
る
市
民
討
論
会
が
開
か

れ
る
な
ど
、
次
第
に
長
崎
の
町
の
風
情

の
保
存
を
求
め
る
声
が
上
が
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

被
害
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

一
方
で
、
市
民
活
動
の
中
島
川
を
守

る
会
と
中
島
川
ま
つ
り
実
行
委
員
会
は
、

早
速
、
中
島
川
復
興
委
員
会
を
発
足
さ

せ
、
８
月
１
日
か
ら
延
べ
１
２
０
人
、

６
８
０
地
点
に
も
及
ぶ
浸
水
状
況
被
害

の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は

１
　
中
島
川
と
は
別
の
川
だ
っ
た
銅
座

川
を
、
１
９
５
４
年
（
昭
和
29
）
の
工
事

で
十
八
銀
行
本
店
の
所
で
中
島
川
と
一

つ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
今
回
の
浸
水
は
、

こ
の
旧
河
川
沿
い
に
起
こ
っ
た
。

２
　
こ
の
と
き
の
変
流
工
事
の
た
め
に
、

も
と
も
と
中
島
川
よ
り
水
位
の
低
い
鹿し

し

解
川

と
き
が
わ

（
寺
町
通
り
に
並
行
し
て
流
れ
、
思
案
橋
で

銅
座
川
に
合
流
）
の
水
の
引
き
が
一
層
悪

く
な
り
、
磨
屋

と
ぎ
や

小
学
校
付
近
で
市
内
最

高
水
位
２
・
６
７
c
を
記
録
し
た
。

９
月
３
日
、
こ
の
調
査
結
果
を
県
庁

で
発
表
す
る
と
、
大
き
な
反
響
が
起
こ

り
ま
し
た
。
中
心
部
で
の
今
回
の
浸
水

被
害
に
は
、
天
災
で
は
な
く
人
災
の
要

素
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

11
月
３
日
に
は
長
崎
か
ら
８
人
が
上

京
し
、
東
京
の
数
寄
屋
橋
で
石
橋
復
元

を
呼
び
か
け
る
署
名
活
動
を
展
開
。
こ

れ
に
は
〈
よ
こ
は
ま
か
わ
を
考
え
る
会
〉

や
〈
千
葉
県
真
間
川
の
桜
並
木
を
守
る

グラバー邸

活水女子大・短大

シーボルト記念館

三
菱
重
工
長
崎
造
船
所

春徳寺

出島オランダ商館跡

長崎県庁

新地
崇福寺

興福寺

日本二十六聖人
殉教地資料館

諏訪神社

思案橋跡

眼鏡橋

坂本国際墓地

稲佐国際墓地

砲台跡

大浦国際墓地

浦上天主堂平
和
公
園

大浦天主堂

グラバー邸

活水女子大・短大

シーボルト記念館

三
菱
重
工
長
崎
造
船
所

春徳寺

出島オランダ商館跡

長崎県庁

新地
崇福寺 その他の主な橋

石橋

興福寺

日本二十六聖人
殉教地資料館

諏訪神社

思案橋跡

眼鏡橋

坂本国際墓地

稲佐国際墓地

砲台跡

大浦国際墓地

浦上天主堂平
和
公
園

大浦天主堂

本河内水源池

中島川

銅座川

バ
イ
パ
ス

寺
町
通
り

鹿
解
川

西山内水源池

西
山
川

浦
上
川

中島川
風頭山
▲

愛宕山
▲

矢岳
▲

彦山
▲

金比羅山
▲

烽火山
▲

蛍茶屋

大
波
止

長
崎

山がちの土地に拓かれた貿易港 長
崎。水源池を持ち、舟運でも利用
された中島川沿いに都市が形成さ
れた。石橋発祥の地らしく、多く
の現役の石橋が残る。

国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)
「長崎」及び、国土交通省国土数値情報「河
川データ（平成19年）、鉄道データ（平成
24年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院
長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報
を使用した。（承認番号 平26情使、第152号）
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会
〉
も
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。

数
寄
屋
橋
で
の
署
名
運
動
に
た
く
さ

ん
の
人
が
応
援
に
来
て
く
れ
た
の
は
、

横
浜
市
役
所
の
森
清
和

せ
い
わ

さ
ん
の
力
に
因

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
。
森
さ
ん

は
最
初
の
著
書
『
都
市
と
川
』（
三
木
和

郎
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
の
著
作
／
農
山
漁
村
文
化
協

会
１
９
８
４
）
で
も
、
私
た
ち
の
活
動
を

紹
介
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

森
清
和
　
（
１
９
４
２
〜
２
０
０
４
年
）

横
浜
市
環
境
科
学
研
究
所
に
所
属
し
な
が
ら
、
よ
こ

は
ま
か
わ
を
考
え
る
会
、
鶴
見
川
を
楽
し
く
す
る
会
、

全
国
水
環
境
交
流
会
な
ど
、
多
く
の
環
境
団
体
に
か

か
わ
っ
た
水
辺
環
境
技
術
者
。
全
国
川
の
日
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
創
設
。

森
さ
ん
と
の
親
交
は
、『
環
境
文
化
』

と
い
う
雑
誌
に
中
島
川
で
の
一
連
の
活

動
を
投
稿
し
た
と
こ
ろ
、
記
事
を
読
ん

だ
森
さ
ん
が
長
崎
ま
で
訪
ね
て
来
ら
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
よ
こ

は
ま
か
わ
を
考
え
る
会
」
の
創
設
に
は
、

私
も
参
加
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
眼
鏡

橋
保
全
は
、
地
元
長
崎
だ
け
で
な
く
、

全
国
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

現
地
保
存
に
向
か
っ
て

水
害
直
後
、
県
知
事
の
諮
問
機
関
と

し
て
〈
長
崎
防
災
都
市
策
定
委
員
会
〉

が
長
崎
出
身
で
地
域
開
発
公
団
総
裁
の

平
田
敬
一
郎
さ
ん
の
肝
煎
で
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
私
は
中
島
川
を
守
る
会
の
小

川
緑
会
長
の
代
理
で
こ
の
委
員
会
に
出

席
し
た
の
で
す
が
、
県
の
意
向
を
ま
と

め
る
形
で
進
め
ら
れ
る
会
議
で
、
当
初

は
私
の
発
言
な
ど
聞
く
耳
を
持
た
ぬ
と

い
う
雰
囲
気
で
し
た
。

し
か
し
、
会
を
重
ね
る
う
ち
に
、
市

民
の
中
か
ら
石
橋
保
存
を
求
め
る
強
い

動
き
が
出
て
き
た
こ
と
、
国
の
側
に
も

文
化
庁
が
い
ち
早
く
眼
鏡
橋
の
現
地
保

存
を
主
張
し
、
建
設
省
内
部
で
も
計
画

の
見
直
し
の
方
向
が
検
討
さ
れ
た
よ
う

で
す
。
裏
で
平
田
さ
ん
の
後
押
し
が
あ

っ
た
か
、
ま
た
高
橋
先
生
の
ア
ド
バ
イ

ス
も
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
12
月
に
入
っ
て
、
県
側

か
ら
突
然
、
計
画
高
水
流
量
は
そ
の
ま

ま
で
、
眼
鏡
橋
現
地
保
存
の
案
が
出
さ

れ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
橋
の
両
側
に

バ
イ
パ
ス
の
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く
る
こ
と

が
条
件
に
な
り
ま
し
た
。

計
画
高
水
流
量

河
道
を
建
設
す
る
場
合
に
基
本
と
な
る
流
量
で
、
基

本
高
水
流
量
か
ら
各
種
洪
水
調
節
施
設
で
の
洪
水
調

節
量
を
差
し
引
い
た
結
果
と
し
て
求
め
ら
れ
る
河
道

を
流
れ
る
流
量
。

私
の
考
え
と
し
て
は
、
よ
り
低
い
場

所
に
あ
る
鹿
解
川
に
背
後
か
ら
の
水
が

入
る
の
で
、「
中
島
川
に
バ
イ
パ
ス
を

つ
く
っ
て
も
何
の
解
決
に
も
な
ら
な

い
」
と
釈
然
と
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

高
橋
裕
先
生
に
ご
報
告
す
る
と
「
や
り

ま
し
た
ね
、
片
寄
さ
ん
」
と
喜
ん
で
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、

決
ま
っ
て
い
た
激
甚
災
害
特
別
補
助
事

業
を
覆
し
て
文
化
財
の
現
地
保
存
が
か

な
え
ら
れ
た
と
い
う
の
は
前
代
未
聞
の

こ
と
。
奇
跡
が
起
こ
っ
た
と
い
う
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

眼
鏡
橋
の
保
全
は
、
な
ぜ
か
な
え
ら

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
被
災
後
の
一
連

の
運
動
に
先
立
っ
て
、
早
く
も
１
９
７

０
年
代
か
ら
川
へ
の
市
民
の
意
識
が
甦

る
よ
う
な
活
動
を
積
み
重
ね
て
い
た
こ

と
が
、
最
大
の
要
因
だ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

き
っ
か
け
は
測
量
調
査

中
島
川
は
原
爆
の
直
接
的
な
打
撃
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
江
戸
時
代

の
石
橋
が
14
橋
も
ず
ら
り
と
並
ん
で
、

そ
の
上
を
自
動
車
が
平
気
で
通
っ
て
い

ま
し
た
。
眼
鏡
橋
は
良
く
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
他
所
者
に
は
驚
く
べ
き
光

景
で
し
た
。

し
か
し
、
長
崎
大
水
害
以
前
は
、
地

元
の
人
に
と
っ
て
は
な
ん
で
も
な
い
日

常
風
景
で
、
汚
れ
て
臭
い
た
め
、
川
に

蓋
を
し
て
駐
車
場
に
し
て
、
上
に
は
東

京
や
大
阪
に
も
負
け
な
い
高
架
道
路
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
提
案
が
、
市
議
会
で

真
面
目
に
や
ら
れ
て
い
た
ぐ
ら
い
で
す
。

１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
、
土
地
区
画

整
理
事
業
の
一
環
と
し
て
西
川
端
に
８

c
の
車
道
が
通
る
と
い
う
事
業
が
動
き

始
め
ま
し
た
。
山
門
が
計
画
道
路
に
か

か
る
光
永
寺
か
ら
「
参
道
は
提
供
す
る

が
山
門
に
は
手
を
つ
け
な
い
で
ほ
し

い
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
す

が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
の

正
木
住
職
と
壇
信
徒
総
代
だ
っ
た
赤
瀬

守
さ
ん
を
中
心
に
「
車
道
で
は
な
く
中

島
川
大
遊
歩
道
を
」
と
い
う
運
動
が
始

め
ら
れ
ま
し
た
。
所
得
倍
増
論
が
打
ち

上
げ
ら
れ
、
車
社
会
へ
の
転
換
を
目
指

し
て
い
た
時
代
で
す
し
、
ま
だ
住
民
運

動
と
か
環
境
活
動
な
ど
と
い
う
言
葉
す

ら
な
か
っ
た
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
先
駆
的

な
運
動
で
し
た
。

そ
の
後
、
私
が
赴
任
し
た
大
学
に

「
石
橋
オ
タ
ク
」
の
学
生
が
現
わ
れ
、

測
量
調
査
の
指
導
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。

学
生
た
ち
と
と
も
に
む
か
つ
く
よ
う
な

悪
臭
の
中
、
一
つ
ひ
と
つ
の
石
橋
の
実

測
調
査
を
や
り
ま
し
た
。

そ
の
調
査
デ
ー
タ
は
、
の
ち
に
「
中

島
川
の
石
橋
群
」
と
し
て
長
崎
市
の
指

定
文
化
財
に
な
る
と
き
の
基
礎
デ
ー
タ

と
し
て
役
立
ち
ま
し
た
し
、
赤
瀬
さ
ん

に
大
学
で
講
演
を
依
頼
し
た
こ
と
で
、

学
生
た
ち
の
調
査
活
動
と
結
び
つ
き
、

「
川
沿
い
に
は
ク
ル
マ
の
た
め
の
道
路

で
は
な
く
人
間
の
た
め
の
遊
歩
道
を
」

と
い
う
〈
中
島
川
大
遊
歩
道
構
想
〉
の

実
現
を
目
指
す
、「
市
民+

 

学
生
」
の

運
動
へ
と
広
が
り
ま
し
た
。

石
橋
を
見
る
と
、
硬
く
て
重
い
は
ず

の
石
が
虹
の
よ
う
に
軽
や
か
に
空
に
浮

い
て
い
る
感
じ
を
受
け
ま
す
。
調
査
し

て
い
る
う
ち
に
、
私
も
石
橋
の
魅
力
に

取
り
憑
か
れ
、
や
が
て
諫
早

い
さ
は
や

市
の
土
木

技
師
だ
っ
た
山
口
祐
造
さ
ん
と
も
出
会

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

諫
早
に
も
眼
鏡
橋
が
あ
っ
て
非
常
に

堅
牢
だ
っ
た
た
め
に
、
１
９
５
７
年

（
昭
和
32
）
７
月
25
日
か
ら
28
日
に
か
け

て
降
っ
た
豪
雨
の
と
き
に
、
橋
桁
に
流

木
が
引
っ
掛
か
っ
て
川
が
ダ
ム
ア
ッ
プ

し
、
多
数
の
死
者
を
出
す
大
災
害
と
な

り
ま
し
た
。

恨
み
の
石
橋
を
爆
破
せ
よ
と
い
う
声

も
あ
っ
た
中
で
、
諫
早
市
長
が
文
化
財

と
し
て
の
意
義
を
認
め
、
当
時
の
文
部

省
に
掛
け
合
っ
て
、
重
要
文
化
財
の
指

定
を
取
り
移
設
保
存
し
た
の
で
す
が
、

そ
れ
を
担
当
し
た
の
が
山
口
さ
ん
で
す
。

以
来
、
彼
は
石
橋
の
魅
力
に
取
り
憑

か
れ
、
九
州
各
地
に
現
存
す
る
石
橋
を

訪
ね
て
実
測
し
、
写
真
を
撮
影
し
、
記

録
を
つ
く
り
ま
し
た
。
山
口
さ
ん
に
よ

る
と
、
長
崎
の
眼
鏡
橋
に
始
ま
る
石
橋

は
、
中
島
川
に
20
橋
も
架
け
ら
れ
て
、

こ
こ
か
ら
九
州
各
地
に
伝
播
し
た
そ
う

で
す
。
こ
う
し
て
山
口
さ
ん
は
我
々
の

石
橋
研
究
の
師
匠
と
な
り
ま
し
た
。

川
へ
の
関
心
が
よ
み
が
え
る

住
民
運
動
だ
け
で
な
く
て
、
汚
い
川

の
現
状
を
具
体
的
に
な
ん
と
か
し
な
く

て
は
、
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
長
崎
青
年
会
議
所
が
動
い
て

く
れ
て
〈
中
島
川
１
万
人
大
清
掃
運
動
〉

を
提
唱
し
、
我
々
も
参
加
し
て
１
９
７

３
年
（
昭
和
48
）
８
月
に
実
施
。
こ
の
大

清
掃
運
動
に
は
、
本
当
に
１
万
人
ぐ
ら

い
の
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
市
民
も
川
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の
汚
れ
を
と
て
も
気
に
し
て
い
た
の
で

す
ね
。

掃
除
に
加
え
て
楽
し
み
の
要
素
が
必

要
と
考
え
、〈
中
島
川
ま
つ
り
〉
を
発

案
し
て
、
学
生
た
ち
と
と
も
に
５
月
の

連
休
の
２
日
間
で
５
万
人
を
集
め
る
大

イ
ベ
ン
ト
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
そ
う

こ
う
す
る
う
ち
に
、
市
民
の
見
方
も
変

わ
り
、
川
に
目
が
向
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
す
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
川

も
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。
中
島
川
ま
つ
り
は
、
12
年
も

続
き
ま
し
た
。

「
ま
つ
り
の
あ
と
は
、
前
よ
り
き
れ
い

に
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
毎
回
ま
つ
り

の
１
週
間
前
に
は
市
民
参
加
の
大
掃
除

を
し
、
掃
除
を
し
な
い
人
は
ま
つ
り
に

出
店
で
き
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
を
つ
く

っ
て
学
生
が
取
り
仕
切
り
ま
し
た
。

汚
れ
た
川
か
ら
社
会
を
み
つ
め
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
見
事
に
浮
か
び
上

が
る
こ
と
に
気
づ
き
、
大
学
の
講
義
の

フ
ィ
ー
ル
ド
を
中
島
川
に
し
て
学
ぶ
や

り
方
に
変
え
、
川
を
き
れ
い
に
す
る
研

究
、
歴
史
的
な
景
観
の
保
全
、
観
光
の

研
究
な
ど
を
展
開
。「
掃
除
に
参
加
し

た
り
イ
ベ
ン
ト
の
事
務
局
を
や
っ
た
ら

成
績
に
上
乗
せ
す
る
ぞ
」
と
や
り
ま
し

た
ら
、
学
生
が
も
の
す
ご
く
熱
心
に
動

い
て
。
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。

シ
ー
ボ
ル
ト
も
龍
馬
も
石
橋
群
を
足

繁
く
渡
っ
た
わ
け
で
、
い
わ
ば
歴
史
の

生
き
証
人
で
あ
る
中
島
川
に
「
長
崎
の

母
な
る
川
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
し

ま
し
た
。
ま
つ
り
は
、
提
唱
す
る
大
遊

歩
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
感
で
き
る
社
会

実
験
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
紆
余
曲
折

を
経
て
、
今
で
は
川
沿
い
に
つ
な
が
っ

た
遊
歩
道
が
で
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
で
「
中
島
川
を
守
る

会
」
は
１
９
７
９
年
（
昭
和
54
）

第
１
回
サ

ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
を
受
賞
、
日
本

河
川
協
会
賞
な
ど
数
々
の
賞
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

壊
れ
て
は
つ
く
り
直
す
仕
組
み

石
橋
は
、
迫
持

せ
り
も
ち

（
ア
ー
チ
）
の
理
論
で

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ー
チ
石
橋
の

部
材
は
、
上
が
広
く
て
下
が
狭
い
台
形

の
石
。
そ
の
石
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く

と
外
に
広
が
ろ
う
と
す
る
力
が
か
か
っ

て
、
隣
り
合
っ
た
石
同
士
が
支
え
合
い

ま
す
。
ア
ー
チ
の
頭
頂
部
に
楔
石

く
さ
び
い
し

（
キ

ー
ス
ト
ー
ン
）
を
入
れ
る
と
、
石
は
下
に

落
ち
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

水
に
浸
か
る
と
石
が
浮
き
上
が
っ
て
バ

ラ
バ
ラ
に
な
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
中
島
川
は
、
10
年
に
一

度
ぐ
ら
い
氾
濫
し
て
い
ま
し
た
。
眼
鏡

橋
も
大
き
く
破
損
し
た
り
し
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
の
度
に
修
復
し
て
い
ま
す
。

中
島
川
の
ア
ー
チ
石
橋
は
何
度
も
流
さ

れ
、
多
い
も
の
で
は
３
度
も
架
け
替
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
壊
れ
て
も
部
材
の
石

は
そ
ん
な
に
遠
く
ま
で
流
れ
て
い
き
ま

せ
ん
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
、
ま
た
つ

く
り
直
す
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
の
費
用
は
か

か
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
長
崎
に
は
、

そ
れ
だ
け
の
財
力
と
石
橋
に
か
け
る
愛

情
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

九
州
各
地
に
は
た
く
さ
ん
の
石
橋
が
あ

り
ま
し
た
が
、
近
代
化
の
過
程
で
次
々

と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
や
鋼
製
の
橋
に
つ

く
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
コ
ン

ク
リ
ー
ト
は
耐
用
年
数
が
た
か
だ
か
60

年
ほ
ど
で
意
外
に
短
寿
命
な
の
で
す
。

そ
れ
に
比
べ
て
石
橋
は
江
戸
時
代
の
も

の
が
ま
だ
現
役
で
す
。

石
橋
は
、
リ
ユ
ー
ス
が
可
能
な
、
小

さ
な
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
部
材
で
大
き
な
構

造
物
を
つ
く
り
上
げ
る
技
術
の
結
集
で

す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
き
わ
め
て
現

代
的
な
構
造
物
だ
と
思
い
ま
す
。
壊
れ

て
つ
く
り
直
す
こ
と
で
技
術
も
伝
承
さ

れ
ま
す
。
強
い
力
の
洪
水
に
は
、
電
気

の
ヒ
ュ
ー
ズ
の
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
飛

ん
で
力
を
受
け
流
し
、
あ
と
で
リ
セ
ッ

ト
す
れ
ば
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
復

活
で
き
る
仕
組
み
な
の
で
す
。
山
口
さ

ん
や
私
が
石
橋
に
惚
れ
込
ん
だ
の
は
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
魅
力
を
感
じ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

一
病
息
災
の
ま
ち
づ
く
り

災
害
大
国
日
本
に
お
い
て
は
、
自
然

の
厳
し
さ
と
巧
み
に
共
存
し
て
生
き
て

い
く
姿
勢
こ
そ
が
大
切
だ
し
、
そ
れ
が

日
本
の
文
化
の
基
層
を
形
成
し
て
き
た

と
考
え
ま
す
。
自
然
の
猛
威
を
ハ
ー
ド

上：長崎大水害で流失後、1986年
（昭和61）に架け替えられた東新
橋。〈昭和の石橋〉として架けら
れたのは、これ以外に一覧橋、古
町橋、編笠橋がある。勾配のきつ
い円弧のため、急な階段になって
いて地元では評判が良くない。
右：光永寺の山門。朱印地様式と
いう珍しい山門で、かつては裾部
分に門衛住宅がついていた。この
山門が道路拡幅計画にかかり、住
民の反対運動が起こった。
左：東西を隔てる川を、橋で渡っ
て行き来する。短い距離にたくさ
んの橋が架けられているのは、中
島川では、それだけ往来が頻繁だ
ったことの証しだろう。橋は辻々
の路地につながっている。
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な
技
術
で
抑
え
込
も
う
と
し
て
も
限
界

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

水
害
リ
ス
ク
を
抱
え
る
長
崎
の
よ
う

な
都
市
で
は
、
ま
ず
「
予
報
、
警
報
、

避
難
」
の
ソ
フ
ト
な
シ
ス
テ
ム
を
確
立

す
る
こ
と
で
「
人
が
死
な
な
い
」
仕
組

み
を
確
立
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
い

か
に
被
害
を
少
な
く
す
る
か
、
ま
ち
の

風
情
を
ど
う
守
り
育
て
る
か
、
と
い
う

二
段
三
段
の
構
え
が
必
要
だ
と
思
い
ま

アーチ石橋の謎

アーチによって構造物をつくる技術は、
どこで誰が発明したのでしょうか。古代中
国か、メソポタミアか、古代エジプトか。
あるいはインカ・マヤ文明が円形アーチを
知らなかったと言われていたものが、1950
年代に遺跡から発見されて、その説も覆さ
れています。石橋以外にも、焼きものの窯
や沖縄の墓もアーチ。ヨーロッパやイスラ
ム建築ではドームも多用されています。そ
れぞれ独自に発明された可能性もあれば相
互の交流の中での技術革新もあったようで
す。

長崎の眼鏡橋にはポルトガルの技術が入
っているという説もありますが、中国・江
西省出身で興福寺２代住持の黙子如定（も
くすにょじょう）禅師による1634年（寛永
11）の創建とされていますから、中国から
技術が入ってきたのは間違いないでしょう。
九州や沖縄にはアーチ石橋が今も多くあり、

それ以外の本州地域に少ないのは、長崎か
ら伝わった技術が高度化され、秘伝として
伝承されたからとされています。

中国には古代からの100万橋を超える石
橋が現存しているといわれます。中でも河
北省の趙州には７世紀初頭の建造とされる
スパン37mの壮麗な扁平アーチ橋が現存し
ており、その時代に既に高い技術レベルに
到達していたようです。一方ヨーロッパで
は、ローマのテヴェレ川に架かるファブリ
ッチオ橋がBC62年の建造で、今も現役で機
能しています。

幕末期の甲突川（こうつきがわ　鹿児島）
の石橋群や通潤橋（熊本）などには、九州
の石工に培われた技術に加えて、ヨーロッ
パの技術の影響も見られます。外来技術を
受け入れたあと独自の工夫を凝らして発展
させるという、我が国の技術発展の典型的
な事例の一つといえるでしょう。

す
。中

島
川
に
は
た
く
さ
ん
の
橋
が
架
か

っ
て
、
川
の
中
に
も
飛
び
石
が
置
か
れ

て
、
暮
ら
し
と
川
が
い
か
に
も
近
い
距

離
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
つ
も
川
や
周

り
の
自
然
の
様
子
を
観
察
し
て
変
化
に

対
応
す
る
、
一
病
息
災
の
生
活
作
法
を

忘
れ
ず
に
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

合
意
形
成
に
役
立
っ
た
も
の

人
類
が
開
発
し
て
き
た
「
早
く
、
安

く
、
大
量
に
」
の
技
術
に
は
、
根
本
的

な
問
題
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
月
に
ま
で
行
く
時
代
に
、
川

