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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）。



11 帝都復興における橋とデザインの思想

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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