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魅
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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

松村 博 さん
まつむら ひろし

1944年大阪市生まれ。京都大学大学院
工学研究科（土木工学専攻）修了。
1969年から2004年まで、大阪市に勤務
して神崎橋、川崎橋、此花大橋などの
建設や都市計画、都市工学情報の発信
などを担当。

主な著書に、『八百八橋物語 大阪文庫
〈6〉』（松籟社 1984）、『大阪の橋』（松
籟社 1987）、『橋梁景観の演出―うる
おいのある橋づくり』（鹿島出版会
1988）、『京の橋ものがたり 京都文庫』

（松籟社 1994）、『日本百名橋』（鹿島
出版会 1998）、『大井川に橋がなかっ
た理由』（創元社 2001）、『論考 江戸の
橋』（鹿島出版会 2007）ほか
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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
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０
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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
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匂
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富
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平
塚

崎

小
田
原箱

根
三
島

沼
津

吉
原蒲

原

吉

津津津島
沼沼
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三

田
小

箱

小

川川

塚
平

匂

渡
川
士
富

渉
徒
川
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郷郷

酒
渡
入
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渡
郷
六六六六
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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。