一
つ
き
れ
い
に
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

川
を
汚
し
た
の
も
人
間
で
す
が
、
き

れ
い
に
で
き
る
の
も
人
間
で
す
。
中
島

川
を
き
れ
い
に
し
て
石
橋
を
地
域
の
誇

り
に
思
う
気
持
ち
を
醸
成
し
て
い
た
か

ら
、
長
崎
大
水
害
の
後
に
眼
鏡
橋
が
残

っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

長
崎
大
水
害
か
ら
30
年
以
上
が
経
過

し
た
今
、
あ
の
水
害
自
体
を
知
ら
な
い

人
も
増
え
ま
し
た
が
、
眼
鏡
橋
を
残
せ

た
背
景
に
あ
る
、
こ
の
事
実
は
語
り
継

い
で
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

川
へ
の
意
識
が
よ
み
が
え
る
よ
う
な

活
動
の
積
み
重
ね
が
、
残
そ
う
と
い
う

合
意
形
成
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
こ

の
長
崎
市
民
の
経
験
が
、
多
く
の
地
域

の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
２
月
14
日

上：橋の下から、隣りの橋が見えるほど、近い間隔で架けられて
いる中島川の石橋群。光永寺そばに架かる一覧橋と古町橋は、ど
ちらもマンモスアーチの〈昭和の石橋〉に。
左：眼鏡橋下流に置かれた飛び石。万葉集では石橋（いわはし）
と呼ばれたという。長崎の人は、川と距離が近い暮らしを営んで
いる。
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藤井 薫 さん
ふじい かおる

水都の会（水都大阪を考える会）代表

1956年大阪市生まれ。京都大学法学部
卒業。公共団体勤務。2002年水都の会

（水都大阪を考える会）設立。水都大
阪2009企画準備委員、韓国順天湾国際
庭園博覧会2013日本招待団体代表。

橋から省みる
水都大阪の再生

天保年間（1830〜1844年）の橋番付には

大坂の公儀橋は205橋の内、わずかに12。

残りの大半は、町橋だったといいます。

町人文化が花開いた大阪で、

水の文化を創造するまちづくりに取り組む市民団体

〈水都の会〉の大阪の橋にまつわる活動について

代表の藤井薫さんに、物語っていただきました。

大
阪
の
橋
の
文
化
〈
牡
蠣
船
〉

豊
臣
秀
吉
が
大
坂
城
を
築
い
て
以
降
、

外
堀
と
し
て
開
削
さ
れ
た
東
横
堀
川

（
１
５
８
５
年
〈
天
正
13
〉）
を
手
始
め
に
、

西
横
堀
川
、
道
頓
堀
川
、
長
堀
川
な
ど

の
堀
川
（
水
路
）
が
市
中
に
巡
ら
さ
れ
、

多
く
の
橋
が
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
橋
は
、
通
路
と
い
う
本
来
の
機
能

以
外
に
、
恋
人
と
の
待
ち
合
わ
せ
や
夕

涼
み
の
場
な
ど
に
も
な
り
、
大
阪
人
の

生
活
文
化
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
淀
屋
橋
南
詰
に
、
江
戸
時
代

か
ら
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
牡
蠣
船
が
浮

か
ん
で
い
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
初
期
（
万
治
～
寛
文
年
ご
ろ
）
、

晩
秋
の
広
島
か
ら
殻
付
き
牡
蠣
を
俵
に

詰
め
た
帆
船
が
大
挙
し
て
大
坂
に
や
っ

て
き
ま
し
た
。
市
中
の
主
要
な
橋
の
た

も
と
に
係
留
し
、
土
手
鍋
や
焼
き
牡
蠣

を
販
売
。
２
月
ご
ろ
に
帰
っ
て
い
き
ま

す
。
個
々
の
船
は
定
位
置
と
し
て
係
留

す
る
橋
が
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

１
７
０
７
年
（
宝
永
４
）
に
起
き
た
大

火
で
、
高
麗
橋
西
詰
に
あ
っ
た
幕
府
の

高
札
を
草
津
（
現
・
広
島
県
佐
伯
郡
）
出
身

の
牡
蠣
船
業
者
が
守
っ
た
こ
と
か
ら
、

大
坂
町
奉
行
よ
り
独
占
販
売
権
が
与
え

ら
れ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
ま
す
。

明
治
に
入
っ
て
鉄
道
網
の
発
達
に
よ

り
、
牡
蠣
の
運
送
を
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
結
果
、
船
は
次
第
に
橋
の
た
も

と
に
係
留
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
、
陸
に

店
を
構
え
る
者
も
現
わ
れ
ま
し
た
。
実

は
、
大
阪
の
高
級
料
亭
に
は
牡
蠣
船
を

ル
ー
ツ
に
持
つ
店
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

牡
蠣
船
が
育
ん
だ
味
覚
の
伝
統
は
、
21

世
紀
の
大
阪
に
も
脈
々
と
息
づ
い
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

大
阪
が
「
食
い
倒
れ
の
ま
ち
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
は
こ

の
牡
蠣
の
お
陰
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

生
も
の
の
保
存
が
困
難
で
あ
っ
た
江

戸
時
代
、
牡
蠣
は
多
く
の
日
本
人
に
と

っ
て
容
易
に
は
口
に
で
き
な
い
食
材
で

し
た
が
、
大
坂
で
は
近
く
の
橋
の
牡
蠣

船
に
行
け
ば
、
庶
民
で
も
簡
単
に
食
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
在
の
フ
ァ

ス
ト
フ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
牡

蠣
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ミ
ネ
ラ
ル
、
中
で

も
味
覚
に
と
っ
て
大
切
な
亜
鉛
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
大
坂
の
庶
民

は
繊
細
な
味
覚
を
養
う
こ
と
が
で
き

「
食
文
化
の
ま
ち
」
の
底
上
げ
に
つ
な

が
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
実
際
、
牡

蠣
に
そ
の
効
用
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
水
の
道
を
通
じ
、

全
国
か
ら
新
鮮
な
食
材
が
集
ま
る
大
阪

な
ら
で
は
の
物
語
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

現
在
、
牡
蠣
船
は
、
河
川
管
理
上
の

制
約
も
あ
っ
て
淀
屋
橋
の
〈
か
き
広
〉

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
水
都

の
歴
史
を
今
に
伝
え
る
大
阪
の
橋
の
文

化
〈
牡
蠣
船
〉
を
後
世
ま
で
残
し
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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水
都
の
会
発
足
と
橋
の
物
語

２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
９
月
、
町
屋

を
改
修
し
た
北
区
・
中
崎
町
の
カ
フ
ェ

に
、
水
辺
に
関
連
し
た
活
動
を
し
て
い

る
若
手
や
関
心
の
深
い
市
民
が
集
ま
り

ま
し
た
。
夜
遅
く
ま
で
熱
心
な
議
論
が

続
き
、
30
人
近
く
の
人
が
誰
も
帰
ろ
う

と
し
ま
せ
ん
。
翌
月
も
意
見
交
換
会
を

行
な
い
ま
し
た
が
、
ま
た
同
様
の
結
果

と
な
り
ま
し
た
。「
こ
ん
な
に
社
会
的

ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
な
ら
」
と
呼
び
か
け

た
の
が
「
水
都
の
会
（
水
都
大
阪
を
考
え
る

会
）」
の
始
ま
り
で
す
。

水
都
の
再
生
を
目
指
す
こ
と
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
、
大
阪
の
歴
史
を
学
ぶ

こ
と
。
特
に
橋
に
ド
ラ
マ
が
豊
富
な
こ

と
は
、
ま
ち
じ
ゅ
う
に
水
路
が
張
り
巡

ら
さ
れ
て
い
た
大
阪
な
ら
で
は
で
す
。

淀
川
の
水
運
や
船
着
場
が
賑
わ
っ
て

い
た
、
い
に
し
え
の
大
阪
の
ま
ち
の
姿

を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
橋
を
眺
め
る
と
、

一
つ
ひ
と
つ
の
橋
ご
と
に
物
語
が
宿
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

中
津
ま
つ
り
と

葦
船
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

会
が
発
足
し
て
約
１
年
後
の
２
０
０

３
年
（
平
成
15
）
、
北
区
中
津
（
大
阪
駅
の
北

側
）
で
、「
水
の
文
化
創
造
の
ま
ち
づ
く

り
」
を
テ
ー
マ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
の
縁
で
始
ま
っ

た
イ
ベ
ン
ト
〈
中
津
ま
つ
り
〉
の
目
玉

は
、
市
民
参
加
に
よ
る
〈
葦
船
〉
の
組

み
立
て
で
す
。

葦
は
か
細
い
植
物
で
す
が
、
１
本
で

年
間
２
ｔ
の
水
を
浄
化
で
き
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
淀
川
に
生
え
て
い
る
ア

シ
（
音
が
悪
し
に
通
じ
る
の
で
ヨ
シ
と
も
呼
ば
れ

る
）
を
刈
る
こ
と
で
葦
原
を
保
全
す
る

と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
の
仕
掛
け
に

も
使
え
る
葦
船
は
、
水
都
再
生
を
志
す

当
会
に
ぴ
っ
た
り
な
活
動
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

葦
船
は
万
葉
集
に
登
場
す
る
中
津
の

古
名
小
竹
葉
野

さ
さ
ば
の

（
葦
原
の
意
味
）
に
ち
な

み
、
小
竹
葉
野
号
と
命
名
。
当
会
の
活

動
の
象
徴
的
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

十
三

じ
�
う
そ
うの

渡
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
の
北
側
に
位
置
す
る
中

津
は
、
淀
川
に
架
か
る
十
三
大
橋
で
対

岸
の
淀
川
区
十
三
と
つ
な
が
り
、
神
戸

や
宝
塚
へ
至
る
大
阪
の
北
の
玄
関
口
で

す
。
明
治
中
期
ま
で
は
、
中
国
街
道
の

要
衝
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

当
時
、
町
内
を
流
れ
て
い
た
中
津
川

に
は
橋
は
な
く
、
上
流
か
ら
13
番
目
に

あ
た
る
こ
と
か
ら
〈
十
三
の
渡
し
〉
と

呼
ば
れ
る
渡
し
船
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。

中
津
の
富
島
神
社
が
こ
の
川
で

船
渡
御

ふ
な
と
ぎ
�

を
行
な
う
な
ど
往
来
も
盛
ん
で

し
た
が
、
明
治
の
淀
川
大
改
修
事
業
に

よ
り
、
幅
８
５
０
c
に
も
及
ぶ
広
大
な

新
淀
川
が
開
削
さ
れ
た
こ
と
で
、
両
岸

最上段：新淀川を渡る小竹葉野号。中津から十三へと漕ぎ渡
った〈十三の渡しプロジェクト〉は、マスコミにも大きく取
り上げられた。
2・3段目右：淀屋橋駅1番出口の階段を上がると、橋のたも
とに牡蠣船に降りる階段が。大阪で唯一営業を続ける、知る
人ぞ知る〈かき広〉である。浮き桟橋状の主屋を抜けると、
座敷。係留した船につくられた座敷で、開け放つと川風が心
地良い。
2・3段目左：中之島でつくり上げた、葦船。間近で見ると、
迫力がある／とんぼりリバーウォークで途切れていた箇所に
遊歩道をつくろうと、ゴムボートに乗って実測する水都の会
メンバー。
写真提供（最上段、2・3段目左）／水都の会（吉田一廣さん
撮影）
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の
交
流
は
途
絶
え
て
い
き
ま
し
た
。

小
竹
葉
野
号
に
乗
っ
て
中
津
か
ら
十

三
へ
と
漕
ぎ
渡
っ
た
〈
十
三
の
渡
し
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
は
、
こ
う
し
た
史
実
を

踏
ま
え
両
岸
交
流
の
復
活
を
目
指
し
た

も
の
で
す
。
現
代
の
大
阪
に
お
け
る
大

動
脈
、
十
三
大
橋
の
横
を
小
さ
な
葦
船

が
渡
る
姿
は
、
マ
ス
コ
ミ
で
も
大
き
な

反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

葦
船
は
そ
の
後
も
、
と
ん
ぼ
り
リ
バ

ー
ウ
ォ
ー
ク
（
道
頓
堀
川
の
川
辺
に
つ
く
ら
れ

た
遊
歩
道
）
活
性
化
の
た
め
、
提
言
書
を

地
元
の
道
頓
堀
商
店
会
ま
で
届
け
る
デ

モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
順
天
湾
国

際
庭
園
博
覧
会
（
韓
国
全
羅
南
道
順
天
市
に
お

い
て
開
催
さ
れ
た
大
阪
の
花
博
に
続
く
東
洋
で
２

番
目
の
庭
園
博
覧
会
）
の
招
待
に
よ
り
実
現

し
た
、
日
韓
合
同
葦
船
制
作
イ
ベ
ン
ト

な
ど
、
各
地
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

淀
川
通
水

１
０
０
周
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

１
８
８
５
年
（
明
治
18
）
に
起
こ
っ
た

大
阪
史
上
最
大
の
水
害
を
教
訓
に
、
１

８
９
６
年
（
明
治
29
）
河
川
法
が
制
定
さ

れ
、
近
代
初
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
旧
・
淀
川
（
現
在
の
大
川
）
の
付
け

替
え
を
含
む
淀
川
大
改
修
事
業
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。

旧
・
中
津
町
の
十
三
地
区
は
、
こ
の

と
き
開
削
さ
れ
た
淀
川
大
放
水
路

（
現
・
淀
川
。
新
淀
川
と
も
い
う
）
の
底
に
沈

み
ま
し
た
。
現
在
、
十
三
大
橋
の
北
詰

に
あ
る
賑
や
か
な
繁
華
街

十
三
は
、

新
淀
川
の
北
岸
に
移
住
し
た
住
民
が
新

た
に
つ
く
っ
た
町
な
の
で
す
。

折
し
も
２
０
０
６
年
（
平
成
16
）
は
、

新
淀
川
が
通
水
し
て
１
０
０
年
目
。
し

か
し
、
そ
の
史
実
は
、
地
元
で
も
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
大
阪
の
ま
ち
を
水

害
か
ら
守
る
た
め
、
図
ら
ず
も
先
祖

代
々
の
田
畑
や
家
屋
敷
を
奪
わ
れ
た
地

元
住
民
の
苦
難
や
改
修
に
あ
た
っ
た
先

人
の
労
苦
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
」

と
考
え
た
水
都
の
会
で
は
、
淀
川
の
中

津
と
十
三
の
両
岸
か
ら
葦
船
に
乗
っ
て

漕
ぎ
出
し
て
も
ら
い
、
淀
川
の
中
央
で

合
流
。「
１
０
０
年
ぶ
り
の
再
会
」
を

演
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て

い
た
淀
川
改
修
の
功
労
者
「
治
水
翁

大
橋
房
太
郎
」
の
功
績
を
顕
彰
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

大
橋
房
太
郎
（
１
８
６
０
～
１
９
３
５
年
）

元
大
阪
府
・
市
議
。
鳩
山
和
夫
代
議
士
の
書
生
で
あ

っ
た
が
、
１
８
８
５
年
（
明
治
18
）
の
大
水
害
の
後
、

淀
川
治
水
の
た
め
、
私
財
を
投
げ
う
ち
奔
走
し
た
。

講
演
会
の
開
催
な
ど
に
加
え
、
中
で

も
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
と
い
わ
れ
る
の
が
、

上
方
講
談
協
会
会
長
の
旭
堂
南
陵
さ
ん

（
当
会
会
員
）
に
資
料
を
提
供
し
制
作
を

依
頼
し
た
、
新
作
講
談
「
大
橋
房
太
郎

一
代
記
」。
各
地
の
講
談
会
で
は
、
文

字
通
り
、
講
談
仕
掛
け
で
水
害
の
悲
惨

さ
と
先
人
の
努
力
を
熱
演
い
た
だ
き
ま

し
た
。

葦
船
で
巡
る
淀
川
水
系
の
橋

淀
川
改
修
事
業
は
京
都
・
大
阪
に
わ

た
る
広
域
治
水
事
業
で
あ
る
と
同
時
に
、

淀
川
の
水
運
整
備
を
も
含
め
た
総
合
的

な
大
事
業
で
し
た
。

当
会
が
実
施
し
た
葦
船
〈
槇
島

ま
き
し
ま

号
〉

に
よ
る
宇
治
川
・
淀
川
の
川
下
り
で
は
、

こ
の
点
を
ア
ピ
ー
ル
。
京
都
伏
見
の
銘

酒
と
宇
治
茶
を
携
え
、
か
つ
て
の
三
十

石
船
の
追
体
験
と
な
る
よ
う
企
画
し
ま

し
た
。

宇
治
市
の
槇
島
浜
か
ら
大
阪
の
北
浜

ま
で
10
時
間
以
上
に
も
及
ん
だ
川
下
り

で
は
、
伏
見
の
観
月
橋
を
は
じ
め
、
淀

川
水
系
の
名
橋
を
巡
り
、
橋
の
上
か
ら

声
援
を
送
っ
て
く
れ
る
市
民
と
の
エ
ー

ル
の
交
歓
が
続
き
ま
し
た
。
く
ぐ
っ
た

橋
の
数
も
な
ん
と
32
橋
。
淀
川
改
修
事

業
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
総
合
的
な

事
業
の
意
味
を
十
二
分
に
体
感
し
、
全

体
像
を
マ
ス
コ
ミ
に
紹
介
い
た
だ
く
チ

ャ
ン
ス
と
も
な
り
ま
し
た
。

町
橋
の
気
概
を
守
る

難
波
八
百
八
橋
と
呼
ば
れ
た
大
阪
で

す
が
、
天
保
年
間
（
１
８
３
０
～
１
８
４
４

年
）
の
橋
番
付
に
見
ら
れ
る
２
０
５
橋

の
内
、
公
費
で
架
橋
や
修
復
を
す
る
公

儀
橋
は
わ
ず
か
に
12
橋
。
大
半
は
、
町

人
が
負
担
す
る
町
橋
だ
っ
た
と
い
い
ま

す
。
現
在
で
は
市
民
が
橋
を
架
け
る
と

牡蠣廣

とんぼり
リバーウオーク

北浜テラス

新大阪

大阪

大阪城

本
町
橋

大
喜
橋淀

屋
橋

京
橋

浮
庭
橋

梅
の
橋

猪
甘
津
橋

（
つ
る
の
は
し
跡
）

道
頓
堀
川
可
動
堰

緑
地
西
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浜
中
津
橋
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海老江
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中津

淀川

安治川

神崎川
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道頓堀川

堂島川
寝屋川

大
川

城
北
川

木
津
川

東
横
堀
川

平
野
川

淀川大改修による流路の変化

明治前期の流路
現在の流路

国土地理院基盤地図情報 (縮尺レベル 25000)
「大阪、兵庫」、国土交通省国土数値情報「河
川データ（平成 21 年）、鉄道データ（平成
24年）、高速道路データ（平成 24年）」及び、
電子国土Web.NEXT「明治前期の低湿地デー
タ」を参考に編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長
の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使
用した。（承認番号　平 26情使、第 152号）　　
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27 橋から省みる水都大阪の再生

〈水都の会〉藤井薫さんの大阪橋ガイド（番記は右ページの地図）

1 現存する最古の鋼製鉄道橋：浜中津橋（大阪市北区中津の長柄運河に架かるトラス橋）
1874年（明治7）阪神間鉄道開業の際にイギリスから輸入された70フィート級錬鉄製標準桁の

一つで、転用を重ねて形状が改変されている部分もあるが、鋼製の鉄道橋としては現存する日本
最古の橋。現在、あまり車の通るルートではないが、阪急中津駅前から国道176号線へ通じる側
道の橋として、現役バリバリで活躍中。水都の会で初めて葦船を淀川に進水させた際に、この橋
を通り、淀川河川敷まで葦船を運搬した思い出の橋。何かしらの縁を感じさせてくれている。

2 実現しなかった鉄道の橋：大喜橋（大阪市城東区今福の城北川に架かる）
かつて大阪電気軌道（大軌・現在の近鉄電車）が建設しようとした四条畷線（しじょうなわて

せん）は、諸事情により1934年（昭和9）建設中止となり、線路敷は、1937年（昭和12）阪奈道
路に続く府道８号線となった。大軌の営業エリアとはまったく離れた場所にあり、かつての近鉄
による積極的な事業展開の痕跡となっている。

城北運河を渡る橋脚の下部工事は終了していたため、仮設の人道橋となったのち1960年（昭和
35）に道路橋となり、大軌がつくった橋であることから大喜橋（だいきばし）と名づけられた。

3 文禄堤に架かる本町橋（京阪電車守口市駅北側）（写真1・2段目）
豊臣秀吉が淀川の水防のため、毛利と小早川、吉川に命じて淀川左岸に整備させたのが文禄堤

で、京—大坂間の交通の便を確保するため、堤の上を整備したのが京街道である。
本町橋は、川に架かる橋ではなく、守口駅前通りから国道1号線を結ぶ道路を文禄堤の下を通

すために架けられた橋。橋の上からは、南北双方に街を見下ろすことができ、ここがかつての淀
川の堤防上にあることが実感できる。街道沿いには飲食店などが立ち並び、今でも当時の景観が
残っている。

4 重要文化財に指定されたコンクリート橋：淀屋橋（土佐堀川に架かり、中之島（北区）
の南岸と船場側（中央区）を結ぶ）

江戸時代の豪商 淀屋がこの橋を架橋し、管理したことから命名される。現行のデザインは、す
ぐ北側の堂島川に架かる大江橋とともに1924年（大正13）に大阪市の第１次都市計画事業で公募
されたもの。一部補修された以外は当時のままで、2008年（平成20）には大江橋とともに、コン
クリートの橋としては珍しく重要文化財に指定された。

5 明治初期の心斎橋の一部を移転：緑地西橋（大阪市鶴見区・鶴見緑地公園西側沿いを通
る大阪市道に架かる鉄製アーチ橋）（写真3・4段目）

日本に現存する最古の鉄橋といわれている。もともとは長堀川に架かる心斎橋として1873年
（明治6）に誕生したドイツ製の橋。1908年（明治41）に撤去され、移設を繰り返した後、一部が
現在地に移された。

ちなみに鉄製アーチ橋の後に架けられた２代目の心斎橋は、二連のアーチを持つ威風堂々とし
た石造アーチ橋で、大阪最大の繁華街のシンボルとして親しまれた。丸い十字がくりぬかれた欄
干の一部は、現在も長堀通を渡る横断歩道の中央部分に使用されている。

6 デザインコンペにより採用された「浮かぶはらっぱ」：浮庭橋（大阪市浪速区湊町と西
区南堀江の間の道頓堀川に架かる人道橋）（写真30ページに）

材木浜と呼ばれた南堀江地区再開発でつくられた。橋桁はツタで緑化され、橋上には植栽やベ
ンチが配されて通行だけでなく憩いの場としても用いられている。北側の商業施設「キャナルテ
ラス堀江」が橋の建設費の一部を負担し、キャナルテラスにつなげている。

7 かつての京街道の起点：京橋（都島区と中央区の境目にあり、寝屋川（古大和川）に架
かる橋）

東海道五十七次（東海道五十三次に京から大坂までの４駅を加えて東海道五十七次という）の
終点であり、大坂の玄関口として賑わった。

大坂の公儀橋12橋の一つ。江戸時代につくられたネギ坊主型の擬宝珠（ぎぼし）には「元和九
年造立」（1623年）の銘がある。ＪＲ京橋駅とは、立地場所がまったく異なる。

8 昭和モダニズムがまた消える：道頓堀川可動堰（道頓堀川の大黒橋の上流側）
大黒橋のすぐ上流側に、道頓堀川の水質浄化を目的として設けられ、船舶航行用の閘門（こう

もん）も備えていた。道頓堀川の水質浄化のために可動堰は継続して使用され、1978年（昭和53）
に東横堀川に新しい水門が設置されたのちは、堂島川、道頓堀川の可動堰を同時に運転して、大
川からの水の流入をより高度に制御してきた。道頓堀川水辺事業の一環として〈道頓堀川水門〉
が完成したことにより、その役目を終えることとなり、既に解体工事が終了している。

大阪市役所の横にある水晶橋も同様に、元々は堂島川可動堰として建設されたもの。

9 道頓堀川の源流 梅川にかかる橋：梅の橋（大阪市中央区高津１丁目の高津宮内）
高津宮の参道にある梅の橋が架かる梅川は、難波往古図など、大阪の古地図の多くに、上町台

地上を東西に横断するという物理的にありえない形で記載されている幻の川。この流れが、道頓
堀川の源流という説もある。梅の橋は、天満の長浜屋五兵衛が1768年（明和5）に奉納した。

10 日本書紀に記述された最古の橋：猪甘津橋（いかいつのはし　大阪市生野区桃谷付近）
猪甘津橋は、日本書紀に記述されている橋で、文献に登場する橋としては日本最古。橋のあっ

た場所については諸説あり、旧・平野川（古代には百済川と呼ばれる）の猪飼野（現・大阪市生
野区桃谷付近）辺りにあったと推定されている。

水都の会では、毎年、生野区内にあるコリアタウンまつりに協賛して、王仁博士など渡来人の
姿に扮し平野川に船を出している。コリアタウン横の御幸橋（みゆきばし）にて川の浄化を祈り、
稚魚の放流活動を行なうほか、船着場をつくる〈猪甘津プロジェクト〉を働きかけている。

い
う
こ
と
は
極
め
て
稀
で
す
が
、
役
所

に
頼
る
こ
と
な
く
、
市
民
自
ら
が
道
を

切
り
開
い
て
き
た
大
阪
人
の
気
概
は
、

こ
の
町
橋
の
歴
史
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
に
「
川
と
生

き
る
都
市
・
大
阪
」
を
テ
ー
マ
に
開
催

さ
れ
た
〈
水
都
大
阪
２
０
０
９
〉
は
、

民
間
の
力
を
取
り
入
れ
た
画
期
的
な
イ

ベ
ン
ト
で
し
た
。
淀
川
改
修
事
業
の
完

成
式
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
０
０
周
年
を
記

念
す
る
こ
の
事
業
は
、
市
民
参
加
に
よ

り
経
費
を
か
け
ず
、
ア
イ
デ
ア
に
満
ち

た
企
画
に
溢
れ
、
町
橋
の
伝
統
を
彷
彿

さ
せ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

と
も
す
れ
ば
保
守
的
に
傾
き
が
ち
な

役
所
の
姿
勢
を
、
昔
か
ら
培
わ
れ
て
き

た
自
由
・
平
等
そ
し
て
お
笑
い
の
精
神

に
満
ち
た
大
阪
の
市
民
文
化
が
変
え
て

い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
阪
が
水
都
と
し
て
の
輝
き
を
取
り

戻
す
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
や
明
治
の
先

人
の
勇
気
と
知
恵
を
再
生
し
、
大
阪
、

そ
し
て
日
本
全
体
の
再
生
へ
の
懸
け
橋

と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
21
日

3

5

3

5
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水辺空間には、劇場空間同様に

「観る」「観られる」

という関係性を生み出す面白さがある、

と藤本英子さんは言います。

遊歩道や船や橋という仕掛けの中で、

今までは道に向いていた顔が

徐々に水辺にも向いてきました。

水辺空間の復権を、

光の演出にまで広げている

大阪の試みについてうかがいました。

橋上の賑わい空間
復活の可能性

藤本 英子 さん
ふじもと ひでこ

京都市立芸術大学美術学部デザイン科大学院美術研究科教授

1982年京都市立芸術大学美術学部工芸科デザイン専攻卒業
後、株式会社東芝入社、デザインセンターを経てコンセプ
トエンジニアリング開発部設立に参画。1989年公共空間デ
ザイナーとして独立。1992年建築士事務所エフ・デザイン
設立。2001年より現職。2005年九州産業大学大学院芸術研
究科博士後期課程にて博士課程修了後（芸術）学位取得。
行政の景観関係各種委員、景観アドバイザーを多く務める。

主な著書に『市民のための景観まちづくりガイド』（学芸出
版社 2012）、『つなぐ 環境デザインがわかる』（共著／朝倉
書店 2012）、『JUDI-KANSAI仕事の軌跡と展望』（共著／都
市環境デザイン会議関西ブロック 2011）ほか

戎
橋
は
劇
場
空
間

１
日
に
10
万
人
以
上
の
歩
行
者
が
利

用
し
、
ひ
っ
か
け
橋
の
別
名
で
知
ら
れ

る
戎
橋

え
び
す
ば
し

は
、
大
阪
ミ
ナ
ミ
を
象
徴
す
る

橋
で
す
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
に
架
け
替
え

ら
れ
た
と
き
に
は
、
一
般
参
加
の
デ
ザ

イ
ン
コ
ン
ペ
が
行
な
わ
れ
、
私
も
審
議

委
員
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
滞
留
時

間
が
長
い
橋
で
す
の
で
、
橋
上
を
円
形

に
し
て
留
ま
る
人
と
通
行
す
る
人
が
互

い
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

道
頓
堀
を
完
成
さ
せ
た
安
井
道
卜

ど
う
ぼ
く

が

南
船
場
に
あ
っ
た
芝
居
町
を
移
転
さ
せ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
こ
の
地

域
で
は
芝
居
名
代
５
株
が
公
認
さ
れ
、

船
の
櫓
を
興
行
権
免
許
の
印
と
し
て
正

面
に
掲
げ
た
劇
場
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
や
が
て
道
頓
堀

五
座
（
浪
花
座
・
中
座
・
角
座
・
朝
日
座
・
弁
天

座
）
と
な
り
、
大
変
な
賑
わ
い
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
は
、
古

く
か
ら
劇
場
空
間
と
し
て
の
伝
統
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
。
橋
の
デ
ザ
イ
ン
は
、

こ
う
し
た
土
地
の
来
歴
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

こ
こ
か
ら
眺
め
る
景
色
は
、
他
所
か

ら
来
た
人
を
「
大
阪
に
来
た
」
と
実
感

さ
せ
ま
す
。
一
番
の
特
徴
は
ネ
オ
ン
サ

イ
ン
の
巨
大
広
告
で
、
誰
し
も
写
真
撮

影
を
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト

で
す
。
大
阪
市
は
壁
面
広
告
を
建
築
物

の
３
分
の
１
ま
で
と
規
制
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
は
特
区
に
な
っ
て
５
分
の
４

ま
で
規
制
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

普
段
は
野
放
図
な
広
告
看
板
に
苦
言

を
呈
す
る
私
で
す
が
、
こ
こ
は
特
別
。

ネ
オ
ン
管
が
切
れ
る
と
15
分
以
内
に
交

換
す
る
な
ど
、
広
告
主
も
本
気
で
取
り

組
ん
で
い
る
特
別
な
空
間
で
す
。

と
ん
ぼ
り
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク

道
頓
堀
川
と
い
え
ば
、
巨
大
な
ネ
オ

ン
サ
イ
ン
と
戎
橋
の
賑
わ
い
、
１
９
８

５
年
（
昭
和
60
）
に
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
が

優
勝
し
た
際
に
人
が
飛
び
込
ん
だ
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
が
有
名
で
す
。
大
阪
の
繁

華
街
ミ
ナ
ミ
の
象
徴
と
し
て
そ
の
名
を

全
国
に
知
ら
れ
る
道
頓
堀
で
す
が
、
そ

の
一
方
で
治
水
対
策
の
た
め
に
護
岸
が

嵩
上
げ
さ
れ
た
こ
と
や
、
水
質
の
悪
化

な
ど
に
よ
っ
て
、
街
と
隔
た
っ
た
存
在

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

道
頓
堀
川

南
端
が
堀
止
に
な
っ
て
い
た
東
横
堀
川
と
西
横
堀
川

を
結
ん
で
木
津
川
へ
注
ぐ
堀
川
と
し
て
、
１
６
１
２

年
（
慶
長
17
）
に
開
削
を
開
始
、
１
６
１
５
年
（
元

和
元
）
に
完
成
し
た
。
東
横
堀
川
の
南
端
か
ら
西
流

し
て
木
津
川
に
合
流
す
る
全
長
約
2.9
d
の
河
川
。

道
頓
堀
川
水
辺
整
備
事
業
は
、「
水

の
都
・
大
阪
」
再
生
に
向
け
て
、
水
辺

に
親
水
性
の
高
い
遊
歩
道
〈
と
ん
ぼ
り

リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
〉
を
整
備
し
、
都
市

の
魅
力
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
行
な
わ
れ

京都市立芸術大学美術学部デザイン科大学院美術研究科教授

藤本 英子 さん
ふじもと ひでこ

1982年京都市立芸術大学美術学部工芸科デザイン専攻卒業
後、株式会社東芝入社、デザインセンターを経てコンセプ
トエンジニアリング開発部設立に参画。1989年公共空間デ
ザイナーとして独立。1992年建築士事務所エフ・デザイン
設立。2001年より現職。2005年九州産業大学大学院芸術研
究科博士後期課程にて博士課程修了後（芸術）学位取得。
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辺
整
備
事
業
が
も
っ
と
活
性
化
す
る
た

め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ま
と
め
て
、
葦
船

に
乗
っ
て
地
域
団
体
に
提
案
し
に
行
き

ま
し
た
（
26
ペ
ー
ジ
参
照
）。

地
元
商
店
街
の
関
心
も
高
ま
っ
て
、

今
ま
で
は
道
に
向
い
て
い
た
顔
を
水
辺

に
向
け
る
こ
と
に
徐
々
に
成
功
し
て
い

ま
す
。
２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
４
月
か

ら
は
管
理
・
運
営
業
務
を
南
海
電
気
鉄

道
株
式
会
社
が
大
阪
市
か
ら
受
託
し
て
、

活
性
化
に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。

親
水
と
安
全
性

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、

１
７
０
７
年
（
宝
永
４
）
10
月
の
宝
永
地

震
と
１
８
５
４
年
（
嘉
永
７
）
安
政
南
海

地
震
で
は
、
大
阪
湾
に
押
し
寄
せ
た
津

波
が
河
川
を
遡
上
し
、
道
頓
堀
付
近
ま

で
水
没
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
市
で
は
親
水
性
の
高
い
遊
歩
道

の
整
備
に
先
行
し
て
、
２
０
０
０
年

（
平
成
12
）
に
は
道
頓
堀
川
下
流
部
と
東

横
堀
川
上
流
部
に
水
門
を
建
設
し
、
高

潮
の
防
御
、
水
位
の
制
御
、
閘
門

こ
う
も
ん

機
能

を
確
保
し
て
い
ま
す
か
ら
安
心
し
て
水

辺
に
近
づ
い
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

ま
た
、
橋
に
は
川
に
人
が
落
ち
な
い

よ
う
に
（
飛
び
込
ま
な
い
よ
う
に
）
高

欄
の
形
状
や
柵
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る

の
で
す
が
、
景
観
上
の
セ
ン
ス
を
度
外

視
し
た
も
の
が
多
く
、
安
全
性
を
確
保

し
な
が
ら
美
観
を
活
か
す
こ
と
に
い
つ

も
苦
労
し
ま
す
。

管
理
す
る
立
場
か
ら
は
、
可
能
な
限

り
安
全
性
を
追
求
し
た
い
と
考
え
る
の

で
、
過
剰
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
安
全
性
と
美
観
の
確

保
は
相
反
す
る
要
素
で
は
な
い
は
ず
で

す
か
ら
、
景
観
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
歩

み
寄
り
に
貢
献
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

浮
庭
橋

う
き
に
わ
ば
し

と
ん
ぼ
り
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
の
西
の

端
に
は
、
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
湊
町

リ
バ
ー
プ
レ
イ
ス
が
開
業
し
ま
し
た
。

Ｆ
Ｍ
大
阪
の
社
屋
や
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
が

入
居
し
、
建
物
の
一
部
を
阪
神
高
速
道

路
の
湊
町
出
入
口
と
共
有
し
て
い
る
ほ

か
、
湊
町
Ｐ
Ａ
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
難
波
駅
（
旧
・
国
鉄
湊
町
駅
）
の
貨

物
ヤ
ー
ド
跡
地
に
、
大
阪
市
の
ウ
ォ
ー

タ
ー
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
と
し
て
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
、
道
頓
堀
川
沿
い
に
は
船

着
場
も
あ
り
、
対
岸
の
南
堀
江
地
区
に

は
再
開
発
で
キ
ャ
ナ
ル
テ
ラ
ス
堀
江
が

誕
生
し
ま
し
た
。

南
堀
江
は
、
か
つ
て
材
木
浜
と
呼
ば

れ
た
地
域
で
、
木
場
と
し
て
利
用
さ
れ

て
き
た
水
辺
空
間
で
す
。
計
画
段
階
で

下
見
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
ま
だ
材
木

の
香
り
が
残
る
土
地
柄
で
、
こ
の
歴
史

的
背
景
を
生
か
し
た
も
の
が
で
き
た
ら

い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
ペ
で
１
等
に
な
っ
た

の
は
〈
浮
か
ぶ
は
ら
っ
ぱ
〉
を
コ
ン
セ
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ま
し
た
。
遊
歩
道
の
区
間
は
道
頓
堀
川

の
日
本
橋
（
堺
筋
）
—
浮
庭
橋
（
旧

桜
川
分
岐
点
）
間
で
、
中
央
区
・
西

区
・
浪
速
区
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。

太
左
衛
門
橋
付
近
に
は
船
着
場
が
設

置
さ
れ
、
遊
覧
船
が
発
着
す
る
ほ
か
、

河
川
敷
地
利
用
の
規
制
が
一
部
緩
和
さ

れ
、
イ
ベ
ン
ト
や
物
販
が
社
会
実
験
と

し
て
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

橋
か
ら
は
、
い
つ
も
と
違
う
視
点
で

船
や
遊
歩
道
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
段
だ
っ
た
ら
赤
の
他
人
な
の
に
手
を

振
っ
た
り
視
線
を
合
わ
せ
た
り
と
、
船

—
橋
の
上
—
遊
歩
道
—
デ
ッ
キ
、
と
違

う
高
さ
に
い
る
人
と
の
か
か
わ
り
が
生

ま
れ
ま
す
。
水
辺
空
間
に
は
、
劇
場
空

間
同
様
に
「
観
る
」「
観
ら
れ
る
」
と

い
う
関
係
性
を
生
み
出
す
面
白
さ
が
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
と
ん
ぼ
り
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー

ク
が
で
き
た
当
初
は
、
あ
ま
り
活
用
が

進
ん
で
い
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
道
頓
堀

橋
よ
り
西
に
遊
歩
道
が
つ
く
ら
れ
ず
に

途
切
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
道

路
橋
と
な
っ
て
い
る
道
頓
堀
橋
を
く
ぐ

る
に
は
、
基
準
を
ク
リ
ア
す
る
だ
け
の

高
さ
が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、

遊
歩
道
を
つ
く
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
の

で
す
。

そ
こ
で
〈
水
都
の
会
〉
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、
商
店
街
の
み
な
さ
ん
に
呼
び

か
け
て
、
本
当
に
遊
歩
道
の
設
置
が
不

可
能
な
の
か
ど
う
か
調
査
を
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
高
さ
が
取
れ
な
い
箇
所
を

浮
き
桟
橋
の
方
法
で
施
工
す
れ
ば
解
決

で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
せ
っ
か
く
の
道
頓
堀
川
水

道
頓
堀
橋

道頓堀川 太左衛門橋船着場

クンテープ

日本橋船着場

地下鉄堺筋線地下鉄御堂筋線

地下鉄四つ橋線

四
つ
橋
筋

御
堂
筋

堺
筋

左岸右岸ともに
浮桟橋形式の
アンダーパス

戎
橋

太
左
衛
門
橋

相
合
橋

日
本
橋

新
戎
橋

大
黒
橋

深
里
橋

浮
庭
橋

湊町船着場

阪
神
高
速

湊町
リバープレイス

遊歩道
デッキ
階段
スロープ

とんぼりリバーウォーク全体図
とんぼりリバーウォークの案内看板をもとに編集部で作図

道 左
太

歩遊 道歩

速

橋

速

神

スス
橋

場

地

橋
庭
浮

橋
里
深

筋
橋
つ
四

橋地 つつ地 四鉄下地

神
阪

リ イレプーバリ
町町湊湊

高
神
阪

着船町湊

線線線

橋
黒
大

橋
戎
新

ンア
桟浮
右岸左

筋
堂
御

線

門

プ
線

橋
戎

スパーダン
の式形橋桟
にもと岸右

筋
堂
御

線筋筋堂御鉄鉄御下地
プーーテテンンクク

衛左太川堀頓頓堀道

橋
堀
頓
道

んと

場場

地

橋
合
相

橋
門
衛
左

地

場 着船橋本本橋日場着船船橋

ロス
段階
ッデ
歩遊

ともを板看内案のクーォウーバリりぼんと

クーォウーバリりぼん

場

線

橋
本
日

筋
堺

線筋筋堺筋堺筋鉄鉄下下地地

プーロ
段
キッ
道歩

図作で部集編にと

図体全ク

右ページ：休日はひときわ賑やかな道頓堀・戎橋
界隈。PR効果を期待して、他所からの出張イベン
トも多い。
左ページ上：とんぼりリバーウォークの全体図。
左ページ下：タイ料理店〈クンテープ〉社長の川
北昌紀さん。かつて水路に面して賑わっていた店
が、つい最近まで、軒並み、道路側に顔を向けて
いた。とんぼりリバーウォークができて、いち早
く水路側にテラス席を設けたのが川北さん。水都
大阪復活のための応援団でもある。



プ
ト
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
案
で
す
。
両
岸

に
主
塔
を
建
て
、
ケ
ー
ブ
ル
ワ
イ
ヤ
で

鋼
床
板
を
吊
る
構
造
で
、
湊
町
リ
バ
ー

プ
レ
イ
ス
と
キ
ャ
ナ
ル
テ
ラ
ス
堀
江
が

斜
め
に
つ
な
が
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
セ
プ
ト
の
通
り
、
橋
桁
は
ア
イ

ビ
ー
で
緑
化
さ
れ
、
橋
上
に
は
植
栽
や

ベ
ン
チ
が
配
さ
れ
、
渡
る
だ
け
で
な
く

憩
い
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

念
頭
に
置
か
れ
ま
し
た
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
完
成
か
ら
経

年
変
化
を
得
て
、
長
く
垂
れ
た
ア
イ
ビ

ー
が
風
に
揺
れ
、
浮
遊
感
の
あ
る
デ
ザ

イ
ン
に
趣
を
添
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
渡
っ
た
り
滞
留
し
た
り
す
る
ほ

か
に
、
留
ま
り
た
く
な
る
憩
い
の
空
間

と
し
て
の
心
地
良
さ
ま
で
が
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
、
素
晴
ら
し
い
橋
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。

浮
庭
橋
と
い
う
名
前
も
ネ
ー
ミ
ン
グ

コ
ン
ペ
で
選
ば
れ
、
経
緯
が
書
か
れ
た

銘
板
が
は
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

明
治
以
降
、
橋
は
長
大
重
厚
な
存
在

で
町
橋
の
発
想
は
失
わ
れ
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
一
般
参
加
の
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
ペ
や
ネ
ー
ミ
ン
グ
コ
ン
ペ
は
、
橋

を
少
し
で
も
身
近
な
存
在
に
引
き
つ
け

る
工
夫
で
す
。

同
様
に
橋
を
我
が
事
と
し
よ
う
と
い

う
試
み
と
し
て
、
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）

か
ら
中
央
区
で
行
な
わ
れ
て
い
る
〈
橋

洗
い
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
大
作
戦
〉
が

あ
り
ま
す
。
中
央
区
に
は
35
に
上
る
橋

が
あ
り
、
そ
の
数
は
大
阪
市
内
で
も
ト

ッ
プ
ク
ラ
ス
。
こ
れ
ら
の
橋
は
水
の
回

廊
を
形
成
す
る
土
佐
堀
川
、
東
横
堀
川
、

道
頓
堀
川
に
架
か
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
歴
史
あ
る
橋
を
水
洗
い
し
、
き
れ
い
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に
な
っ
た
橋
を
ま
ち
の
魅
力
と
し
て
内

外
に
発
信
す
る
事
業
と
し
て
取
り
組
ま

れ
て
き
ま
し
た
。

橋
の
存
在
も
、
生
活
の
環
境
づ
く
り

の
一
つ
。
こ
う
し
た
活
動
は
、
地
域
の

橋
を
知
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

北
浜
テ
ラ
ス

土
佐
堀
川
に
面
す
る
北
浜
エ
リ
ア
は
、

難
波
橋
、
鉾
流
橋
、
大
江
橋
、
淀
屋
橋

で
対
岸
の
中
之
島
と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

北
浜
に
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら

米
市
場
（
の
ち
の
北
浜
会
所
）
や
金
相
場
会

所
が
あ
り
、
両
替
商
や
米
仲
買
が
集
ま

る
金
融
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
て
い
ま

し
た
。

土
佐
堀
川
に
面
し
た
一
画
は
、
川
の

眺
望
が
非
常
に
良
く
、
船
場
の
旦
那
衆

が
小
船
で
乗
り
寄
せ
、
軒
を
連
ね
た
料

亭
や
料
理
旅
館
に
上
が
る
と
い
う
粋
な

地
域
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
井
上
馨
と
大

久
保
利
通
、
木
戸
孝
允
、
板
垣
退
助
、

伊
藤
博
文
ら
に
よ
る
〈
大
阪
会
議
〉
で

三
権
分
立
が
合
意
さ
れ
た
の
も
こ
の
地

で
し
た
。
金
相
場
会
所
跡
に
株
式
取
引

所
が
開
設
さ
れ
る
と
、
北
浜
は
証
券
街

と
し
て
大
い
に
賑
わ
い
、
長
ら
く
商
都

大
阪
を
支
え
る
金
融
の
中
心
地
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

難
波
橋
は
大
阪
で
は
数
少
な
い
公
儀

橋
を
ル
ー
ツ
と
し
、
橋
の
四
隅
に
２
体

ず
つ
の
ラ
イ
オ
ン
像
が
あ
る
こ
と
か
ら

ラ
イ
オ
ン
橋
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。
ラ
イ
オ
ン
像
に
は
最
高
級
の

御
影
石
が
使
わ
れ
て
い
て
、
単
に
渡
る

だ
け
で
な
い
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
価
値

が
橋
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
の

発
達
に
よ
り
北
浜
に
拠
点
を
置
く
証
券

会
社
は
減
少
し
、
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン

が
建
つ
な
ど
ま
ち
の
姿
も
変
貌
を
遂
げ
、

水
辺
空
間
の
価
値
を
生
か
し
た
利
用
が

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
折
、
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）

10
月
１
日
に
大
阪
川
床

か
わ
ゆ
か〈

北
浜
テ
ラ
ス
〉

が
誕
生
し
ま
し
た
。〈
水
都
大
阪
２
０

０
９
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
契
機
と
な
っ

て
、「
川
と
ま
ち
の
連
続
性
を
つ
く
り

た
い
」「
水
都
大
阪
ら
し
い
風
物
詩
を
」

と
い
う
想
い
を
抱
い
た
地
域
の
人
々
が

実
現
さ
せ
た
親
水
空
間
で
す
。
法
的
課

題
も
厳
し
い
中
、
官
民
協
働
で
取
り
組

ん
で
課
題
を
ク
リ
ア
。
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー

ら
の
心
意
気
が
川
床
を
実
現
に
導
き
、

１
カ
月
間
で
２
０
０
０
人
以
上
の
集
客

を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）

５
月
に
は
３
カ
月
間
の
社
会
実
験
を
実

施
、
７
月
に
〈
北
浜
水
辺
協
議
会
〉
が

設
立
さ
れ
、
民
間
の
任
意
団
体
と
し
て

は
全
国
で
初
め
て
河
川
敷
の
包
括
的
占

用
者
の
許
可
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、〈
北
浜
テ
ラ
ス
〉
は
民
間
に
よ
る

自
主
事
業
と
し
て
継
続
が
図
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

右ページ：浮庭橋。橋の上にベンチ
があったり、植栽が豊かだったり。
渡る機能以外にも、仕掛けがいっぱ
い。
左ページ上から：橋のライトアップ。
八軒家浜から天神橋を望む。天神祭
になぞらえて、灯籠をイメージ／下
流側の天神橋は、ガラス発祥の地に
ちなみ、側面に切り子模様を表現／
上の夜景の写真と同じアングルで撮
った夕景。八軒家浜は、京から下っ
てきた三十石船の発着場として賑わ
った。近くには、11世紀ごろから
熊野参詣の出発点となった〈渡辺津〉
もあって、この辺りは、大阪でも随
一の水上交通の要衝であった。



幸
い
し
て
、
先
進
的
な
自
治
体
の
サ
ポ

ー
ト
役
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
景
観
法
が
施
行

さ
れ
、
そ
の
動
き
は
い
っ
そ
う
後
押
し

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

景
観
法

景
観
計
画
の
策
定
な
ど
を
促
し
、
良
好
な
景
観
の
形

成
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
。

高
度
成
長
期
以
降
、
経
済
性
が
優
先
さ
れ
、
良
好
な

景
観
や
環
境
を
考
慮
し
な
い
開
発
が
進
ん
で
き
た
日

本
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
で
は
１
９
９
０
年
代
か

ら
発
注
す
る
公
共
工
事
に
お
い
て
景
観
へ
の
配
慮
を

重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）

〈
美
し
い
国
づ
く
り
政
策
大
綱
〉
を
策
定
。
景
観
法

へ
の
道
筋
を
示
し
た
。

現
在
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学

部
で
デ
ザ
イ
ン
を
教
え
て
い
ま
す
が
、

市
立
大
学
な
の
で
半
公
務
員
の
よ
う
な

感
覚
で
「
ま
ち
な
か
に
い
か
に
楽
し
み

を
見
出
す
か
」「
心
地
良
い
空
間
を
い

か
に
つ
く
る
か
」
と
、
日
々
、
肌
で
感

じ
た
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。

現
在
の
日
本
の
普
通
の
ま
ち
の
景
観

を
考
え
る
と
、
ど
ん
な
に
優
秀
な
専
門

家
を
育
成
し
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。

普
通
の
ま
ち
の
景
観
が
、
多
く
の

人
々
の
生
活
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
多
く
の
普
通
の
生
活
者
に

こ
そ
、
ま
ち
を
良
く
し
て
い
く
鍵
が
握

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
阪
は
水
都
と
し
て
、
水
辺
空
間
や
橋

を
資
源
と
と
ら
え
、
最
初
の
一
歩
を
踏

み
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
21
日

31 橋上の賑わい空間復活の可能性

が
、
水
面
に
映
っ
た
光
の
揺
ら
ぎ
も
格

別
な
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。
テ
ラ
ス
席

か
ら
楽
し
む
水
辺
の
景
色
を
、
是
非
、

堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

景
観
を
大
切
に
す
る
気
運

過
剰
に
大
き
な
広
告
看
板
や
、
色
が

氾
濫
す
る
日
本
の
公
共
空
間
。
自
分
の

部
屋
や
家
か
ら
一
歩
外
に
出
た
と
こ
ろ

の
景
観
は
、
思
い
通
り
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

「
公
共
空
間
の
景
観
は
、
一
体
誰
が
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」。

学
生
時
代
に
、
私
は
こ
う
し
た
疑
問
を

持
ち
ま
し
た
。
調
べ
て
い
く
と
、
誰
も

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
当
時
は
〈
景
観
〉
と
い

う
言
葉
も
な
く
、
ま
し
て
や
仕
事
に
は

結
び
つ
か
な
い
分
野
で
し
た
。

卒
業
後
は
企
業
で
も
の
づ
く
り
に
携

わ
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
〈
景
観
〉

が
気
に
な
っ
て
公
共
空
間
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て
独
立
し
、
地
元
大
阪
に
戻
っ
て

き
て
、
そ
の
想
い
が
込
め
ら
れ
る
仕
事

を
続
け
て
き
ま
し
た
。
私
は
大
阪
出
身

の
万
博
っ
子
（
１
９
７
０
年
〈
昭
和
45
〉
の
大

阪
万
博
世
代
）
だ
っ
た
の
で
、
デ
ザ
イ
ン

が
地
域
を
変
え
る
と
い
う
強
烈
な
体
験

が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

平
成
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
世
の
中

の
流
れ
が
、
ま
ち
の
景
観
を
重
視
す
る

よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
を
感
じ
ま
す
。

長
年
景
観
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
こ
と
が

水
と
光
の
都
・
大
阪

テ
ラ
ス
席
か
ら
眺
め
る
景
色
も
最
高

で
、
水
の
回
廊
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
が
一

役
買
っ
て
い
ま
す
。

〈
水
都
大
阪
２
０
０
９
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
終
了
後
も
、
水
都
大
阪
と
い
う
街
の

ブ
ラ
ン
ド
確
立
と
発
信
を
目
指
そ
う
と

始
ま
っ
た
の
が
、〈
水
と
光
の
首
都
大

阪
〉
構
想
で
す
。

大
阪
市
は
、
光
の
ま
ち
づ
く
り
の
国

際
機
関
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｉ
（
光
景
観
創
造
国
際
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）
に
加
盟
す
る
日
本
で
唯
一
の

団
体
で
、
大
阪
な
ら
で
は
の
光
の
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
水
辺

と
光
を
大
阪
が
い
か
に
大
切
に
し
て
い

る
か
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
エ
リ
ア
の
充

実
ぶ
り
か
ら
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
覗
い
て
、

確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
た
橋
も
素
敵
で
す
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石
川
栄
耀
（
１
８
９
３
〜
１
９
９
５
年
）

東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
土
木
工
学
科
出
身
の
都
市

計
画
家
。
名
古
屋
都
市
計
画
の
基
礎
を
築
い
た
ほ
か
、

歌
舞
伎
町
、
麻
布
十
番
広
場
な
ど
の
都
市
計
画
を
行

な
う
一
方
、
１
９
４
３
年
（
昭
和
18
）
東
京
都
発
足

に
よ
り
東
京
都
技
監
を
経
て
、
建
設
局
長
。
戦
後
は

戦
災
復
興
都
市
計
画
を
担
当
。

首
都
高
速
道
路
計
画
に
も
か
か
わ
り
、
戦
災
瓦
礫
で

埋
め
立
て
た
外
濠
跡
地
に
建
設
し
た
ビ
ル
の
屋
上
に
、

高
架
下
の
テ
ナ
ン
ト
賃
料
で
ま
か
な
わ
れ
料
金
は
無

料
の
通
称
Ｋ
・
Ｋ
線
（
東
京
高
速
道
路
株
式
会
社
）

を
開
通
さ
せ
る
。
帝
国
大
学
と
早
稲
田
大
学
非
常
勤

講
師
を
務
め
た
。

今
の
価
値
観
で
い
え
ば
「
な
ん
で
、

そ
ん
な
乱
暴
な
こ
と
を
し
た
の
だ
」
と

批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
当
時
は
埋
め
た
ほ
う
が
合
理
的
だ

と
い
う
判
断
だ
っ
た
の
で
す
。

河
川
の
埋
め
立
て
が
早
々
と
進
ん
だ

の
は
、
安
井
都
知
事
が
１
９
４
７
年

（
昭
和
22
）
に
不
用
河
川
埋
立
事
業
計
画

と
い
う
都
市
計
画
決
定
を
し
た
か
ら
で

す
。
こ
の
事
業
で
東
京
駅
八
重
洲
口
に

あ
っ
た
外
濠
、
東
堀
留
川
、
龍
閑
川
、

新
川
、
真
田
堀
、
浜
町
川
、
六
間
堀
川
、

三
十
間
堀
川
な
ど
、
実
に
多
く
の
河
川

が
姿
を
消
し
ま
し
た
。

水
路
と
い
う
の
は
橋
で
結
ば
れ
て
は

い
ま
す
が
、
結
界
で
も
あ
っ
て
、
障
害

で
も
あ
る
。
橋
を
架
け
る
よ
り
水
路
を

埋
め
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
ゴ
ミ

も
捨
て
ら
れ
る
か
ら
一
石
二
鳥
だ
、
と

い
う
考
え
が
支
持
さ
れ
た
の
で
す
。
瓦

礫
を
埋
め
て
で
き
た
土
地
を
売
却
し
て

財
源
に
あ
て
ま
し
た
か
ら
、
実
は
一
石

三
鳥
だ
っ
た
の
で
す
。

「まちは、そこで生きる人の

パーソナルな考え方が集まって形成されている」と斉藤理さん。

東京の水路の多くが埋め立てられて失われたのも、

当時の人たちの評価や価値観の反映です。

既に川がないのに、橋の名前だけが残っている場所で、

残されなかったものの理由を探るのは、

土地の履歴を知るだけでなく、

未来をどうするかという解を導き出すにも役立ちます。

多様な解を出すために、銀座と日本橋をご案内いただきました。

川
が
な
い
の
に

地
名
だ
け
残
っ
た
三
原
橋

東
京
に
は
、
川
が
な
い
の
に
橋
の
名

前
が
つ
く
地
名
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

多
く
の
河
川
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
姿
を

消
し
、
橋
も
撤
去
さ
れ
た
の
に
地
名
だ

け
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
一
つ
に
、
三
原
橋
が
あ
り
ま
す
。

晴
海
通
り
を
南
東
に
下
っ
て
行
く
と
、

中
央
通
り
と
昭
和
通
り
の
間
に
三
原
橋

と
い
う
交
差
点
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は

京
橋
川
と
汐
留
川
を
結
ぶ
三
十
間
堀
川

に
架
か
る
橋
が
あ
り
ま
し
た
。

三
原
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
三
十
間

堀
川
は
埋
め
立
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
都

電
が
走
っ
て
い
た
た
め
か
、
橋
は
撤
去

さ
れ
な
い
で
残
り
、
橋
の
下
は
埋
め
立

て
ら
れ
る
こ
と
な
く
地
下
街
と
な
り
、

現
在
ま
で
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

戦
後
、
３
０
０
０
万
k
と
い
わ
れ
る

瓦
礫
の
処
理
は
、
頭
の
痛
い
問
題
で
し

た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
は
早
く
撤
去
し
ろ
と

せ
っ
つ
か
れ
ま
す
が
、
持
っ
て
い
く
場

所
が
な
い
し
、
仮
に
あ
っ
て
も
運
ぶ
た

め
の
ガ
ソ
リ
ン
が
あ
り
ま
せ
ん
。

当
時
、
東
京
都
の
建
設
局
長
だ
っ
た

石
川
栄
耀

ひ
で
あ
き

が
川
を
埋
め
る
こ
と
で
瓦
礫

処
理
を
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提

案
し
た
と
き
、
当
時
の
安
井
誠
一
郎
知

事
（
１
９
４
７
年
〈
昭
和
22
〉
公
選
後
、
初
の
東

京
都
知
事
）
は
、「
な
ん
て
良
い
ア
イ
デ

ィ
ア
だ
」
と
賞
賛
し
た
そ
う
で
す
。

川がない橋が秘めた
東京の履歴

右ページ上から：『建築写真類聚　橋梁　巻一』（昭和2年
刊）三原橋／三十間堀川−綜合ビル屋上より木挽橋方面を
望む。1948年（昭和23）／三十間堀川−綜合ビル屋上より
木挽橋方面を望む。工事竣工直前。1949年（昭和24）
右ページ3枚の写真提供：中央区立京橋図書館
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三
原
橋
地
下
街
に
入
居
し
た
店
舗
の

多
く
は
、
水
路
の
あ
っ
た
時
分
に
水
辺

に
連
な
っ
た
屋
台
が
基
に
な
っ
て
い
ま

す
。
水
辺
は
人
を
惹
き
つ
け
ま
す
が
、

特
に
橋
の
た
も
と
に
は
賑
わ
い
が
生
ま

れ
て
、
商
売
の
場
と
し
て
も
最
適
だ
っ

た
は
ず
で
す
。
都
市
を
歩
い
て
不
思
議

に
感
じ
た
こ
と
を
探
っ
て
い
く
と
、
ま

ち
の
成
り
立
ち
や
隠
れ
た
履
歴
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
橋
の
痕
跡
は
、

そ
ん
な
謎
解
き
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で

す
。

謂い
わ

れ
が
忘
れ
ら
れ
た

常
磐
橋

川
が
な
く
て
も
残
っ
た
三
原
橋
の
逆

で
、
橋
は
残
っ
た
の
に
経
緯
が
忘
れ
ら

れ
て
い
る
例
と
し
て
、
日
本
橋
エ
リ
ア

の
常
磐
橋
が
あ
り
ま
す（
34
ペ
ー
ジ
に
写
真
）。

常
磐
橋
は
１
８
７
７
年
（
明
治
10
）
、

長
崎
か
ら
召
集
さ
れ
た
石
工
た
ち
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
〈
皿

（
盤
）
〉
で
は
縁
起
が
悪
い
と
い
う
こ
と

で
〈
石
（
磐
）〉
に
変
え
ま
し
た
。
紛
ら

わ
し
い
こ
と
に
、
す
ぐ
下
流
に
は
〈
皿
〉

の
字
の
常
盤
橋
も
あ
り
ま
す
。

常
磐
橋
が
つ
く
ら
れ
た
場
所
は
、
江

戸
時
代
に
常
磐
橋
門
が
あ
っ
た
所
で
、

門
の
外
に
は
高
札
場
が
、
内
に
は
北
町

奉
行
所
が
あ
り
ま
し
た
。
奥
州
へ
の
街

道
の
入
口
で
も
あ
っ
て
、
本
町
筋
か
ら

浅
草
に
続
く
道
は
、
真
っ
先
に
整
備
さ

れ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
徳
川

斉藤 理さん

さいとう ただし

山口県立大学准教授

中央大学社会科学研究所客員研究員　工学博士

1972年生まれ。東京大学大学院建築学専攻修了。
東京大学研究員のほか、上智大学・慶應義塾大学
などで講師を務め、2011年より現職。

この間、1999年より2002年までドイツ学術交流会
（DAAD）奨学生としてベルリン工科大学建築学部
記念物保護研究所にて研究。2004年まち歩き企画

「東京あるきテクト」を開始。2007年より日本初の
建物一斉公開イベント「open! architecture」の企
画・監修。2010年より東京都観光まちづくりアド
バイザー。専門は建築史、建築物の文化観光資源
化を中心とした観光まちづくり論など。

主な著書に『東京建築ガイドマップ─明治大正昭
和』（共著／エクスナレッジ 2007）、ブルーノ・タ
ウト訳書で『新しい住居～つくり手としての女性』

『一住宅』（中央公論美術出版 2004）ほか

に
と
っ
て
は
重
要
な
場
所
。
そ
ん
な
場

所
に
、
江
戸
城
の
石
垣
と
い
う
旧
幕
の

シ
ン
ボ
ル
を
崩
し
て
橋
を
つ
く
っ
た
と

い
う
こ
と
に
、
時
代
を
象
徴
す
る
明
治

政
府
の
意
思
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

江
戸
城
外
郭
に
あ
っ
た
橋
の
多
く
は
、

近
代
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
石
橋
に

架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
次
々
に
な

く
な
っ
て
、
日
銀
の
前
に
つ
く
ら
れ
た

常
磐
橋
が
東
京
で
唯
一
残
る
石
造
洋
式

橋
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ほ
と
ん
ど
忘

れ
ら
れ
て
、
常
磐
橋
周
辺
は
閑
散
と
し

て
人
通
り
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

東
日
本
大
震
災
以
降
、
フ
ェ
ン
ス
で

閉
鎖
さ
れ
て
い
た
の
で
心
配
し
て
い
ま

し
た
が
、
２
０
１
４
年
（
平
成
26
）
３
月

に
訪
れ
た
と
き
に
は
改
修
が
行
な
わ
れ

て
い
た
の
で
ひ
と
安
心
で
す
。

橋
の
辻
と
い
う
の
は
、
情
報
の
集
約

地
点
で
も
あ
っ
て
、
か
つ
て
は
人
の
往

来
の
激
し
い
一
画
で
し
た
。
そ
ば
に
あ

る
一
石
橋
の
た
も
と
に
は
、
迷
子
を
探

す
札
と
迷
子
を
預
か
っ
て
い
る
旨
を
書

い
た
札
を
貼
る
石
碑
が
今
で
も
残
り
、

往
事
の
賑
わ
い
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

時
代
の
評
価

水
辺
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
語
る
と

き
、
今
で
は
親
水
空
間
の
価
値
が
最
初

に
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
当
時
は
今
の
よ

う
な
親
水
空
間
の
発
想
が
な
か
っ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
川
の
埋
め
立
て
を
否
定
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銀座エリア１　三原橋　三原橋地下街
三原橋交差点には、晴海通りを挟んで、両側に同じ形の建物が建っています。
奥行きの小さい２階建てで、少し不思議な雰囲気を醸し出しています。気づか

ずに通り過ごしてしまえばそれまでですが、歩道側に回ってみると、実は二つの
建物は晴海通りの下につくられた地下街でつながっているのです。

ここが日本で最初につくられた地下街といわれる〈三原橋地下街〉（東京都中央
区銀座４丁目）です。建物は、1952年（昭和27）土浦亀城（つちうら かめき
1897〜1996年）が設計しました。土浦亀城は帝国ホテルを設計したアメリカの建
築家 フランク・ロイド・ライトの下で働いた経験を持つ建築家で、のちにバウハ
ウススタイルと呼ばれるモダニズムの作風を得意としました。

三原橋地下街のテナントは、再開発のために退出を求められ、最後まで営業し
ていた〈三原カレーコーナー〉も４月27日に半世紀の歴史に幕を下ろしました。

〈三原カレーコーナー〉店主　吉田信三さん談
地下街を埋める話は以前もあって、等価交

換案が浮上しましたが、代替地が地下２階で、
集客に不安だとして話がまとまらず立ち消え
になっています。　　

みなさん古くからのお客さんですよ。女優
の和泉雅子さんはご近所さんで、三代続いた
寿司割烹店のお嬢さん。なぎら健壱さんも来
ます。ピンク映画の上映館が入っていたころ
は、たこ八郎さんとかも来ていました。

泰明小学校では、生徒たちに「三原橋には
行ってはいけない」と言って、遠回りして帰
らせていたんです。そのときに「行っちゃい
けない」と言われていた生徒たちも、大人に
なって店に来てくれています。

今の銀座は外から来た人向けのシャレた店
ばかりになって、働く人が行く店がない。築

地の場外だって、観光化されて、働く人が行く店がなくなっちゃった。だから、
働く人のためにここで長年にわたって店をやってきたんです。

銀座は本来、働く人のまちだった。新聞や印刷の工場がたくさんあって植字工
もたくさんいたし、繊維の織工さんだっていた。僕が店を始めた当時は、建設ラ
ッシュの時代。昼間は肉体労働で働く人のエネルギーの源として、夜は一杯やっ
てもらって癒しの時間。たくさんの人にご贔屓にしてもらいました。

上：改修中の常磐橋。現代の匠が、重機を駆使して作業にあたる。
右：一石橋たもとに立つ〈迷子しらせ石標〉。各面に「満よひ子の志るへ」「たつ
ぬる方」「志らする方」と刻み、迷子の特徴を書いた紙を貼るようになっている。

左列2段目：かつては映画館も入居していた三原橋地下街ビル。上、
2段目から：地下街出入口の階段／三原カレーコーナーの店内の壁

（正面）や天井のカーブは、橋のアーチがそのまま生かされたもの／
地下街から地上へ出ると別世界。晴海通りのこの下に、まさに三原
橋地下街がある。
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す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
今
に
生

き
る
私
た
ち
は
、
変
わ
っ
て
い
っ
た
プ

ロ
セ
ス
も
含
め
て
受
け
入
れ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
変
わ
っ
て
き
た

こ
と
は
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
た

ち
の
合
意
の
結
果
で
す
か
ら
、
そ
の
合

意
の
上
に
今
の
姿
が
あ
る
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
ま
ち
の
風
景
に
は
、
時

代
、
時
代
の
痕
跡
が
年
輪
の
よ
う
に
残

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
果
た
し
て
ど
の
時

代
を
〈
原
状
〉
と
す
る
か
定
め
る
こ
と

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
は
原
状
復
帰
の
発
想
が
あ

ま
り
な
く
、
こ
れ
は
歴
史
的
建
物
を
使

い
続
け
て
い
る
の
で
、
い
つ
の
時
代
で

も
時
代
ご
と
の
〈
原
状
〉
が
あ
る
、
と

い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。

オ
ラ
ン
ダ
や
北
欧
の
国
を
歩
く
と
、

小
さ
い
倉
庫
群
に
出
合
い
ま
す
。
そ
こ

に
使
い
続
け
る
暮
ら
し
が
健
在
な
の
は
、

ど
の
時
代
の
痕
跡
を
優
先
す
る
か
と
い

う
価
値
を
き
ち
ん
と
共
有
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
修
繕
や
活
用
の
た
め
の
改
修

を
し
て
も
、
手
を
入
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
よ
う
に
し
て
お
く
の
で
、
歴
史
的
な

建
造
物
を
損
な
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
ま

す
。
だ
か
ら
、
新
し
い
、
今
日
的
な
視

点
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
、
都
市
の
中
に
機
能
し
続
け
る
価
値

が
あ
る
建
造
物
と
し
て
残
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
都
市
的
な
レ
ベ
ル
で
考
え
れ

ば
扉
一
枚
を
残
し
た
と
こ
ろ
で
な
ん
の

意
味
も
な
く
、〈
使
っ
て
い
く
こ
と
を

守
る
〉
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

今
日
的
な
価
値
を
考
え
、
ど
こ
を
残

し
て
ど
こ
を
ど
う
変
え
る
の
か
。
そ
の

判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
モ

ノ
に
対
す
る
我
々
の
評
価
な
の
で
す
。

そ
れ
を
都
市
空
間
に
ま
で
広
げ
て
い
く

こ
と
が
、
新
し
い
水
辺
空
間
の
創
造
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

観
光
プ
ラ
ス
文
化

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
観
光
資
源
と
し
て
活

用
す
る
こ
と
が
文
化
を
残
す
の
に
役
立

て
ら
れ
る
と
い
う
考
え
が
、
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
の
北
に
、
ハ
ン
ザ
同
盟
で
繁

栄
し
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
と
い
う
古
い
港

町
が
あ
り
、
町
全
体
が
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

昔
は
世
界
遺
産
と
い
う
こ
と
を
、
相

当
ア
ピ
ー
ル
し
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
観
光
客
は
世
界
遺
産
だ
か
ら
と
い

う
こ
と
で
し
か
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
を
見
な

い
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
そ
く
さ
と
写
真

を
撮
る
と
、
次
の
世
界
遺
産
の
観
光
地

に
行
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
方
針
変
更
し
て
、
世
界
遺
産

と
い
う
こ
と
は
敢
え
て
伏
せ
、
そ
の
代

わ
り
に
リ
ビ
ン
グ
ヘ
リ
テ
ー
ジ
（
生
き
た

文
化
遺
産
）
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い

っ
た
そ
う
で
す
。
活
用
さ
れ
て
い
る
文

化
的
遺
構
を
見
せ
て
、
ま
ち
の
暮
ら
し

や
文
化
に
触
れ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た

と
こ
ろ
、
大
変
人
気
が
出
ま
し
た
。

私
が
訪
れ
た
と
き
に
は
、
ガ
ン
グ
と

い
う
中
庭
空
間
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
ガ
ン
グ
に
い
る
と
15
世
紀

と
か
16
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
天
井
の
低

い
小
さ
な
家
か
ら
、
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
と

お
皿
を
洗
う
音
と
か
テ
レ
ビ
の
音
と
か
、

暮
ら
し
の
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

「
あ
あ
、
こ
こ
の
人
た
ち
は
博
物
館
と

し
て
残
す
の
で
は
な
く
て
、
使
っ
て
い

る
ん
だ
な
」
と
納
得
が
い
き
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
そ
の
建
物
を
使
っ
て
い

る
人
の
姿
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
建
物

が
い
か
に
価
値
の
あ
る
も
の
か
を
理
解

す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
良
い
戦

略
で
す
。

せ
せ
ら
ぎ
の
復
活

ド
イ
ツ
の
南
に
位
置
す
る
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
・
イ
ム
・
ブ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
（
フ
ラ
イ

ブ
ル
ク
と
い
う
名
の
都
市
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
各
地

に
存
在
す
る
が
、
日
本
で
い
う
と
き
は
こ
こ
を
指

す
こ
と
が
多
い
。
以
下
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
と
表
記
）

は
ド
ラ
イ
ザ
ム
川
に
沿
っ
て
広
が
る
人

口
約
23
万
人
の
都
市
で
、
環
境
保
護
で

先
進
的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
て
、
世

界
中
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

銀座エリア２　銀座８丁目　金春芸者の水の色
江戸時代、能は幕府から優遇されていて、金春（こんぱる）家も

現在の博品館から三井アーバンホテル、資生堂ビルが建つ一帯（銀
座７〜８丁目 ）に広大な屋敷地を拝領していました。江戸中期、金
春屋敷が麹町に移転したあとに、芸者が住み着くようになり、金春
芸者 （のちの新橋芸者）と呼ばれるようになりました。

隅田川の柳橋芸者が旧幕派の贔屓だったのに対し、新橋の金春芸
者のもとには、維新派の薩長出など、進歩的な官僚たちが通ってき
ました。

鉄道が通って、ここは日本一早く西洋のものが入ってくる場所に
なりました。シンボルカラーは、ターコイズブルーに似た青で、新
橋色といわれています。水の街、新橋の水の色ですね。

江戸時代の藍を見慣れた彼女たちは、初めて西洋の染料で染めた
水色を見たときに、まるで布から浮き上がってくるような発色にび
っくりしたようです。それで新し物好きの金春芸者に、新橋色が大
流行しました。

金春通りに店を構える伊勢由さんでは、その謂れを廃れさせない
ようにと、和装小物のポイントにこの水色を使うようにしているそ
うです。

銀座の柳
オートクチュール・プレ

タポルテを扱う洋品店ノー
ブルパールの代表取締役で
銀座金春通り会名誉会長だ
った勝又康雄さん（享年84）
は、生前、お神酒徳利と揶
揄されるほどの友情を育ん
だ椎葉一二さん（享年88）
とお二人で、銀座の柳復活
の活動を進めておられまし
た。

ノーブルパール　勝又康雄
さん長女、美代子さん談

銀座生まれの柳の子孫が
当時の建設省日野苗圃に３
本ある、という新聞記事を
読んで、父は銀座の柳復活
を心に決めました。分けて
いただいた挿し木用の枝を、
椎葉さんの山荘で大切に育
て、芽吹いた銀座の柳二世、
三世、四世は、全国各地に
お嫁入りしています。

父は横浜で関東大震災に
遭って、九死に一生を得ま
した。お母さんが破裂した
水道管からあふれた水で布
団を濡らし、火除けにした
お蔭で一家は焼死を免れた
そうで、水がいかに大切か
肝に銘じたそうです。
「銀座は江戸の前島」の認
識に立って物事を見直すと、
銀座８丁目界隈は千石船も接岸できたほど広い三十間堀の掘割に恵
まれ、舟運の要衝でした。そうした学びがあって、その後は銀座湧
水の探索や築地川保存運動につながっています。

銀座湧水を生かしてせせらぎを、というのが父の夢。景観だけで
なく、多様な生態系の復活、歴史的価値の継承に加え、関東大震災
で自分の命を救ってくれたように防災上の価値もある、と考えてい
たようです。

上：勝又康雄さんの長女 美代
子さんとご主人和幸さん。和
幸さんは、銀座金春通り会の
現会長を担っている。古くか
らの老舗が多い金春通りの伝
統と気概を、守り続けている
お二人だ。
左：街灯の柱には、シンボル
カラーが使われている。ハイ
カラな金春芸者が愛した、水
色である。



中
世
に
つ
く
ら
れ
た
ベ
ヒ
レ
（
水
路
）

は
い
っ
た
ん
失
わ
れ
ま
し
た
が
復
活
さ

れ
、
水
路
の
あ
る
旧
市
街
に
は
年
間
３

０
０
万
人
以
上
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

銀
座
金
春

こ
ん
ぱ
る

通
り
会
名
誉
会
長
だ
っ
た

勝
又
康
雄
さ
ん
は
、
丁
寧
に
銀
座
を
歩

い
て
、
湧
水
マ
ッ
プ
を
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
湧
水
で
せ
せ
ら
ぎ
を
つ
く
り
、

銀
座
を
水
の
ま
ち
と
し
て
再
生
さ
せ
た

い
、
と
夢
を
描
い
て
い
ま
し
た
。

勝
又
さ
ん
の
構
想
は
、
ま
さ
に
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
の
ベ
ヒ
レ
な
ん
で
す
。
し
か

も
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
話
で
は
な
く
、

も
と
も
と
銀
座
に
あ
っ
た
も
の
で
、
水

が
銀
座
の
大
切
な
構
成
要
素
だ
と
強
く

感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

水
辺
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

日
本
橋
の
景
観
と
い
う
と
、
よ
く
日

本
橋
そ
の
も
の
に
耳
目
が
集
ま
り
、

「
伝
統
が
あ
る
」
と
か
「
装
飾
が
見
事

だ
」
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け

で
は
日
本
橋
の
ま
ち
と
し
て
の
特
徴
は

部
分
的
に
し
か
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な

い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
日
本
橋
川
に
面
し
て
建
つ
三

菱
倉
庫
（
正
式
に
は
江
戸
橋
倉
庫
ビ
ル
）
は
、

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
東
京
都
選
定
歴

史
的
建
造
物
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
（
ビ

ル
に
つ
い
て
の
詳
細
は
コ
ラ
ム
を
参
照
）
。
現
在
、

地
上
18
階
地
下
１
階
建
て
の
オ
フ
ィ
ス

ビ
ル
に
建
て
替
え
る
た
め
に
改
築
中
で
、

ど
の
よ
う
に
姿
を
変
え
て
い
く
の
か
に

注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

三
菱
倉
庫
も
外
観
の
み
を
保
存
す
る

の
で
な
く
、
水
運
を
支
え
て
き
た
と
い

う
日
本
橋
ら
し
い
側
面
を
も
、
是
非
、

継
承
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
橋
界
隈
に
集
積
し
て
い
る
老
舗

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
辺
か
ら
運

ば
れ
て
き
た
モ
ノ
が
富
を
生
み
、
そ
こ

で
取
引
が
始
ま
っ
て
金
が
動
く
。
澁
澤

栄
一
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で

富
を
得
た
人
間
が
、
ま
た
新
た
な
働
き

に
着
手
す
る
。
こ
う
し
た
人
間
活
動
の

循
環
が
、
す
べ
て
水
辺
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
ま
で
思
い
を

拡
げ
る
と
、
ま
ち
の
中
で
こ
れ
か
ら
何

を
遺
し
、
何
を
新
し
く
し
て
い
く
の
か
、

と
い
う
点
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

都
市
計
画
が
な
く
て
も

「
日
本
に
は
都
市
計
画
の
発
想
が
乏
し

く
、
野
放
図
な
開
発
が
行
な
わ
れ
て
い

る
」
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、
都

市
計
画
が
な
い
か
ら
だ
め
な
の
で
は
な

く
、
一
人
ひ
と
り
の
考
え
や
声
を
聞
か

な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

ま
ち
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
そ
こ

で
生
き
る
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
考
え
方

が
集
ま
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
の
考
え
と
い

う
の
は
、
な
か
な
か
顕
在
化
さ
れ
ま
せ

ん
。
単
体
の
モ
ノ
だ
け
を
見
る
の
で
は
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日本橋エリア1　江戸橋

江戸橋一帯は、日本橋川から西堀留川と東堀留川が分岐する地点で、江戸の絵図を見ると、
かつての水運の中心地で小舟の一大交差点だったことがわかります。上空に高速道路の江戸橋
ジャンクションをつくることができたのも、広い水面があったからというわけです。

三菱倉庫は、柔らかな曲線、下層階の濃い色と上層階の明るい色の使い分け、最上階の丸窓、
ブリッジを摸した屋上の塔屋といった外観デザインで、水辺に浮かぶ大型船のイメージでつく
られています。

外観デザインだけでなく、テルファーという荷揚げ用のクレーンが川側に突き出していたり、
梁を使わずに柱と床だけで構成するフラットスラブ構造、舟の監視のためのかまぼこ型の物見
台など、水上を運ばれてきた物資のための倉庫として特徴的な要素を併せ持っています。

右から：汐留川を埋め立てた上に建つ〈銀座ナイン〉。その上には、高速道路が通っている。街
路樹は勝又さんと椎葉さんが復活させた銀座の柳／静岡新聞・静岡放送東京支社のビルは、塔
の形。水辺空間の高見から見渡す伝統と建築家 丹下健三の立体都市の概念が結実した構造だ。

ビルの上の高速道路
東京で一番初めの高速道路は、1951年（昭和26）に財界人

らによって設立された東京高速道路という民間企業によって
つくられました。汐留川、外濠、京橋川を埋め立ててビルを
建て、その屋上に高速道路を走らせる計画を実行したのです。

この会社線の下のビルは土橋から蓬莱橋までにわたり、銀
座ナインというショッピング街になっています。かつては新
橋センターという名称でしたが、1985年（昭和60）の改装時
に改名されました。銀座は８丁目までですが、銀座９丁目で
ありたいとの願いからの改名でしょう。

汐留川は中央区と港区の区境を流れていました。現在でも
行政上の所属が決まっていないため、テナントの入口がどち
らの区に向いているかによって、便宜上、地番外地名をつけ
ているそうです。

銀座エリア３　土橋　水辺に似合う建築の形
土橋交差点には、1967年（昭和42）に丹下健三が設計した

静岡新聞・静岡放送東京支社のビルが建っています。
ここには、塔のような形の建物で明治時代には〈東京３塔〉

といわれるほど有名だった江木写真館の建物がありました。
その跡地に建てられた静岡新聞・静岡放送東京支社ビルにも
塔のような筒状の構造物がつくられています。

丹下健三は、立体都市という概念を提唱した建築家。当時
はものすごい交通渋滞が起きていて、立体化を打ち出したの
は人と自動車を分けるためです。

銀座はもともと半島で、高い所からの眺めが良い。江木写
真館も静岡新聞・静岡放送東京支社ビルも、汐留川に架かる
土橋という水辺空間の高見から、というモニュメンタルな建
造物としてデザインされたのです。

同様に、数寄屋橋マリオンも、水辺に面して曲線を描いた
形につくられた日本劇場（日劇）を踏襲した形です。



な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
考
え
の
総
意
で

ま
ち
が
つ
く
ら
れ
れ
ば
、
答
え
は
一
つ

で
は
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
ま
ち
の

個
性
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て

く
る
の
で
す
。

解か
い

が
一
つ
で
「
こ
れ
じ
ゃ
な
き
ゃ
い

け
な
い
」
と
い
う
の
は
危
険
で
す
。
む

し
ろ
解
を
出
す
ま
で
の
間
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
を
し
、
時
間
を
か
け
る
と
い

う
こ
と
は
、「
私
た
ち
の
時
代
を
ど
う
す

る
か
」
と
い
う
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
な
ん

で
す
。

数
年
前
、
東
京
駅
前
の
中
央
郵
便
局

を
建
て
替
え
る
か
文
化
財
と
し
て
残
す

か
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
般
の

人
の
素
朴
な
疑
問
は
、
あ
の
一
見
近
代

的
な
建
物
に
一
体
ど
ん
な
文
化
的
価
値

が
あ
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

残
す
理
由
に
「
ド
イ
ツ
の
建
築
家
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
絶
賛
し
た
」
と
い

う
こ
と
を
挙
げ
た
人
が
多
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
タ
ウ
ト
以
降
の
80

年
間
、
私
た
ち
日
本
人
は
こ
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
中
央
郵
便
局
に
ど
の
よ
う
に
向

き
合
い
、
こ
れ
を
評
価
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
80
年
間
、
無
関
心
な
ま
ま

で
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
あ
の
一
件
は
、
一
般
の
人
々
の

何
気
な
い
感
覚
と
、
ま
ち
を
創
っ
て
い

く
と
い
う
方
向
性
に
、
な
お
溝
が
あ
る

こ
と
を
見
せ
つ
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
な
ど
を
歩
い
て
い
る
と
、

ま
ち
で
生
き
る
人
が
、
そ
の
ま
ち
を
愛

し
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
す
。
ま

ち
を
愛
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
み
ん
な

真
剣
に
意
見
を
出
し
ま
す
。

多
様
な
解
を
出
す
た
め
に
は
、
実
際

に
歩
い
て
見
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま

ち
歩
き
や
オ
ー
プ
ン
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

ー
と
い
う
試
み
が
、
時
代
を
評
価
す
る

た
め
の
練
習
と
い
う
か
、
足
が
か
り
に

な
っ
た
ら
素
敵
で
す
ね
。
そ
う
す
れ
ば

日
本
橋
と
い
っ
た
と
き
に
も
橋
だ
け
の

イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く

て
、
地
域
に
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
銀
座
も

同
様
で
す
。
陰
も
陽
も
あ
っ
て
、
そ
の

ど
れ
も
が
銀
座
な
ん
で
す
。

そ
こ
ま
で
し
て
も
方
向
性
に
つ
い
て

結
論
が
出
な
い
と
き
が
あ
る
。
そ
う
い

う
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
で
い
う

と
「
取
り
敢
え
ず
こ
う
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
案
を
出
し
ま
す
。
お
金
が
な
い

場
合
も
、
一
部
分
だ
け
つ
く
っ
て
み
る
。

こ
れ
が
、
少
し
成
熟
し
た
ま
ち
の
つ
く

り
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

手
法
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、
大
切

だ
と
思
う
気
持
ち
を
集
め
て
い
っ
て
、

「
い
い
ね
」
と
い
う
想
い
を
大
き
く
し
て

い
く
こ
と
が
、
何
か
を
つ
く
る
と
き
の

前
提
に
な
る
の
で
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
29
日

37 川がない橋が秘めた東京の履歴

日本橋エリア2　東堀留川・小網町　　物見台のあるビル

日本橋川から北側に入り込む入堀として開削された西堀留川と東堀留川。三十間堀川から八
重洲に至るエリアでは小舟で物を運びましたから、接岸地点を増やすために水路が櫛状に掘ら
れました。西堀留川は1928年（昭和３）には消滅していますが、東堀留川が埋め立てられたの
は1949年（昭和24）です。

その東堀留川に面していた３階建てのビルを改修して、ギャラリーとカフェ、事務所として
使っている知人がいます。衣料品メーカーのワコールが和江商事だった時代に、京都から東京
に進出して、初めて倉庫を構えた建物ではないか、ということです。

昔の建物ですからメンテナンスに手がかかるし、断熱がされていないから夏は暑いし、冬は
寒い。使いながら残すにも苦労が伴いますが、こうして面白がってくれる人に使われていると、
ちゃんと残っていくのです。価値を認める人に出会えたというのは幸運だったと思います。

ArchitectS Office 石川雅英さん談

この建物は、別の物件を見に来たときに偶然見つけたもの
です。建物に加えられていた改修部分を剥がしたときに、オ
リジナルの部材が出てきてワクワクしました。経年変化の価
値に惚れ込んで、不便を承知で使い続けています。中央区の
図書館で図面を発見し、1929年（昭４）ごろに建てられたこ
とがわかりました。

屋上には物見台があり、荷揚げ用のフックも残っています。
東堀留川の入口は舟溜まりになっていましたから、込み合う
舟が停滞したのでしょう。それを誘導するための物見台だっ
たのではないでしょうか。今は周囲に高いビルが建ちました
から、見晴らしが悪くなりましたけれど、当時は断然高い建
物だったはずです。

通常、外壁は15cmほどですが、川沿いの外壁は30cmもあ
りました。建物の壁を厚くすることで護岸を支えていたので
はないかと考えています。

上：築80年超のビルを、上手に改装して使いこなしている。北欧家具と
の相性も抜群だ。2階はギャラリー、3階はオフィスとして利用／下：オ
ーナーの石川雅英さん。壁を剥がしたら現われた禁煙のプレートと。

右ページ上段左：ArchitectS Officeの外観。天井高のある三階建てのビルだ。
上：屋上には、こんなにしっかりした造りの物見台が。周囲に高い建物が無い時代には、ここ
から日本橋川のほうまで見通せたに違いない。
下：かつて東堀留川だった痕跡が、路地の傾斜とカーブに見出せる。大通りを渡れば日本橋川
に合流。対岸には、水辺に似合う建物として三菱倉庫が建つ。



川
は
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
っ
た
。
奄
美
大
島

に
も
里
川
は
あ
っ
た
。

京
都
の
先
斗
町

ぽ
ん
と
ち
ょ
う

を
流
れ
る
白
川
は
、
伝
統
的
建
造
物
保

存
地
区
に
も
な
っ
て
お
り
、
名
前
の
通
り
の
清
い
流
れ
と

石
の
護
岸
、
周
辺
の
街
並
み
が
調
和
し
誠
に
風
情
が
あ
る
。

こ
の
白
川
を
地
域
の
住
民
の
方
々
か
ら
ど
の
よ
う
な
川
に

し
た
ら
い
い
の
か
と
相
談
を
受
け
、
案
内
し
て
い
た
だ
い

た
こ
と
が
あ
る
。
上
流
部
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
３
面
張
り

の
誠
に
無
機
質
な
川
で
、
下
流
部
と
の
違
い
に
驚
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
川
で
あ
っ

て
も
地
元
の
人
に
と
っ
て
は
大
切
な
川
で
あ
り
、
環
境
再

生
の
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め

ら
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
あ
き
ら
め
て
は
ダ
メ
だ
と
思
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
川
も
里
川
だ
っ
た
の
で
あ

る
。私

が
今
住
ん
で
い
る
福
岡
市
の
西
区
に
は
室
見
川
と
い

う
川
が
流
れ
て
い
る
。
福
岡
市
民
に
愛
さ
れ
て
い
る
河
川

で
あ
る
。
人
口
１
５
０
万
人
の
大
都
会
の
川
で
あ
る
が
、

下
水
道
が
整
備
さ
れ
清
流
で
あ
る
。
春
に
は
シ
ロ
ウ
オ
が

遡
上
し
、
川
面
に
シ
ロ
ウ
オ
料
理
屋
が
登
場
す
る
。
こ
の

踊
り
食
い
も
な
か
な
か
う
ま
い
。
５
月
の
連
休
に
は
河
口

干
潟
は
潮
干
狩
り
で
賑
わ
う
。
な
に
せ
無
料
で
あ
る
。
我

が
家
も
毎
年
、
自
転
車
で
室
見
川
ま
で
ア
サ
リ
捕
り
に
出

か
け
る
。
河
口
干
潟
を
沖
の
ほ
う
に
進
み
、
せ
っ
せ
と
ア

サ
リ
を
捕
る
。
１
時
間
半
ぐ
ら
い
で
バ
ケ
ツ
一
杯
に
な
る

の
で
そ
れ
を
持
っ
て
帰
り
、
洗
っ
て
、
一
部
は
冷
凍
し
て

お
く
。
と
て
も
お
い
し
い
ア
サ
リ
で
、
だ
い
た
い
半
年
ぐ

ら
い
は
ア
サ
リ
を
買
わ
な
く
て
済
む
。
こ
の
川
も
里
川
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
里
川
は
日
本
中
に
あ
る
。
し
か
し
川
の
お

医
者
さ
ん
の
目
で
見
る
と
、
昔
に
比
べ
て
一
様
に
弱
っ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
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私
の
よ
う
に
、
全
国
を
飛
び
回
り
川
の
お
医
者
さ
ん
の

よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
毎
年
、
新
し
い
里
川
と
の

出
会
い
が
あ
る
。

奄
美
大
島
に
は
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
と
い
う
ア
ユ
の
亜

種
が
生
息
し
て
い
る
。
本
土
の
ア
ユ
よ
り
ち
ょ
っ
と
小
ぶ

り
で
、
う
ろ
こ
は
少
々
大
き
い
。
昔
は
腐
る
ほ
ど
捕
れ
て

い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
名
前
の
由
来
で
あ
る
沖
縄
で
は
す

で
に
絶
滅
、
奄
美
大
島
で
も
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
が
生
息
す
る
役
勝
川

や
く
が
ち
が
わ

の
河
口
に
は
マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
広
が
り
、
そ
の
中
を
川
が
蛇
行
し
て
流

れ
て
い
る
。
カ
ヌ
ー
で
そ
の
川
を
下
る
と
、
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
が
林
立
す
る
、
人
工
物
と
人
工
の
音
が
ま
っ
た
く
な
い
、

静
謐
な
神
秘
的
な
空
間
で
あ
る
。
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
は

こ
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
で
稚
仔
魚
の
と
き
を
過
ご
す
。
マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
消
失
が
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
の
減
少
の

一
因
で
あ
る
。
現
在
は
、
多
く
の
人
が
川
を
大
切
に
思
い
、

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
ユ
の
保
全
運
動
を
し
て
い
る
。

奄
美
大
島
の
山
は
深
く
、
大
人
に
な
る
ま
で
海
を
見
た

こ
と
が
な
い
人
た
ち
が
つ
い
こ
の
前
ま
で
い
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ
て
、
川
は
重
要
な
タ
ン
パ

ク
資
源
を
捕
る
場
所
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
で

も
あ
っ
た
の
だ
。
奄
美
大
島
は
世
界
で
も
有
数
の
美
し
い

サ
ン
ゴ
礁
で
有
名
な
島
で
あ
る
。
だ
か
ら
奄
美
大
島
で
は

水の文化 47『つなぐ橋』 2014／6

え●岩田健三郎

わたしの里川　 川医者の里川診断
島谷 幸宏さん

しまたに ゆきひろ

ミツカン水の文化センターアドバイザー

九州大学工学研究院教授
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40水の文化 47『つなぐ橋』 2014／6

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
橋

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
を
観
て
い
る
と
、
ア

ー
チ
石
橋
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

『
哀
愁
』
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
下
、
テ
ー

ム
ズ
川
に
か
か
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
ル
ー
橋
の
高

欄
に
寄
り
か
か
り
、
ロ
バ
ー
ト
・
テ
イ
ラ

ー
の
演
じ
る
将
校
が
、
ビ
ビ
ア
ン
・
リ
ー

が
演
じ
る
踊
り
子
レ
ス
タ
ー
の
こ
と
を
想
い

出
す
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
る
。
悲
恋
物
語
で

あ
り
、
佐
藤
清
著
『
橋
と
の
出
会
い
』（
朱
鳥

社
２
０
０
６
）
に
描
写
さ
れ
て
い
た
。

ア
ー
チ
石
橋
の
技
術
は
、
紀
元
前
一
世

紀
ご
ろ
ロ
ー
マ
に
架
け
ら
れ
た
の
が
始
ま
り

と
い
う
。
こ
れ
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
欧
州
制

覇
に
つ
れ
て
各
国
に
拡
が
っ
た
。
中
国
で

は
、
紀
元
６
１
０
年
ご
ろ
逍
州
橋
が
架
け

ら
れ
、
そ
の
後
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
。

成
瀬
輝
男
著『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
も
の
が
た
り
』

（
東
京
堂
出
版
１
９
９
９
）
に
は
、
橋
梁
施
工
に
携

わ
っ
た
筆
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ヴ
ィ
ニ

ョ
ン
橋
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
導
火
線
に

な
っ
た
ボ
ス
ニ
ア
の
サ
ラ
エ
ボ
の
橋
、
ノ

ー
ベ
ル
賞
受
賞
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
ポ
ス

ニ
ア
の
ド
リ
ナ
の
橋
、
ト
ル
コ
の
ミ
マ
ー

ル
・
シ
ナ
ン
の
架
け
た
橋
な
ど
を
綴
る
。

ウ
ィ
ル
バ
ー
・
Ｊ
・
ワ
ト
ソ
ン
、
サ
ラ
・

ル
ー
ス
・
ワ
ト
ソ
ン
著
『
歴
史
と
伝
説
に
み

る
橋
』（
建
設
図
書
１
９
８
６
）
は
、
虹
の
橋
、
悪

魔
の
橋
、
聖
者
の
橋
、
橋
上
の
礼
拝
堂
、

生
命
の
橋
、
戦
の
橋
、
橋
上
パ
レ
ー
ド
、

平
和
の
橋
、
屋
根
の
あ
る
橋
の
章
か
ら
な

る
。
中
世
の
橋
は
塔
や
礼
拝
堂
を
そ
な
え

て
い
る
。
そ
れ
は
便
利
さ
と
橋
の
よ
う
な

と
こ
ろ
は
悪
魔
を
追
い
払
う
効
果
が
あ
っ
た

と
い
う
。
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
の
橋
上
礼
拝
堂
、

ヨ
ー
ク
の
橋
上
礼
拝
堂
、
ウ
ェ
ー
ク
フ
ィ

ー
ル
ド
橋
上
の
聖
マ
リ
ア
礼
拝
堂
、
ロ
ザ

ラ
ム
橋
の
礼
拝
堂
を
掲
載
、
橋
の
入
口
に

は
立
派
な
城
門
を
置
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
石
橋

同
様
に
礼
拝
堂
橋
、
戦
橋
、
屋
根
つ
き

橋
に
関
す
る
三
谷
康
之
著
『
事
典
・
イ
ギ
リ

ス
の
橋
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
２
０
０
４
）
は
、
橋

が
登
場
す
る
英
文
学
の
作
品
を
網
羅
す
る
。

デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
の
『
大
い
な
る
遺
産
』
で

は
、
主
人
公
の
ピ
ッ
プ
が
テ
ー
ム
ズ
川
で

ボ
ー
ト
の
練
習
に
励
む
場
面
で
、
ロ
ン
ド

ン
橋
の
表
現
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
バ
ッ

ク
橋
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
に
架
か
る
バ
イ

ブ
ル
ッ
ク
川
に
架
か
る
15
世
紀
の
橋
で
あ
る
。

ワ
イ
ル
ド
の
童
話
『
幸
福
な
王
子
』
の
中

で
、
バ
ッ
ク
橋
の
下
で
、
貧
し
く
て
住
む

家
も
な
い
二
人
の
男
の
子
が
空
腹
に
耐
え
て

い
る
描
写
が
あ
る
。
テ
ー
ム
ズ
川
は
ロ
ン

ド
ン
に
全
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
富
が
集
ま
る
所

で
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
最
も
重
要
な

河
川
で
あ
る
。
小
川
和
彦
著
『
テ
ム
ズ
川
橋

も
の
が
た
り
』（
武
蔵
野
書
房
２
０
０
６
）
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
石
橋

小
林
一
郎
著
『
風
景
の
中
の
橋
—
フ
ラ
ン

ス
石
橋
紀
行
』（
槇
書
房
１
９
９
８
）
で
、
著
者
は

フ
ラ
ン
ス
で
は
橋
と
い
え
ば
基
本
的
に
は
石

橋
で
あ
っ
て
、
石
橋
と
い
え
ば
自
分
の
故

郷
の
石
橋
で
、
そ
の
石
橋
は
個
性
的
で
、

ど
の
橋
も
周
囲
の
風
景
と
調
和
し
て
美
し
い

点
で
共
通
す
る
と
い
う
。
サ
ン=

ミ
シ
ェ
ル

橋
、
イ
エ
ナ
橋
、
ポ
ン=

ヌ
フ
橋
の
変
わ
ら

ず
に
存
在
す
る
故
郷
の
美
し
い
文
化
と
市
民

生
活
を
描
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ

て
は
、
セ
ー
ヌ
川
は
欠
か
せ
な
い
川
で
あ

る
。
渡
辺
淳
著
『
パ
リ
の
橋
』（
丸
善
ブ
ッ
ク
ス

２
０
０
４
）
、
泉
満
明
著
『
橋
を
楽
し
む
パ
リ
』

（
丸
善
１
９
９
７
）
、
小
倉
孝
誠
著
『
パ
リ
と
セ
ー

ヌ
川
』（
中
公
新
書
２
０
０
８
）
、
尾
田
栄
章
著

『
セ
ー
ヌ
に
浮
か
ぶ
パ
リ
』（
東
京
図
書
出
版
２
０
０

４
）
を
あ
げ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
造
ア
ー
チ
橋
と
日
本
の

眼
鏡
橋
を
論
じ
た
太
田
静
六
著
『
眼
鏡
橋
—

日
本
と
西
洋
の
古
橋
』（
理
工
図
書
１
９
８
０
）
は
、

実
際
に
踏
査
し
て
、
写
真
集
と
実
測
図
か

ら
な
る
最
初
の
本
格
的
な
石
橋
の
書
で
あ
る
。

中
国
の
書
、
英
伸
三
著
『
上
海
放
生
橋
故
事
』

（
ア
ー
ト
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
２
０
０
１
）
は
、
上
海
市
青
浦

区
朱
家
角
鎮
に
あ
る
運
河
に
架
か
る
ア
ー
チ

橋
で
あ
る
。
こ
の
橋
は
明
の
時
代
１
５
７

１
年
に
建
設
さ
れ
、
の
ち
清
の
中
期
１
８

１
４
年
に
修
復
再
建
さ
れ
た
。

日
本
の
石
橋

日
本
の
石
橋
研
究
者
の
第
一
人
者
で
あ
る

山
口
祐
造
著
『
石
橋
は
生
き
て
い
る
』（
葦
書

房
１
９
９
２
）
は
、
石
橋
に
関
す
る
バ
イ
ブ
ル

書
と
い
え
る
。
長
崎
興
福
寺
第
二
世
如
定

に
ょ
じ
ょ
う

は
、
寛
永
11
年
（
１
６
３
４
）
中
島
川
に
日

本
初
の
眼
鏡
橋
を
架
け
た
。
そ
の
後
20
橋

が
架
け
ら
れ
た
。
柱
の
な
い
堅
牢
な
橋
を

見
た
長
崎
奉
行
所
勤
務
の
藤
原
林
七
は
、

密
か
に
石
造
り
の
技
法
を
学
び
た
い
と
外
国

人
に
近
づ
く
が
、
奉
行
所
に
露
見
、
熊
本
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口
橋
、
栗
林
橋
な
ど
を
上
流
、
下
流
か
ら

撮
り
、
長
さ
、
径
間
、
石
質
、
竣
工
日
、

石
工
名
を
丁
寧
に
表
示
す
る
。
こ
れ
ら
の

石
橋
は
、
明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、

橋
本
勘
五
郎
が
指
導
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
24
年
７
月
九
州
北

部
豪
雨
に
よ
っ
て
多
く
の
橋
が
損
傷
し
た
。

大
分
・
熊
本
の
石
橋

大
分
の
石
橋
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

農
民
の
年
貢
搬
送
の
難
儀
に
対
し
、
庄
屋

た
ち
が
資
金
を
集
め
て
造
っ
た
も
の
で
あ
り
、

耐
久
、
耐
重
性
に
富
む
。
岡
崎
文
雄
著

『
大
分
の
石
橋
記
念
碑
』（
双
林
社
１
９
９
４
）
、
大

分
の
石
橋
を
研
究
す
る
会
編
・
発
行
『
お
お

い
た
の
石
橋
』（
２
０
０
０
）
、
岡
崎
文
雄
、
薬

師
寺
義
則
著
、
高
山
淳
吉
写
真
『
魅
せ
ら
れ

て
里
の
石
橋
た
ち
』（
高
山
總
合
工
業
１
９
９
３
）
、

同
『
伝
え
た
い
ふ
る
さ
と
の
石
橋
』（
高
山
總
合

工
業
１
９
９
６
）
が
あ
る
。
三
光
村
泰
源
寺
橋
、

本
耶
馬
渓
町
耶
馬
渓
橋
、
羅
漢
寺
橋
、
院

内
町
御
沓
橋
、
別
府
市
久
保
鶴
橋
、
緒
方

町
柚
木
寺
原
橋
な
ど
を
捉
え
る
。

熊
本
の
石
橋
に
つ
い
て
は
、
熊
本
日
日

新
聞
社
編
・
発
行
『
熊
本
の
石
橋
３
１
３
』

（
１
９
９
８
）
で
全
体
像
を
捉
え
て
い
る
。
個
別

的
に
は
、
一
村
一
博
著
『
霊
台
橋
』（
熊
日
情
報

セ
ン
タ
ー
２
０
１
１
）
、
通
潤
橋
に
つ
い
て
、
笹
原

佗
介
著
『
自
治
之
亀
鑑
為
政
之
権
化
布
田

保
之
助
惟
暉
翁
傳
』（
布
田
翁
遺
徳
顕
彰
会
１
９
３
８
）
、

矢
部
町
通
潤
地
区
土
地
改
良
区
編
・
発
行

『
通
潤
橋
架
橋
１
５
０
周
年
記
念
誌
』（
２
０
０

４
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
渡
祇
園
橋
と
町

山
口
川
の
環
境
を
守
る
会
編
・
発
行
『
国
重

文
の
祇
園
橋
』（
１
９
９
８
）
は
、
わ
が
国
唯
一

の
十
連
石
桁
橋
で
あ
る
。

鹿
児
島
の
石
橋

鹿
児
島
の
石
橋
は
、
甲
突
川

こ
う
つ
き
が
わ

に
江
戸
期

に
架
け
ら
れ
た
新
上
橋
、
西
田
橋
、
高
麗

橋
、
武
之
橋
、
玉
江
橋
の
五
大
石
橋
で
、

薩
摩
藩
の
命
に
よ
り
、
肥
後
の
岩
永
三
五

郎
が
架
け
た
。
こ
れ
ら
の
石
橋
も
ま
た
、

平
成
５
年
８
月
の
鹿
児
島
市
を
中
心
と
し
た

記
録
的
な
豪
雨
で
損
傷
し
た
。
小
説
と
し

て
、
森
光
宏
の
『
眼
鏡
橋
—
調
所
と
三
五
郎
』

（
東
京
図
書
出
版
２
０
０
４
）
が
あ
り
、
樋
渡
直
竹
、

木
原
安
妹
子
著
『
か
ご
し
ま
西
田
橋
—
甲
突

川
最
後
の
五
大
石
橋
』（
南
方
新
社
１
９
９
５
）
、

樋
渡
直
竹
著
『
石
橋
幻
影
　
甲
突
川
か
ら
消

え
た
鹿
児
島
五
大
石
橋
』（
文
化
ジ
ャ
ー
ナ
ル
鹿
児
島

社
１
９
９
６
）
、
日
本
の
宝
・
鹿
児
島
の
石
橋
を

考
え
る
全
国
連
絡
会
議
編
『
歴
史
的
文
化
遺

産
が
生
き
る
ま
ち
—
鹿
児
島
・
甲
突
川
の
石

橋
保
存
を
め
ぐ
っ
て
』（
東
京
堂
出
版
１
９
９
５
）

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
書
と
し

て
、
北
脇
義
友
著
『
岡
山
の
石
橋
』（
日
本
文
教

出
版
２
０
０
７
）
、
和
歌
浦
を
考
え
る
会
編
・
発

行
『
和
歌
の
浦
　
不
老
橋
』（
１
９
９
２
）
を
あ

げ
る
。

以
上
、
石
橋
・
眼
鏡
橋
の
書
を
み
て
き

た
。
集
落
の
人
々
が
そ
の
集
落
の
川
を
利

用
し
、
み
ん
な
で
守
っ
て
い
く
よ
う
な
川

を
里
川
と
呼
ぶ
。
素
朴
な
石
橋
は
、
里
川

に
架
か
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
里
橋
と

言
え
る
。
石
橋
・
眼
鏡
橋
の
あ
る
風
景
は
、

人
々
に
安
ら
ぎ
を
醸
し
出
し
、
水
の
歴
史

と
文
化
を
生
み
出
す
原
動
力
で
も
あ
る
。

〈
俥
屋

く
る
ま
や

と
月
の
出
を
待
つ
眼
鏡
橋
〉

（
北
園
逸
子
）

の
種
山
に
逃
れ
、
農
民
と
な
り
な
が
ら
、

石
橋
架
設
の
技
法
を
習
得
。
そ
の
技
法
は

息
子
の
三
五
郎
に
伝
え
ら
れ
、
全
国
に
拡

が
っ
た
。
山
口
祐
造
、
戸
井
田
道
三
著
『
日

本
の
石
橋
』（
平
凡
社
１
９
９
６
）
は
、
天
に
架
か

る
虹
に
も
似
た
石
造
ア
ー
チ
橋
を
、
昭
和

32
年
の
諫
早
水
害
に
よ
っ
て
復
元
し
た
諫
早

眼
鏡
橋
、
現
川

う
つ
つ
が
わ

の
石
橋
群
、
霊
台
橋
、
沖

縄
の
石
橋
を
旅
す
る
。
榊
晃
弘
写
真
、
戸

井
田
道
三
解
説
『
眼
鏡
橋
』（
葦
書
房
１
９
８
３
）

は
、
九
州
の
石
橋
群
に
加
え
て
、
島
根
五

百
羅
漢
橋
、
和
歌
山
不
老
橋
、
京
都
円
通

橋
、
石
川
図
月
橋
、
東
京
常
盤
橋
、
福
島

松
川
橋
、
山
形
覗
橋
、
堅
盤
橋
を
撮
り
、

石
橋
の
技
法
が
東
北
ま
で
拡
が
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
前
田
正
彦
著
・
発
行
『
眼
鏡
橋
』

（
１
９
９
２
）
は
、
全
国
の
石
橋
を
歩
き
、
ス
ケ

ッ
チ
す
る
。
著
者
は
そ
の
ま
え
が
き
で

「
構
造
的
に
言
え
ば
、
眼
鏡
橋
と
は
リ
ン
グ

状
に
積
み
上
げ
た
石
橋
の
こ
と
で
、
上
部

か
ら
の
荷
重
を
垂
直
方
向
の
圧
縮
力
と
し
て

の
石
の
接
触
面
に
伝
え
、
水
平
方
向
に
広

が
ろ
う
と
す
る
力
を
相
互
の
摩
擦
力
に
よ
っ

て
抑
え
、
橋
の
安
定
を
保
っ
て
い
る
橋
の

こ
と
で
す
。
こ
の
た
め
に
は
、
円
周
率
π=

３
・
１
４
１
５
…
の
計
算
に
基
づ
い
て
、

石
の
大
き
さ
、
形
を
決
め
、
石
を
精
密
に

削
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

九
州
の
石
橋

石
橋
は
ほ
と
ん
ど
が
九
州
地
方
に
存
在
す

る
。
山
口
祐
造
著
『
九
州
の
石
橋
を
た
ず
ね

て
（
前
篇
）』（
昭
和
堂
印
刷
１
９
７
４
）
に
よ
れ
ば
、

長
崎
の
中
島
川
に
架
か
る
石
橋
群
は
、
中

国
人
や
住
民
の
寄
付
に
よ
っ
て
架
け
ら
れ
た
。

同
『
九
州
の
石
橋
を
た
ず
ね
て
（
中
編
）』

（
１
９
７
６
）
は
、
農
民
た
ち
の
年
貢
輸
送
の
便

宜
の
た
め
に
架
け
ら
れ
た
豊
岡
橋
、
馬
門

橋
、
霊
台
橋
な
ど
の
熊
本
県
の
石
橋
物
語
、

さ
ら
に
永
安
橋
、
西
田
橋
、
高
麗
橋
な
ど

主
に
薩
摩
藩
が
主
導
し
て
造
ら
れ
た
鹿
児
島

県
の
石
橋
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
同
『
九

州
の
石
橋
を
た
ず
ね
て
（
後
編
）』（
１
９
７
６
）

は
、
農
民
の
年
貢
輸
送
の
た
め
に
庄
屋
た

ち
が
架
設
し
た
岩
戸
橋
、
小
月
橋
、
千
載

橋
な
ど
の
大
分
県
の
石
橋
物
語
、
終
わ
り

に
宮
崎
県
、
佐
賀
県
、
沖
縄
県
に
関
す
る

石
橋
を
丹
念
に
綴
っ
て
い
る
。

長
崎
・
福
岡
の
石
橋

長
崎
の
石
橋
に
つ
い
て
は
、
片
寄
俊
秀
、

村
田
明
久
編
『
長
崎
中
島
川
と
石
橋
群
』

（
観
光
資
源
保
護
財
団
１
９
７
７
）
は
、
歴
史
的
景
観

の
保
全
と
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
、
石

橋
の
架
設
か
ら
町
の
変
遷
を
環
境
の
面
か
ら

論
ず
る
。
昭
和
57
年
７
月
、
長
崎
は
大
水

害
に
遭
遇
し
２
９
９
人
が
亡
く
な
っ
た
。

中
島
川
の
石
橋
群
も
損
傷
し
た
。
そ
の
後

の
復
興
は
、
中
島
川
の
両
岸
に
放
水
路
が

建
設
さ
れ
、
石
橋
群
も
復
元
さ
れ
た
。
中

島
川
復
興
委
員
会
日
本
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真

集
団
長
崎
支
部
編
・
発
行
『
写
真
集
　
長
崎

の
母
な
る
川
—
中
島
川
と
石
橋
群
』（
１
９
８
３
）

が
あ
る
。

福
岡
の
石
橋
は
、
筑
後
川
水
系
小
石
原

川
の
支
川
で
あ
る
野
鳥
川
に
架
か
る
一
連
の

石
橋
に
つ
い
て
、
山
口
祐
造
著
『
秋
月
眼
鏡

橋
物
語
』（
秋
月
郷
土
館
１
９
７
９
）
に
く
わ
し
い
。

長
崎
の
石
工
た
ち
に
よ
っ
て
文
化
７
年
（
１

８
１
０
）
に
竣
工
し
た
。
馬
場
紘
一
著
・
発

行
『
伝
え
た
い
ふ
る
里
の
石
匠
の
技
—
福
岡

県
南
地
方
の
石
橋
』（
１
９
９
８
）
は
、
主
に
矢

部
川
の
石
橋
、
宮
ヶ
原
橋
、
洗
玉
橋
、
寄
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川系男子 坂本貴啓さんの案内で、編集
部の面々が109水系を巡り、川と人と
のかかわりを探りなら、川の個性を再
発見していく連載です。
109水系

1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分
水界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けるので
はなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合し
た水系として一貫管理する方針が打ち出された。そ
の内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系
で政令で指定したもの」（河川法第4条第1項）を一
級水系と定め、全国で109の水系が指定されている。

【熊野川流域の地図】
国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「和歌山、奈良、三
重」及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20年、
21年）、流域データ（昭和52 年）、湖沼データ（平成17年）、ダ
ムデータ（平成17年）、鉄道データ（平成24年）」より編集部で
作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同
院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平26情使、第
152号）

熊野川の名前
村石利夫編『日本全河川ルーツ大辞典』（竹
書房 1979）によれば、名前の由来は諸説あ
る。① 神稲（くましろ）= 神 ② 隠野（こも
りぬ）= 死者の隠れるところ ③ クマ = 荒ぶ
る ④ 地勢上から山深く生い茂った所 = 木間
野。熊 = 隈 ⑤ 隈 = 僻陬（へきすう）すなわ
ち僻地や未開地など

坂本クンと行く川巡り  第４回  

Go! Go! 109水系

神荒
か み　す さ

ぶ、よみがえりの熊野川

（奈良県・三重県・和歌山県）
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坂本貴啓さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 システム情報工学研究科
博士後期課程 構造エネルギー工学専攻在学中

1987 年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校
生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするように
なり、川に興味を持ち始め、川に青春を捧げる。高校時
代にはYNHC（青少年博物学会）、大学時代にはJOC

（Joint of College）を設立。白川直樹研究室『川と人』
ゼミ所属。河川市民団体の活動が河川環境改善に対する
潜在力をどの程度持っているかについて研究中。

熊野川：

水系番号 ： 66 
都道府県 ： 奈良県、三重県、和歌山県

源流 ： 山上ヶ岳  （標高1719m） 
河口 ： 熊野灘（太平洋）  

本川流路延長 ： 183km 14位／109

支川数 ： 103河川 37位／109

流域面積 ： 2360km2 26位／109

流域耕地面積率 ： 0.6％ 108位／109

流域年平均降水量 ： 2680mm 16位／109

基本高水流量 ： 1万9000m3/s 3位／109

河口の基本高水流量 ： 1万9920m3/s 9位／109

流域内人口 ： 4万7000人 87位／109

流域人口密度 ： 20人/km2 103位／109

（基本高水流量観測地点：相賀〈おうが　河口から10.6㎞地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積  ×  比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）
※ 前号までの訂正：水系本川流路延長順位に誤りがありました。遠賀川は81位から82
位へ、米代川は26位から27位へ、旭川は23位から24位へ訂正してください。

水
質
改
善
は
世
界
遺
産
効
果
？

第
４
回
の
川
巡
り
に
は
、
熊
野
川
を

選
び
ま
し
た
。
ぼ
く
は
川
の
市
民
活
動

に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
川
の
調

査
に
入
る
と
き
に
は
、
地
域
の
河
川
事

務
所
を
訪
問
し
て
資
料
を
い
た
だ
き
、

そ
の
川
の
個
性
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た

り
、
市
民
活
動
団
体
を
紹
介
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
熊
野
川

は
流
域
面
積
が
２
３
６
０
h
で
遠
賀
川

の
倍
以
上
広
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な

か
な
か
市
民
活
動
団
体
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

流
域
の
土
地
利
用
は
森
林
が
約
95
％
、

水
田
や
畑
地
な
ど
の
農
地
が
約
1.5
％
、

宅
地
が
約
0.5
％
、
そ
の
他
が
約
３
％
。

し
か
も
流
域
内
人
口
密
度
は
１
０
９
水

系
中
１
０
３
位
と
非
常
に
低
く
、
下
流

の
一
部
に
し
か
見
ら
れ
な
い
平
野
（
新

宮
市
）
に
、
流
域
人
口
の
ほ
と
ん
ど
と

も
い
え
る
４
万
人
近
く
が
住
ん
で
い
ま

す
。
流
域
の
人
口
が
少
な
く
、
川
と
直

接
か
か
わ
る
こ
と
が
厳
し
い
地
形
が
、

市
民
活
動
を
難
し
く
し
て
い
る
の
か
な
、

と
想
像
し
ま
し
た
。

や
っ
と
出
合
え
た
市
民
活
動
団
体
は

新
宮
の
〈
河
川
を
美
し
く
す
る
会
〉
で
、

１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）
に
新
宮
市
の
周

辺
を
流
れ
る
河
川
を
美
し
く
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

新
宮
市
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
な
ど
22

団
体
、
１
３
７
の
町
内
会
が
加
盟
す
る

大
規
模
な
団
体
で
す
。
毎
年
７
月
第
一

日
曜
日
に
、
５
０
０
人
ほ
ど
が
河
川
清

掃
を
行
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

今
は
水
質
も
良
い
の
で
「
河
川
を
き

れ
い
に
？
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
取
り

ま
と
め
を
し
て
お
ら
れ
る
堀
種
藏
さ
ん

と
中
岸
基
英
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

「
世
界
遺
産
に
な
っ
て
10
年
経
ち
、
み

ん
な
の
意
識
が
川
に
向
か
っ
た
お
蔭
か
、

だ
い
ぶ
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。
十
数

年
前
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
き
れ
い
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
よ
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

水
害
へ
の
備
え

新
宮
市
は
熊
野
速
玉
大
社
（
通
称
、
新

宮
）
の
門
前
町
と
し
て
発
展
し
、
江
戸

時
代
か
ら
は
城
下
町
と
し
て
栄
え
ま
し

た
。
紀
伊
国
は
木
の
国
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
材
木
の
商
い
が
盛
ん
で
し
た
か
ら
、

熊
野
速
玉
大
社
に
は
寄
進
し
た
材
木
商

の
名
前
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
中
岸
さ

ん
に
よ
れ
ば
、
神
社
に
向
か
っ
て
左
側

に
花
柳
界
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

新
宮
前
の
一
画
に
、
面
白
い
建
物
が

あ
り
ま
し
た
。
お
店
の
方
に
話
を
う
か

が
う
と
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に

か
け
て
の
最
盛
期
に
使
わ
れ
て
い
た

〈
川
原
家

か
わ
ら
や

〉
と
呼
ば
れ
る
簡
易
住
宅
を

復
元
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
地
元
の

新
宮
高
校
建
設
工
学
科
の
実
習
で
復
元

し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
土
産
物
店
な

ど
が
営
業
す
る
〈
川
原
家
横
丁
〉
が
で

国土交通省国土数値情報「流域データ（昭和52年）」より編集部で作図

〈河川を美しくする会〉の堀種藏さんと中岸基英さん

熊野那智大社で「胎内くぐり」をする坂本クン。樹
齢850年という楠の木の根元にできた空洞を通り抜
けることで、無病息災、長寿を願うという。
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き
ま
し
た
。

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
水
に
浸
か
っ
た
新

宮
で
は
、
大
水
が
あ
り
そ
う
な
と
き

に
は
２
時
間
ほ
ど
で
店
を
畳
ん
で
部

材
を
持
っ
て
避
難
し
、
水
が
引
く
と

同
じ
場
所
に
建
て
る
こ
と
が
で
き
る

折
り
畳
み
式
の
仮
設
小
屋
を
使
っ
て

い
た
の
で
す
。

み
な
さ
ん
の
記
憶
に
も
新
し
い
２

０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
台
風
12
号
で

は
、
９
月
４
日
５
時
８
分
、
河
口
か

ら
3.4
㎞
地
点
の
相
筋
地
区
の
堤
防
か

ら
越
水
し
、
新
宮
市
内
へ
と
水
が
流

れ
出
ま
し
た
。
新
宮
の
社
殿
も
水
に

浸
か
り
、
市
内
は
機
能
麻
痺
に
陥
っ

た
そ
う
で
す
。

熊
野
川
大
橋
が
架
か
る
前
、
渡
し

船
が
あ
っ
た
と
き
の
こ
と
も
覚
え
て

い
る
と
い
う
堀
種
藏
さ
ん
は
、
１
９

３
１
年
（
昭
和
６
）
生
ま
れ
。
地
震
も

津
波
も
水
害
も
何
度
も
体
験
し
て
い

る
の
で
、
何
か
あ
っ
た
ら
す
ぐ
に
避

難
す
る
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
る
、

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
迅
速
な
避
難

で
命
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
地

域
の
子
ど
も
た
ち
に
語
り
継
い
で
い

る
そ
う
で
す
。

た
く
さ
ん
の
利
水
ダ
ム

熊
野
川
で
は
豊
富
な
水
量
を
生
か

し
て
、
現
在
は
11
の
ダ
ム
が
開
発
さ

れ
て
い
ま
す
。

ダ
ム
の
機
能
は
大
き
く
二
つ
に
分

け
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
治
水
機
能
。

ダ
ム
下
流
へ
の
放
流
量
が
流
入
量
を

下
回
る
よ
う
に
し
て
、
下
流
部
の
水

位
上
昇
を
低
減
し
た
り
、
水
位
上
昇

の
ピ
ー
ク
を
遅
ら
せ
た
り
し
な
が
ら

洪
水
調
節
を
行
な
い
ま
す
。

二
つ
目
は
利
水
機
能
。
灌
漑
用
水
、

上
水
道
用
水
、
工
業
用
水
、
発
電
用

水
、
消
流
雪
用
水
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

熊
野
川
の
場
合
、
流
域
の
ほ
と
ん

ど
は
人
が
住
ま
な
い
山
間
部
で
あ
る

た
め
、
他
の
河
川
の
よ
う
に
、
積
極

的
な
治
水
は
行
な
わ
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
た
め
に
11
あ
る
ダ
ム

は
す
べ
て
利
水
ダ
ム
で
す
。
ま
た
、

利
水
に
つ
い
て
も
水
力
発
電
に
特
化

し
て
い
ま
す
。

猿
谷

さ
る
た
に

ダ
ム
の
働
き

熊
野
川
上
流
部
（
奈
良
県
五
條
市
大
塔

町
）
に
あ
る
猿
谷
ダ
ム
も
利
水
専
用

ダ
ム
で
、
発
電
用
水
、
不
特
定
用
水

（
特
に
灌
漑
用
水
）
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
国
が
管
理
す
る
ダ
ム
で
利
水
専

用
は
珍
し
く
、
本
州
で
は
唯
一
で
す
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
熊
野
川
の
特

性
が
表
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

猿
谷
ダ
ム
が
で
き
た
経
緯
は
少
し

複
雑
で
す
。
戦
後
の
厳
し
い
食
糧
事

情
解
決
の
た
め
に
、
１
９
４
９
年
（
昭

和
24
）
農
林
省
（
現
・
農
林
水
産
省
）
は

〈
国
営
農
業
水
利
事
業
〉
を
計
画
。

こ
れ
に
伴
い
、
水
不
足
の
恐
れ
が
あ

る
奈
良
盆
地
に
灌
漑
用
水
を
供
給
す

る
と
い
う
３
０
０
年
来
の
悲
願
〈
吉

野
川
分
水
構
想
〉
が
、
現
実
味
を
帯

び
て
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、〈
十
津
川
・
紀
の
川
総
合
開
発

事
業
〉
と
し
て
、
紀
の
川
（
奈
良
県
側

の
名
称
は
吉
野
川
）
の
水
を
奈
良
県
へ
分

水
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

人
口
で
み
る
と
、
熊
野
川
は
流
域

全
体
で
約
４
万
５
０
０
０
人
な
の
に

対
し
、
紀
の
川
は
67
万
人
（
調
査
基
準

年
平
成
17 
年
度
末
）
。
降
雨
量
が
少
な
い

の
に
水
需
要
が
高
い
紀
の
川
は
、
吉

野
川
分
水
に
よ
っ
て
水
不
足
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。
そ
の
解
決
案
と
し
て
、

紀
の
川
に
熊
野
川
の
水
を
送
る
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
の
が
猿
谷
ダ
ム
。
い

わ
ば
、
水
の
お
裾
分
け
な
の
で
す
。

猿
谷
ダ
ム
に
蓄
え
ら
れ
た
熊
野
川

の
水
は
、
坂
本
分
水
路
を
通
っ
て
流

新宮川水系熊野川の特徴

熊野川は、その源を奈良県吉野郡天川村の山上ヶ
岳  （標高1719C）に発し、大小の支川を合わせな
がら十津川渓谷を南流。和歌山県新宮市と三重県熊
野市の境界で、大台ヶ原（標高1400〜1600C級の
山々と、これらに囲まれた東西５Hほどの台地状の
地帯）を水源とする北山川と合流して熊野灘に注ぎ
ます。

熊野川水系は年間降水量が2800Aで全国平均と比
べて多雨地域ですが、流域のほとんどが山間部であ
るため、戦前には大規模な水資源開発が行なわれま
せんでした。紀伊半島は、西に比べ、東の降水量が
多いという特徴があります。海上からの湿った風が
近畿の屋根と呼ばれる急峻な山岳地帯の南東斜面に
ぶつかって雨を降らせるからで、太平洋側を台風が
通過する際には南東からの風が強くなるため、特に
10月ごろには降水量が多くなります。

熊野川の名前が復活
熊野川の名称は、本宮より上流は十津川、本宮以

南はかつて一級河川 新宮川とされました。しかし、
長年愛された熊野川の名前を残したいという地元の
要望で、1998年（平成10）河川名は熊野川、水系名
は新宮川水系になりました。

出版物が少ない熊野川
いつも、古賀河川図書館に資料をお借りするので

すが、熊野川の本はあまりありませんでした。国立
国会図書館のサーチエンジンで検索すると、熊野川
という語がタイトルについた本は745（2014年5月7
日現在）。筑後川は2249。ちなみに多摩川は5734で
した。市民活動団体と熊野川関連の書籍が少ないの
は、人口が少ないことや市民がかかわれる利用形態
が少ないからなのかもしれません。

不思議な飛び地
熊野川流域の地図を眺めていて、不思議な地点に

出くわしました。
和歌山県の北山村全域と今は新宮市となっている

旧・熊野川町が、奈良県と三重県の県境にポチンと
入っています。実はこれ、県をまたいだ飛び地なの
です。

廃藩置県に際して和歌山藩、田辺藩、新宮藩を統
合して和歌山県が成立。藩境が北山川・熊野川の流
れと一致しているという誤解から、奈良と和歌山と
の県境は北山川・熊野川と定められました。ところ
が、実際には旧藩の境界と川筋は微妙に異なってい
て、南側の三重県（廃藩置県のときには渡会県）は
北山川・熊野川まで、北側の奈良県は旧藩境までと
したために、間に残された部分は和歌山県となりま
した。住民は新宮市を生活圏としていることもあっ
て、修正されることなく和歌山県に留まり続けてい
るのだそうです。面白いですね。

右：奈良県五條市大塔町（旧・吉野郡大塔村）辻堂大和田と猿谷地先にまたがり、一級水系新宮川（熊野川）
本川上流部に位置する猿谷ダム。1958年（昭和33）4月から管理運用を開始した50年以上の歴史を持つダム
である。
左：国土交通省近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 猿谷ダム管理支所長の小原雅彦さんと。

熊野速玉大社前に復元された川原家横丁。川の参詣
道を来た人が、権現川原で乗降したため賑わったと
いう。
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域
を
越
え
、
紀
の
川
水
系
大
和

丹
生
川

に
ゅ
う
が
わ

へ
導
水
さ
れ
て
い
ま
す
。
運

ぶ
途
中
の
分
水
路
の
落
差
を
利
用
し

て
、
発
電
も
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

利
水
専
用
ダ
ム
の
治
水
効
果

熊
野
川
に
は
治
水
機
能
を
持
っ
た

ダ
ム
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
利
水

専
用
ダ
ム
に
治
水
機
能
が
無
い
と
い

う
の
は
、
ダ
ム
に
貯
水
で
き
る
全
容

量
の
う
ち
、
洪
水
調
節
の
た
め
の
ポ

ケ
ッ
ト
（
余
地
）
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

し
か
し
近
年
、
多
発
す
る
集
中
豪

雨
で
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い

る
背
景
も
あ
り
、
河
川
管
理
者
と
そ

れ
ぞ
れ
の
利
水
専
用
ダ
ム
管
理
者
が

協
議
し
て
〈
治
水
協
力
協
定
〉
を
つ

く
り
ま
し
た
。
利
水
の
た
め
に
貯
め

る
ポ
ケ
ッ
ト
の
一
部
を
一
時
的
に
空

け
て
も
ら
い
、
そ
こ
に
洪
水
を
貯
め

て
受
け
止
め
る
と
い
う
作
戦
で
す
。

猿
谷
ダ
ム
以
外
で
も
、
電
源
開
発
の

風
屋

か
ざ
や

ダ
ム
、
池
原
ダ
ム
が
治
水
協
力

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
利
水
専
用
ダ

ム
を
、
積
極
的
に
治
水
運
用
し
た
事

例
は
全
国
初
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
紀

の
川
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
猿
谷
ダ

ム
管
理
支
所
長
の
小
原
雅
彦
さ
ん
の

お
話
で
は
、
例
年
９
月
１
日
か
ら
15

日
の
期
間
は
水
位
を
下
げ
て
、
１
０

０
万
k
の
ポ
ケ
ッ
ト
容
量
を
備
え
て

お
く
そ
う
で
す
。
灌
漑
期
間
が
９
月

15
日
に
終
了
す
る
の
で
、
台
風
シ
ー

ズ
ン
に
あ
た
る
９
月
15
日
〜
10
月
31

日
ま
で
は
、
流
量
が
１
０
０
０
k
／

ｓ
を
超
え
る
よ
う
な
降
雨
、
大
型
台

風
が
予
測
さ
れ
る
と
き
に
水
位
を
下

げ
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

利
水
ダ
ム
に
と
っ
て
、
水
は
電
力

生
産
や
農
業
生
産
、
工
業
生
産
な
ど

に
変
換
で
き
る
資
源
で
す
か
ら
、
利

水
の
た
め
に
貯
め
る
ポ
ケ
ッ
ト
を
、

一
時
的
に
せ
よ
空
け
て
も
ら
う
こ
と

は
お
金
を
捨
て
る
こ
と
と
同
意
義
で

す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
水

専
用
ダ
ム
管
理
者
が
治
水
に
協
力
す

る
と
申
し
出
て
く
れ
た
こ
と
は
、
全

国
で
も
稀
な
事
例
で
、
す
ご
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

大
自
然
の
脅
威

気
象
庁
発
表
に
よ
る
と
、
２
０
１

１
年
（
平
成
23
）
９
月
の
台
風
12
号
で

は
８
月
30
日
か
ら
雨
が
降
り
始
め
、

９
月
３
日
10
時
ご
ろ
に
は
高
知
県
東

部
に
上
陸
し
て
中
国
地
方
を
北
上
し

た
た
め
、
紀
伊
半
島
に
上
陸
は
し
な

か
っ
た
も
の
の
大
雨
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。
８
月
30
日
18
時
～
９
月
４
日

24
時
の
累
積
雨
量
は
１
４
９
３
㎜
に

達
し
、
１
年
間
で
降
る
雨
の
３
分
の

１
が
、
わ
ず
か
６
日
間
で
降
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

熊
野
川
上
流
部
に
は
大
規
模
な
土

砂
災
害
、
下
流
部
に
は
大
き
な
浸
水

被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

大
規
模
な
深
層
崩
壊
（
土
壌
の
下
深
く

の
岩
盤
ご
と
崩
れ
落
ち
る
こ
と
）
も
多
発
し

て
、
紀
伊
山
系
全
体
で
約
１
億
k
も

の
土
砂
が
流
れ
出
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
以
降
歴
代

４
位
の
崩
壊
土
砂
量
と
い
う
こ
と
で
、

い
か
に
大
き
な
崩
壊
で
あ
っ
た
か
が

わ
か
り
ま
す
。

そ
の
現
場
の
一
つ
〈
赤
谷
地
区
〉

を
、
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局

紀
伊
山
地
砂
防
事
務
所
建
設
監
督
官

の
後
藤
彦
幸
さ
ん
に
ご
案
内
い
た
だ

き
ま
し
た
。

災
害
現
場
を
実
際
に
見
て
、
言
葉

を
失
い
ま
し
た
。
ま
る
で
別
の
星
に

降
り
立
っ
た
よ
う
な
風
景
が
広
が
っ

て
い
ま
し
た
。

後
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
本
来
は
都

道
府
県
管
理
の
箇
所
で
す
が
、
２
０

１
１
年
（
平
成
23
）
に
土
砂
対
策
防
止

法
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害

防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
）
が
で
き

て
、
大
規
模
な
土
砂
災
害
が
急
迫
し

て
、
特
に
高
度
な
技
術
を
要
す
る
土

砂
災
害
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
省
が

直
接
、
緊
急
調
査
を
行
な
え
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

「
そ
れ
で
各
地
方
整
備
局
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
の
精
鋭
ス
タ
ッ
フ
を
か

き
集
め
て
、
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊

（
Ｔ
Ｅ
Ｃ
—
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｅ：

テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス
）

が
組
織
さ
れ
、
災
害
現
地
に
入
り
ま

上：奈良県五條市大塔町赤谷地区から流れ下る水。
左：台風12号の豪雨により赤谷の山腹が崩壊し（正面）、渓流の河道を閉塞した。
下：国土交通省近畿地方整備局 紀伊山地砂防事務所 建設監督官の後藤彦幸さん。

北海道に移住を強いた十津川
大水害

紀伊山地では、過去にも大きな斜面崩壊が
発生しています。1889年（明治22）には、８
月18日～19日にかけて大雨が降り、日雨量
901.7㎜を記録しました。約２億Kもの土砂が
流れ出し、大規模な山腹崩壊が1000カ所、河
道閉塞が53カ所と甚大な被害を及ぼしました。
十津川村の人々は復興を断念して、北海道に
新天地を求めて移住。そのときの物語が、川
村たかし著『北へ行く旅人たち—新十津川物
語』（偕成社 1977）という本にもなっていま
す。
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崩
れ
や
す
い
地
質

「
紀
伊
半
島
と
い
う
の
は
太
平
洋
プ
レ

ー
ト
で
押
し
上
げ
ら
れ
て
隆
起
し
て
で

き
た
半
島
で
す
。
隆
起
と
浸
食
の
バ
ラ

ン
ス
が
良
け
れ
ば
山
の
斜
面
が
な
だ
ら

か
に
な
る
の
で
す
が
、
紀
伊
半
島
は
隆

起
の
ほ
う
が
勝
っ
て
い
る
上
、
プ
レ
ー

ト
に
押
さ
れ
て
隆
起
し
た
地
質
な
の
で
、

ひ
び
が
入
っ
て
崩
れ
や
す
い
の
で
す
」

と
後
藤
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

調
べ
て
み
る
と
、
紀
伊
半
島
の
地
質
は

北
か
ら
南
へ
三
波
川
帯
、
秩
父
古
生
層
、

四
万
十
累
層
群
と
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

北
山
川
の
大
部
分
は
秩
父
古
生
層
に
、

熊
野
川
で
は
四
万
十
累
層
群
と
な
っ
て

い
て
、
性
質
も
異
な
る
そ
う
で
す
。
実

際
に
斜
面
崩
壊
が
多
数
起
き
た
の
は
熊

野
川
筋
の
ほ
う
で
、
北
山
川
筋
で
は
ほ

と
ん
ど
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も

両
地
質
の
差
を
確
認
で
き
ま
す
。

難
し
い
治
水

熊
野
川
の
最
下
流
域
の
国
管
理
区
間

は
、
河
口
か
ら
５
d
で
、
１
９
５
９
年

（
昭
和
34
）
伊
勢
湾
台
風
の
洪
水
実
績
流

量
を
も
と
に
し
て
、
基
本
高
水
流
量
が

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

基
本
高
水
流
量
が
１
万
９
０
０
０

k
／
s
（
河
口
か
ら
10
・
６
d
の
相
賀
〈
お
う

が
〉
地
点
）
と
い
う
の
は
吉
野
川
、
利
根

川
に
匹
敵
す
る
日
本
有
数
の
流
下
能
力

し
た
」

赤
谷
地
区
で
は
、
大
量
の
土
砂
が
河

道
に
流
れ
込
み
川
を
塞
い
だ
た
め
、
天

然
ダ
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

ダ
ム
の
堤
体
を
つ
く
る
と
き
は
、
強

い
岩
盤
を
基
礎
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
立

ち
上
げ
て
、
堤
体
を
超
え
る
水
量
が
あ

っ
て
も
壊
れ
な
い
よ
う
な
強
度
に
設
計

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
天
然
ダ
ム
の
場
合
は
、
な
ん

の
処
理
も
さ
れ
て
い
な
い
土
砂
が
溜
ま

っ
て
い
る
だ
け
。
赤
谷
の
場
合
、
厚
さ

80
〜
90
c
ほ
ど
積
も
っ
た
不
安
定
な
土

砂
に
上
流
か
ら
の
水
が
ど
ん
ど
ん
溜
ま

っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
一
気
に
土
石
流

に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
土
石
流
の

流
れ
を
計
算
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
４
〜

５
d
先
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

「
台
風
が
く
る
た
び
に
今
で
も
斜
面
が

崩
れ
て
い
ま
す
。
１
６
８
号
線
が
分
断

さ
れ
る
と
、
十
津
川
村
は
奈
良
へ
の
交

通
路
が
断
た
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

天
然
ダ
ム
の
水
抜
き
と
浸
食
を
抑
え
る

こ
と
が
急
務
で
す
。
具
体
的
に
は
水
路

護
岸
を
行
な
い
、
崩
れ
て
き
た
も
の
を

受
け
止
め
る
よ
う
に
砂
防
堰
堤
を
複
数

つ
く
っ
て
い
ま
す
」

と
の
こ
と
で
し
た
。

山
体
が
ご
っ
そ
り
と
崩
壊
し
た
傷
痕

は
、
ぼ
く
に
は
山
に
棲
む
龍
が
大
暴
れ

を
し
た
よ
う
に
も
見
え
ま
し
た
。
人
の

力
で
は
成
す
す
べ
の
な
い
惨
状
に
、
自

然
の
脅
威
を
痛
感
し
ま
し
た
。

上段右から：熊野那智大社の下には、飛瀧（ひろう）
神社のご神体である一の滝が／本宮の大斎原そばを流
れる熊野川。社殿を押し流す力を想像できる荒々しさ。
右中央：熊野速玉大社。
下段右から：熊野速玉大社の摂社である神倉神社。垂
直の崖と見まごう石段が立ちはだかる／山上のゴトビ
キ岩がご神体。高見から太平洋が見渡せる
下：熊野川支流の北山川上流にある瀞峡（どろきょう）。
本川とは地質的に異なる奇岩、断崖が続く峡谷だ。
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で
す
が
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
水

害
で
は
、
こ
れ
を
は
る
か
に
越
え
る
２

万
４
０
０
０
k
／
s
の
水
が
流
れ
ま
し

た
。
日
本
有
数
の
流
下
能
力
の
あ
る
大

河
川
で
あ
り
な
が
ら
、
川
か
ら
水
が
あ

ふ
れ
た
こ
と
は
、
今
回
の
洪
水
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

近
畿
地
方
整
備
局
紀
南
河
川
国
道
事

務
所
の
由
井
伸
直

の
ぶ
な
お

さ
ん
に
よ
る
と
、
当

時
の
熊
野
川
の
流
下
能
力
は
、
実
際
に

は
１
万
２
０
０
０
k
／
s
程
度
だ
っ
た

の
で
、
河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急

事
業
（
い
わ
ゆ
る
激
特
事
業
）
の
指
定
を
受

け
て
、
河
川
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た

基
本
高
水
流
量
１
万
９
０
０
０
k
／
s

ま
で
流
下
能
力
を
上
げ
る
こ
と
を
目
標

に
工
事
を
進
め
て
い
る
そ
う
で
す
。

熊
野
川
流
域
は
ほ
と
ん
ど
が
山
間
部

で
遊
水
地
に
適
し
た
土
地
も
な
く
、
河

道
掘
削
や
築
堤
な
ど
を
中
心
に
河
川
改

修
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
掘
削
す
る
土

砂
は
、
約
４
７
０
万
k
で
す
。

河
口
閉
塞

熊
野
川
は
洪
水
だ
け
で
な
く
、
河
口

閉
塞
の
問
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。
流
れ

る
水
の
量
が
少
な
い
と
河
口
を
塞
ぎ
、

流
下
を
妨
げ
る
原
因
に
も
な
る
た
め
、

常
に
目
を
光
ら
せ
て
い
ま
す
。

「
熊
野
川
は
土
砂
の
生
産
量
が
多
い
川

で
、
堆
積
し
た
土
砂
が
河
口
を
塞
ぎ
が

ち
に
な
り
ま
す
の
で
、
常
に
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
っ
た

ん
洪
水
に
な
る
と
土
砂
は
ご
っ
そ
り
海

に
運
ば
れ
て
い
き
ま
す
。
６
０
０
０

k
／
s
以
上
の
流
量
が
あ
れ
ば
、
河
口

を
塞
い
で
い
る
土
砂
も
流
れ
て
い
く
よ

う
で
す
」

由
井
さ
ん
が
「
イ
メ
ー
ジ
で
言
う
と
、

扇
状
地
が
海
の
中
に
あ
る
よ
う
な
川
」

と
い
う
表
現
が
、
と
て
も
印
象
的
で
し

た
。

恵
み
と
リ
ス
ク
の
熊
野
川

熊
野
川
を
有
名
に
し
た
の
は
、
平
安

時
代
の
貴
族
た
ち
で
す
。
上
皇
や
貴
族

た
ち
は
、
険
し
い
山
中
、
急
流
の
川
の

道
を
往
復
１
カ
月
ほ
ど
か
け
て
、
何
度

も
参
拝
し
ま
し
た
。

熊
野
三
山
（
熊
野
本
宮
大
社
、
熊
野
速
玉
大

社
、
熊
野
那
智
大
社
）
へ
行
く
に
は
、
都
か

ら
熊
野
九
十
九
王
子

く
じ
ゅ
う
く
お
う
じ

を
経
て
山
中
の
本

宮
大
社
へ
詣
で
ま
し
た
。
参
詣
道
に
は

小
辺
路

こ
へ
ち

、
中
辺
路

な
か
へ
ち

、
大
辺
路

お
お
へ
ち

、
紀
伊
路
、

伊
勢
路
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
総
称
が
一

般
に
熊
野
古
道
と
呼
ば
れ
、
２
０
０
４

年
（
平
成
16
）
〈
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参

詣
道
〉
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化

遺
産
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

上
皇
た
ち
が
使
っ
た
参
詣
道
は
中
辺

路
で
す
。
京
か
ら
船
で
淀
川
を
下
り
、

現
在
の
大
阪
市
天
満
橋
の
辺
り
で
上
陸

し
陸
路
で
紀
伊
田
辺
へ
。
そ
こ
か
ら
山

越
え
で
本
宮
に
入
り
ま
し
た
。

新
宮
と
呼
ば
れ
る
熊
野
速
玉
大
社
へ

は
、
本
宮
か
ら
熊
野
川
を
舟
で
下
っ
て

坂本勲生さんによる熊野信仰解説

熊野信仰

平安時代の終わりごろ、熊野詣でがあれほど盛んになったのは、権力を手中にするためにものすごい
抗争があったからだと、坂本さんは考えています。

兄弟や親族間で争い、穢（けが）れてのし上がっていく時代でした。難行苦行をしながらお参りに来
る理由は、その穢れを信仰によって祓（はら）うことにあったのではないでしょうか。

平家が滅亡して、末法思想が流行ります。本宮大社の主神は、西方浄土を支配する阿弥陀如来。だか
ら、本宮に来て阿弥陀如来から浄土へ行く印をもらうことに価値があったのです。

新宮の主神は、現在の人々の願いをかなえる仏である薬師如来。那智の主神は、その人の犯した罪を
なくしてくれる千手観音です。　

しかし、現役の天皇は都を長期間空けられないので伊勢へ行き、上皇や法皇（出家した上皇）が熊野
に来ました。しかし、鎌倉時代の終わりに建武の中興が起きて、上皇や法皇の力が削がれたので、熊野
詣でをすることができなくなりました。

【注】建武の中興とは
後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼし、1333年（元弘3／正慶2）に開始した〈親政〉を指す。親政とは、源頼
朝から始まった武家政治や院政に対して、天皇が自ら行なう政治のこと。

鎌倉時代から室町時代にかけては武士の棟梁も参詣し、熊野三山を味方に引き入れることで力をつけ
ました。豊臣秀吉も本宮大社にいろいろなものを寄進しています。国に何ごとかあると、熊野に祈願を
しました。元寇（げんこう）のときには怨敵退散と拝んでいます。それは、幕末の鳥羽伏見の戦いのと
きまで続きました。

庶民が蟻の熊野詣でといわれるくらい参詣に押し寄せるようになったのは、江戸時代になってから。
庶民の暮らしに余裕ができてからのことです。

神仏習合

そもそも、日本の宗教の最初は自然信仰でした。森羅万象に命や神霊が宿るとして、神奈備（かむな
び）や磐座（いわくら）を信仰の対象としたのです。本宮でいえば、熊野川の恵みとリスクを祀り、新
宮はゴトビキ岩が最初のご神体。那智のご神体は大滝です。

ですから信仰の対象となった神様は、その地域の狭い範囲の氏神だったのですが、上皇たちに帰依さ
れて、いきなり日本の歴史の中に組み込まれてしまいました。願い事も、狭い範囲からいっきに広がっ
てしまい、「願いを全部、聞き届けられるか」という課題に突き当たったのです。

そのときに、修験道では当時外国から入ってきた新しい宗教である仏教に着目して、「仏さんと一緒に
したら全部の悩みを聞き入れることができる」と考えた、という説があります。

修験道というのは、自然神を包括する山岳信仰と仏教が習合し、さらには密教などの要素も加味され
て確立した日本独特の宗教です。熊野三山は、修験道の修行の場となって霊山として信仰されました。

最初は新宮の位のほうが上だったのですが、本宮は神仏習合になったときに格が上がって　名神大社
（みょうしんたいしゃ　古代における社格の一つ）になりました。山の中にある本宮の位が上がったのは、
最初に必ず本宮に入り、新宮に行っても本宮に戻ってくるという位置にあると思います。付き添いで来
たお供や妃は、本宮に留められますから滞在時間が長くなります。そういうことがあって本宮が賑やか
になりました。

ちなみに足が3本ある八咫烏（やたがらす）は、熊野本宮ではスサノオノミコトの仕えとしています。
日本を統一した神武天皇を、大和の橿原まで先導したとされ、『古事記』や『日本書紀』、『延喜式』にも
記述があります。八咫烏は、日本サッカー協会のマークとしても有名です。

上から：熊野参詣のメインである中辺路ルー
トを来て、熊野本宮大社に到着する直前に今
も残る熊野古道／熊野本宮語り部の会会長 坂
本勲生さん／日本サッカー協会のマークとし
ても有名な、3本足の八咫烏（やたがらす）。



し
た
。
米
が
採
れ
な
い
土
地
柄
で
、
米

も
下
流
か
ら
き
た
そ
う
で
す
。

「
塩
、
酒
、
醤
油
、
味
噌
と
い
っ
た
生

活
用
品
全
般
が
下
流
か
ら
運
ば
れ
て
き

ま
し
た
。
山
か
ら
下
ろ
し
た
も
の
は
、

薪
、
炭
、
板
材
、
割
菜
（
サ
ト
イ
モ
の
茎
）

な
ど
で
し
た
」

と
坂
本
さ
ん
。
１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）

の
７
・
18
水
害
の
経
験
も
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

「
当
時
は
学
校
の
財
政
が
乏
し
い
時
代
。

校
庭
の
遊
具
が
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

必
死
で
結
び
つ
け
て
い
た
ら
、
水
が
上

が
っ
て
き
て
校
庭
を
囲
む
堤
防
も
見
え

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
泳
い

で
い
た
ら
、
蛇
や
ム
カ
デ
が
流
れ
て
き

て
必
死
に
私
の
身
体
に
引
っ
付
い
て
き

た
の
で
す
。
陸
に
上
が
る
前
に
、
水
中

に
潜
っ
た
ら
蛇
も
ム
カ
デ
も
離
れ
て
ホ

ッ
と
し
ま
し
た
。

結
局
、
遊
具
は
全
部
流
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
苦
労
は
報
わ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
校
舎
に
あ
っ
た
ピ
ア
ノ
は
山

仕
事
の
人
が
助
け
に
来
て
く
れ
て
、
無

事
に
守
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

と
こ
ろ
が
そ
の
２
カ
月
後
に
、
９
・

26
水
害
が
起
き
ま
し
た
。
坂
本
さ
ん
は

新
宮
に
出
張
中
で
、
そ
の
と
き
は
何
も

で
き
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
や
っ
と
の
思
い
で
手
に
入
れ
た
修
理

用
の
木
材
も
、
全
部
流
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
道
路
も
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
同
僚
と
二
人
で
自
転
車
を
手

に
入
れ
て
自
宅
を
目
指
し
ま
し
た
が
、

自
転
車
が
役
に
立
っ
た
の
は
最
初
だ
け
。

道
は
崩
れ
る
わ
、
倒
木
は
あ
る
わ
で
、

ほ
と
ん
ど
担
が
な
い
と
な
ら
な
い
よ
う

な
状
態
で
、
自
転
車
は
か
え
っ
て
足
手

ま
と
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

よ
み
が
え
り
の
パ
ワ
ー

坂
本
さ
ん
に
よ
る
と
、
本
宮
と
新
宮

は
洪
水
と
関
係
が
深
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

本
宮
は
、
も
と
も
と
熊
野
川
と
音
無

川
、
岩
田
川
の
中
洲
で
大
斎
原

お
お
ゆ
の
は
ら

と
呼
ば

れ
る
場
所
に
洪
水
鎮
圧
の
た
め
に
祀
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
の
十
津
川
水

害
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
た
め
、

現
在
は
、
被
害
を
免
れ
た
４
社
が
高
台

へ
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
跡
地
で
あ
っ

た
大
斎
原
に
は
、
流
さ
れ
た
８
社
を
合

祀
し
た
石
祠
と
大
鳥
居
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
新
宮
で
あ
る
熊
野
速

玉
大
社
の
〈
速
玉
〉
は
、
川
の
流
れ
の

速
さ
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
熊
野
川
は
古
よ
り
暴
れ

川
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま

す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
畏
れ
を
抱
く
対
象

で
よ
み
が
え
り
の
力
を
持
つ
と
信
仰
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

熊
野
川
流
域
だ
け
で
な
く
、
紀
伊
の

国
は
熊
野
三
山
以
外
の
信
仰
も
育
み
ま

し
た
。
16
世
紀
後
半
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、「
宗

教
団
体
が
四
つ
、
五
つ
あ
っ
て
宗
教
共

和
国
の
よ
う
だ
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
　

高
野
山
や
根
来
寺
、
粉
河

こ
か
わ

寺
、
雑
賀

さ
い
が

衆
の
勢
力
は
高
い
経
済
力
と
軍
事
力
を

擁
し
て
自
治
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
の

も
と
に
な
っ
た
の
は
、
豊
富
で
良
質
な

森
林
資
源
と
海
運
。
と
き
に
は
脅
威
に

も
な
る
豊
か
な
降
雨
が
森
林
を
育
む
源

で
し
た
し
、
海
に
浮
か
ぶ
大
き
な
島
の

よ
う
な
紀
伊
半
島
と
そ
こ
に
流
れ
る
川

は
、
舟
運
に
と
っ
て
高
速
道
路
の
よ
う

な
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
陸
中
心
に

考
え
る
今
の
ぼ
く
た
ち
の
価
値
観
で
は

理
解
で
き
な
い
世
界
が
、
熊
野
に
は
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ぼ
く
は
、
熊
野
川
は
水
が
き
れ
い
な

だ
け
で
な
く
、
河
原
の
石
が
艶
や
か
だ

と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
撹
乱
が

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
起
こ
る
の
で
、
常
に
動

い
て
洗
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

伊
勢
神
宮
に
行
く
と
き
に
渡
る
五
十
鈴

い
す
ず

川
も
石
が
き
れ
い
な
川
で
す
が
、
泥
や

苔
が
つ
い
て
い
な
い
石
は
、
清
浄
さ
を

感
じ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
穢
れ
を

浄
め
、
よ
み
が
え
り
の
力
を
増
幅
す
る

こ
と
に
も
役
立
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
17
〜
19
日
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行
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
世
界
唯
一
の

〈
川
の
参
詣
道
〉
で
し
ょ
う
。
新
宮
か

ら
那
智
山
へ
は
徒
歩
で
す
。

今
、
ぼ
く
た
ち
が
車
や
ジ
ェ
ッ
ト
船
、

特
急
電
車
を
使
っ
て
も
、
か
な
り
厳
し

い
行
程
で
す
。
箸
よ
り
重
い
も
の
を
持

っ
た
こ
と
が
な
い
平
安
貴
族
が
目
指
す

に
は
、
よ
ほ
ど
の
覚
悟
が
い
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
熊
野
詣
で
に
は

高
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
ね
。

熊
野
信
仰
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
た

熊
野
本
宮
語
り
部
の
会
会
長
の
坂
本
勲

生
さ
ん
は
、
熊
野
川
支
流
の
大
塔
川

お
お
と
う
が
わ

の

ほ
と
り
に
あ
る
請
川

う
け
が
わ

中
学
校
で
教
師
を

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
大
川
と
呼
ぶ
熊

野
川
は
、
非
常
に
大
事
な
交
通
路
で
あ

り
、
モ
ノ
の
行
き
来
、
人
間
の
行
き
来

の
要
だ
と
、
生
徒
た
ち
に
教
え
て
い
ま

上段右から：近畿地方整備局 紀南河川国道事
務所の由井伸直さん／河口にできた堆積物の
山。川の流れや潮流によって、形や大きさが
変化するため、常に監視が必要という。
下：熊野速玉大社そばの河川敷も台風12号で
被害を受け、いまだに復旧工事が行なわれて
いる。水深が浅い熊野川では大きな船が使え
なかったため、中世までは4、5人乗りの小型
船で本宮から行き来した。この場所は船着き
場として賑わった権現川原の辺りである。奥
に見える赤い橋が新熊野大橋。
林業が盛んなころは、筏に組んで流した木材
が新宮に集積した。
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架
橋
が
難
し
か
っ
た
時
代

土
木
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
長
大

な
ト
ン
ネ
ル
や
橋
が
つ
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
に
、
東
京
湾
を
車
で
横
断

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
か
つ
て
の
橋
は
や
す
や
す

と
架
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

し
、
お
金
も
か
か
る
こ
と
で
す
か
ら
、

利
用
頻
度
を
鑑
み
な
が
ら
費
用
対
コ
ス

ト
が
厳
密
に
検
討
さ
れ
た
の
は
当
然
の

こ
と
で
す
。
橋
を
渡
る
の
に
お
金
を
徴

収
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

五
十
畑
弘
さ
ん
の
指
摘
の
通
り
、

「
そ
も
そ
も
近
代
以
前
の
日
本
の
橋
は

〈
仮
〉
の
存
在
で
し
た
。
大
水
が
く
る

と
流
さ
れ
て
、
ま
た
修
復
す
る
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
し
て
」
い
ま
し
た
（
14

ペ
ー
ジ
参
照
）。

そ
う
い
う
目
で
見
直
す
と
「
石
橋
は

あ
る
意
味
で
は
き
わ
め
て
現
代
的
な
構

造
物
」
と
い
う
片
寄
俊
秀
さ
ん
の
指
摘

が
理
解
で
き
ま
す
。「
石
橋
は
、
リ
ユ

ー
ス
が
可
能
な
、
小
さ
な
ポ
ー
タ
ブ
ル

な
部
材
で
大
き
な
構
造
物
を
つ
く
り
上

げ
る
技
術
の
結
集
。
電
気
の
ヒ
ュ
ー
ズ

の
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
飛
ん
で
力
を
受

け
流
し
、
リ
セ
ッ
ト
し
て
復
活
で
き
る

仕
組
み
」
な
の
で
す
（
22
ペ
ー
ジ
参
照
）。

歴
史
的
な
存
在
と
し
て
見
て
い
た
石

橋
は
、
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
を
つ
な
ぐ

と
同
時
に
、
越
え
が
た
い
結
界
で
も
あ

り
ま
す
。
何
か
が
溜
ま
っ
た
り
、
佇
ん

だ
り
す
る
磁
場
が
あ
る
の
で
す
。
ま
た
、

人
が
集
ま
る
こ
と
で
賑
わ
い
空
間
に
な

り
、
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
や
す
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

景
観
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
橋
と
そ

の
周
辺
の
空
間
を
見
る
藤
本
英
子
さ
ん

は
、「
橋
に
象
徴
さ
れ
る
水
辺
空
間
に

は
、
劇
場
空
間
同
様
に
『
観
る
』『
観

ら
れ
る
』
と
い
う
関
係
性
を
生
み
出
す

面
白
さ
が
あ
る
」
と
い
い
ま
す
（
29
ペ
ー

ジ
参
照
）。

橋
を
陸
か
ら
で
な
く
川
か
ら
見
れ
ば
、

渡
る
だ
け
で
は
な
く
、
く
ぐ
る
も
の
で

も
あ
り
ま
す
。
船
に
乗
る
と
、
い
つ
も

の
見
慣
れ
た
風
景
が
ぐ
っ
と
ド
ラ
マ
チ

ッ
ク
に
見
え
る
の
は
、
非
日
常
の
魅
力

が
高
揚
感
を
生
み
出
す
か
ら
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

時
代
や
社
会
を
反
映
す
る
存
在

隅
田
川
に
架
か
る
現
在
の
永
代
橋
と

清
洲
橋
は
、
関
東
大
震
災
の
復
興
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
震
災
で
疲
弊
し
た
中
で
あ
れ
だ

け
の
大
事
業
が
行
な
わ
れ
た
背
景
に
は
、

「
城
下
町
江
戸
か
ら
近
代
都
市
と
し
て

の
帝
都
東
京
へ
と
、
都
市
の
実
質
を
変

文
化
を
つ
く
る
　

つ
な
ぐ
橋

編
集
部

橋
の
い
わ
ば
ハ
ー
ド
と
し
て
の
側
面
を

い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
松
村
博

さ
ん
は
、「
利
用
す
る
人
々
の
心
の
領

域
に
働
き
か
け
た
り
、
そ
れ
を
眺
め
る

人
々
に
訴
え
か
け
た
り
す
る
〈
何
か
〉

は
、
橋
の
文
化
的
な
価
値
を
高
め
て
い

る
要
素
の
一
つ
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す

（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）。

橋
に
か
か
わ
る
ド
ラ
マ
が
豊
富
だ
と

い
う
こ
と
は
、
水
路
が
た
く
さ
ん
張
り

巡
ら
さ
れ
て
い
た
証
し
で
す
。
実
際
に
、

大
阪
の
藤
井
薫
さ
ん
は
、
橋
の
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
で
、
水
都
の
再
生
を
前
進
さ

せ
て
い
ま
す
（
25
ペ
ー
ジ
参
照
）。

橋
の
存
在
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
は
、

地
域
の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
め
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
橋
の
物
語
や
履
歴
を
学
び

な
が
ら
、
地
域
資
源
の
掘
り
起
こ
し
や

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
活
用
し
た
ら

い
い
と
思
い
ま
す
。

舟
運
や
水
辺
空
間
の
記
憶
を
掘
り
起

こ
し
、
橋
が
何
を
つ
な
い
で
き
た
か
に

つ
い
て
、
も
う
一
度
問
い
直
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

舞
台
装
置
と
し
て
の
魅
力

橋
は
た
く
さ
ん
の
絵
に
描
か
れ
た
り
、

歌
に
詠
ま
れ
た
り
、
映
画
や
物
語
の
舞

台
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

橋
が
、
実
は
現
代
的
な
仕
組
み
で
つ
く

ら
れ
て
い
る
、
と
発
想
を
転
換
さ
せ
る

と
、
石
橋
の
見
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

橋
は
、
あ
っ
て
当
た
り
前

２
０
１
３
年
度
の
水
に
か
か
わ
る
生

活
意
識
調
査
（
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
）

で
「
日
本
を
代
表
す
る
橋
」
を
聞
き
ま

し
た
。
２
位
の
瀬
戸
大
橋
（
２
９
２
人
）

は
、
首
都
圏
・
大
阪
圏
・
中
京
圏
か
ら

ま
ん
べ
ん
な
く
挙
が
っ
て
い
て
、
全
国

区
の
橋
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
位
に
な
っ
た
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ

ジ
（
１
７
７
人
）
は
大
阪
圏
で
の
支
持
が

少
な
く
、
逆
に
５
位
の
明
石
海
峡
大
橋

（
１
１
９
人
）
は
大
阪
圏
か
ら
の
支
持
が

多
い
と
い
う
地
域
性
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
４
位
に
な
っ
た
錦
帯
橋
（
１
２
３

人
）
は
全
国
的
な
知
名
度
で
し
た
が
、

若
年
層
の
支
持
が
な
く
、
世
代
に
よ
る

差
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
１
位
は
、「
思
い
浮
か
ば

な
い
（
３
４
０
人
）
」
と
い
う
回
答
。
現

代
人
に
と
っ
て
橋
は
、
意
識
せ
ず
に
渡

っ
て
し
ま
う
存
在
に
な
っ
て
い
る
よ
う

な
の
で
す
。

橋
が
持
つ
文
化
的
価
値

し
か
し
、「
渡
る
」
と
い
う
機
能
は
、

え
る
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
っ

た
」
と
中
井
祐
さ
ん
は
読
み
解
き
ま
す

（
９
ペ
ー
ジ
参
照
）。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
橋
は
架
け

ら
れ
た
時
代
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

戦
後
の
瓦
礫
処
理
や
高
度
経
済
成
長

期
に
勃
興
し
た
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
、
多
く
の
水
路
が
埋
め
立
て

ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
地
名
だ
け
に

橋
の
名
前
が
残
っ
て
い
る
所
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
斉
藤
理
さ
ん
は
、

「
そ
の
判
断
は
、
そ
の
時
代
の
人
た
ち

が
出
し
た
解か

い

の
一
つ
」
と
い
い
ま
す

（
36
ペ
ー
ジ
参
照
）。

今
回
の
取
材
で
、「
そ
の
時
代
に
生

き
た
人
た
ち
が
下
し
た
判
断
の
結
果
と

し
て
、
今
の
都
市
の
姿
が
あ
る
」
と
い

う
言
葉
を
何
度
も
聞
き
ま
し
た
。
今
に

生
き
る
私
た
ち
の
価
値
観
で
、
過
去
の

判
断
結
果
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
私
た
ち
の
時
代
を

ど
う
す
る
か
」
と
い
う
評
価
と
判
断
が
、

今
後
の
橋
の
在
り
方
に
も
求
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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里川文化塾
詳細はHPで公開します。

http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/

調査報告
詳細はHPで公開しています。

http://www.mizu.gr.jp/chousa/#toolbook

10年後の水文化を
予測するためのツールブック

暮らしとかかわるすべての水循環の経路を、私たちのセンターでは
「里川」と呼んでいます。

いろいろな里川を発見しその価値を身近に感じたい！　ということで、
2011年度からスタートした〈里川文化塾〉。

「鶴見川の洪水対策～都市河川の治水施設を考える」と、
「水のおはなし会～河童の伝説とめぐる水の物語～」を実施しました。

2014年度の里川文化塾 開催予定

8月2日、9日
（ともに土曜日）2回開催

第19回里川文化塾

わくわくすいすい水辺探検

第18回里川文化塾
水のおはなし会 河童の伝説とめぐる水の物語

会期：2014年6月14日（土）　12時50分～16時30分

会場：東京都水道歴史館　3Fレクチャーホール

語り手：川原 ユウジさん（かわはら ゆうじ）おはなしプロデューサー

企画協力：古賀 邦雄さん（こが くにお）　古賀河川図書館　館長

／ミツカン水の文化センターアドバイザー

かつて日本人は湖沼や河川、井戸から水を汲み、それを運んで暮ら

していました。しかし、今は蛇口をひねれば飲み水が出て、水洗トイレ

はレバー1つできれいになります。下水道の普及によって衛生面も向上

しました。飲み水の確保さえままならず、乳幼児の死亡率が高い途上国

に比べれば、この変化は喜ばしいことと言ってよいでしょう。 

その反面、水をめぐって成り立っていたコミュニティが失われ、上下

水道の普及で費やすエネルギーが膨大になるなど負の面もあります。で

も、元の不便な生活に戻ることはきっと不可能です。

 　日本社会はこれからさまざまな問題と直面します。人口減で国や行政

の税収は少なくなるでしょうし、上下水道をはじめとする社会インフラ

を支えてきた担い手も減少するはずです。

はたして日本は、今の水文化を次代に引き継げるのだろうか――。こ

れが「10年後の水文化を予測するためのツールブック」をまとめた出発

点です。 

少し先の未来である「10年後」を念頭に、官公庁や公的機関が発表し

ている水に関するオープンデータを集めて現状を把握し、注目すべきポ

イントを探りました。まだまだ不十分ですが、1人でも多くの人たちと

一緒に「健全な水文化の継承」を考えるきっかけになればよいと思って

います。

第17回里川文化塾
鶴見川の洪水対策 都市河川の治水施設を考える

会期：2014年5月23日（金）

見学・訪問場所：（1）川和遊水地（横浜市都筑区）

（2）鶴見川流域センター（横浜市港北区）（3）鶴見川多目的遊水地（横浜市港北区）

講師：早迫 義治さん（はやさこ よしはる） 国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所 流域調整課長

講師：藤崎 伸二郎さん（ふじさき しんじろう）神奈川県 県土整備局 横浜川崎治水事務所 河川第一課長

講師：南部 信治さん （なんぶ のぶはる）公益財団法人横浜市体育協会

前 新横浜公園管理局事業部担当課長（現・神奈川スケートリンク管理課長）
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水の文化

第 47 号

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/

※ 禁無断転載複写

■水の文化48号予告

特集「減災センス」（仮）

「自分の命は自分で守る」という気構えを鍛え

るために、現代社会で進化する減災情報と、

歴史からの学びを融合させる知恵を探ります。

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。
ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し
た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、
事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください
http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽しめる内容です。
今年度の企画についても、詳細は順次ホームページでご案内します。ご注目
ください。

編
集
後
記

◆
老
朽
化
、
長
大
橋
架
設
に
よ
る
経
済
・
文
化
圏
の
変
化
な
ど
橋
に
か
か

わ
る
問
題
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
ひ
と
つ
の
橋
に
も
歴
史
と
そ

こ
で
暮
ら
す
人
々
の
思
い
が
あ
り
ま
す
。
川
舟
で
橋
を
下
か
ら
見
る
と
新

し
い
発
見
も
。
何
気
な
く
通
る
橋
を
違
っ
た
視
点
か
ら
見
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。（
後
）

◆
設
立
以
来
、
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
か
か
わ
っ
て
き
た
も
の
の
、

定
年
退
職
と
と
も
に
老
兵
は
去
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
こ
の

活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
か
ら
の
活
動
に
も
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上
げ
て
最
後
の
挨

拶
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
新
）

◆
個
人
的
に
は
、
大
阪
の
取
材
が
興
味
深
か
っ
た
。
何
十
回
と
通
っ
て
い

た
道
頓
堀
。
風
が
気
持
ち
い
い
季
節
に
は
北
浜
テ
ラ
ス
で
も
よ
く
飲
ん
で

い
た
。
嗚
呼
、
大
阪
に
住
ん
で
い
る
時
に
橋
の
魅
力
や
歴
史
を
十
分
に
理

解
し
て
い
れ
ば
、
水
都
大
阪
を
も
っ
と
楽
し
め
た
だ
ろ
う
に
・
・
。（
亜
）

◆
想
い
出
に
残
る
橋
は
高
校
の
修
学
旅
行
で
行
っ
た
長
崎
県
の「
西
海
橋
」。

そ
の
大
き
さ
と
美
し
さ
に
感
動
し
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ゲ
ー
ト
ブ
リ
ッ
ジ
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
に
描
か
れ

た
跳
ね
橋
を
探
し
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ア
ビ
ニ
ョ
ン
の
橋
の
上
で
は

歌
い
な
が
ら
踊
っ
て
み
た
り
し
た
。
意
外
と
私
は
「
橋
」
に
魅
力
を
感
じ

て
い
た
の
だ
。（
ゆ
）

◆
自
宅
の
最
寄
駅
近
く
に
は
、
小
さ
な
橋
が
あ
る
。
普
段
は
当
た
り
前
の

存
在
だ
が
、
桜
の
時
期
に
は
、
短
い
橋
の
上
を
歩
き
が
て
ら
、
お
花
見
を

す
る
の
が
実
は
些
細
な
楽
し
み
だ
。
小
さ
な
自
宅
へ
の
架
け
橋
に
、
こ
れ

か
ら
は
も
う
少
し
目
を
向
け
て
い
き
た
い
。（
原
）

◆
橋
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
感
の
構
造
物
に
あ
る
、
長
く
残
す
と
い
う
宿
命
。

し
か
し
「
朽
ち
果
て
な
い
」
頑
強
さ
も
大
事
だ
が
、
た
と
え
姿
形
を
変
え

て
も
長
く
「
使
わ
れ
る
」
こ
と
が
重
要
に
思
え
た
。
後
の
時
代
に
応
変
し

て
い
け
る
よ
う
に
余
白
を
残
す
、
柔
ら
か
い
発
想
に
注
視
し
た
い
。（
力
）

◆
赤
谷
の
土
砂
災
害
現
場
に
て
。
一
瞬
に
し
て
川
が
山
を
呑
み
込
ん
だ
よ

う
な
、
荒
涼
と
し
た
風
景
に
膝
が
震
え
ま
し
た
。
空
は
よ
く
晴
れ
て
い
ま

し
た
が
、
黄
泉
と
は
こ
ん
な
眺
め
か
も
と
さ
え
思
っ
た
り
。「
よ
み
が
え

る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
少
し
わ
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。（
麻
）

◆
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
が
途
切
れ
た
所
に
、
注
連
縄
が
張
ら
れ
紙
垂
（
し

で
）
が
下
が
る
。
結
界
だ
。
そ
の
先
の
小
川
に
橋
は
な
く
、
川
底
に
石
畳

が
敷
か
れ
て
い
る
。
増
水
す
れ
ば
渡
れ
な
い
先
に
あ
る
、
我
が
家
。
不
便

を
楽
し
み
な
が
ら
も
、
橋
が
架
か
る
の
を
期
待
。（
賀
）
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表紙上：日本三景の一つ、宮城県・松島。807年（大同2）坂上田村麻呂が毘沙門天を祀ったのが始まりといわれる小島には、橋桁の
間が空いた透橋（すきばし）が架けられている。五大堂参詣にあたって、足元を見つめて気を引き締めるためという。

表紙下：江戸期以前に開削された人工水路が縦横に市内を巡る山梨県都留市。小さな橋に、人が集まる。

裏表紙上：視点を変えると、橋の姿もこんなに変わる。長崎のシンボル〈中島川の石橋群〉、眼鏡橋の下流側に架かる袋橋。かつて
東岸には花柳界があり、光永寺住職の正木晴彦さんによると昭和40年代ごろまでは牡蠣船が係留されていたという。

裏表紙下1段目右：淀川に架かる、長さ790mのNTT十三（じゅうそう）専用橋。通信回線専用で、1984年（昭和59）に完成。

裏表紙下1段目左：埋め立てられた長柄運河（大阪市北区中津）に架けられた浜中津橋。何度も転用を重ね、鉄道橋としては日本最
古。阪急中津駅前から国道176号線へ通じる側道の橋として、いまだ現役。

裏表紙下2段目右：国道176号線（十三筋）が十三大橋にかかる上り勾配の下は、道路がクロスしている。橋下空間を有効活用。

裏表紙下2段目左：十三大橋のたもとには東西南北を示す道標があり、足下には高麗橋の方向を指す浮き彫りが刻まれていた。
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