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れ

か

ら

自

動

車

、

さ

ら

ッ

ク

が

通

る
よ
う
に
な
っ
て
、
か
な
り
手
を
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

戦
後
に
な
り
ま
す
と
、
急
速
に
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
時
代
に
な
り
ま
し
て
、
ま
ず
、
旧
街
道
等
を
と

り
あ
え
ず
舗
装
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
で
は
す
ぐ
足
り
な
く
な
っ
て
バ
イ
パ
ス
が

盛
ん
に
つ
く
ら
れ
ま
す
。
そ
の
次
は
高
速
道
路
と
い

う
流
れ
に
な
る
わ
け
で
す
。

新
し
い
交
通
機
関
の
出
現
と
普
及
に
伴
っ
て
道
も

変
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
，
平
地
の
場
合
は
、
そ

れ
ま
で
の
道
路
を
拡
幅
し
て
路
面
を
強
化
す
れ
ば
い

い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
峠
道
の
場
合
は
、
カ
ー
プ

―
つ
、
勾
配
―
つ
で
、
従
来
の
道
路
を
全
く
捨
て
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

見
暗
ら
し
の
い
い
と
こ
ろ
で
峠
を
眺
め
て
み
ま
す

と
、
自
動
車
用
の
新
道
や
ハ
イ
キ
ン
グ
用
の
古
道
、

つ
い
で
に
鉄
道
も
見
え
た
り
し
て
、
生
き
た
交
通
史

に
そ
の
ま
ま
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
特
に
峠
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
峠
道
は
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
土
木
技
術
レ

ベ
ル
を
非
常
に
よ
く
残
す
歴
史
遺
産
で
あ
り
ま
す
し
、

ま
た
、
自
然
を
胴
喫
し
な
が
ら
歩
け
ま
す
し
ね
。

野
村
建
殷
省
の
施
策
と
し
て
は
、
こ
こ
数
年
来
、

全
国
的
に
歴
史
的
文
化
的
土
木
遣
産
を
調
べ
て
お
り

ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
歴
史
的
な
道
そ
の
も
の

に
も
着
目
し
て
、

7

歴
史
国
道
」
の
整
備
事
業
を
平
成

七
年
度
に
創
設
し
ま
し
た
。
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト

は
、
「
歴
史
と
ロ
マ
ン
の
体
験
道
づ
く
り
」
と
い
う
こ

座談会

r
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伊

藤

本

日

は

畔
g

史
の
道
L

を
テ
ー
マ
に
い
ろ
い

ろ
と
お
話
を
い
た
だ
い
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

「
歴
史
の
道
」
調
査

0

整
備
事
業
は
昭
和
五
二
年
度

に
始
ま
り
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
一
-
]
六
都
府
県
で
四

百
以
上
の
街
道
を
調
査
し
、
一

0
か
所
の
街
道
、
ニ

五
か
所
の
古
道
。
交
通
遺
跡
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
、
こ
の
事
業
を
最
初
に
発
案
さ
れ
ま
し
た
仲

野
先
生
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
な
ど
を
う
か
が
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

仲
野

7

歴
史
の
道
」
の
事
業
を
始
め
る
と
き
に
ヒ
ン

ち
ょ
う
い
し

ト
に
な
っ
た
の
が
高
野
山
の
町
石
な
ん
で
す
。
指
定

炉
発
生
す
る
た
め
に
は
官
報
に
登
載
す
る
と
か
、
い

ろ
ん
な
手
続
が
あ
る
ん
で
す
が
、
高
野
山
の
町
石
は

雛
題
で
し
て
。

当
初
は
、
ニ
―
六
本
の
町
石
の
あ
る
ど
こ
ろ
だ
け

指
定
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
、
地
番
が

何
番
地
に
あ
る
か
調
べ
る
の
が
な
か
な
か
難
し
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
ほ
ん
と
う
に
全
部
残
っ
て
い
る
か
。

六
里
の
山
道
を
｝
＇
私
は
ず
い
ぶ
ん
歩
き
ま
し
た
。

告
示
を
す
る
ま
で
に
一
三
年
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
い
る

わ
け
て
す
。
そ
れ
で
、
町
石
一
本
一
本
や
っ
た
っ
て

し
ょ
う
が
な
い
、
道
と
し
て
や
ろ
う
と
。
そ
う
い
う

仕
事
を
や
り
始
め
ま
し
た
と
き
、
保
護
審
の
臨
時
委

員
の
児
王
幸
多
さ
ん
（
元
学
習
院
大
学
長
）
が
、
「
道

を
や
る
か
ら
に
は
、
ま
ず
五
街
道
か
ら
や
ろ
う
じ
ゃ

な
い
か
」
と
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
、
環
境
庁
の

「
東
海
自
然
歩
道
」
と
い
う
事
業
が
始
ま
っ
て
、
こ
れ

は
や
ら
れ
た
と
（
笑
）
。

と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
道
の
歴
史
と
文
化
の
継

承
を
地
域
お
こ
し
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
視
点
が

あ
る
わ
け
で
す
。

も
う
―
つ
は
、
平
成
八
年
度
か
ら
の
新
規
事
業
で
、

「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ト
レ
イ
ル
」
事
業
。
こ
れ
は
歩
く
こ

と
を
通
じ
て
健
康
福
祉
活
動
を
支
援
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
す
。
曹

建
設
省
の
事
業
も
、
い
わ
ゆ
る
縦
割
り
的
な
と
こ

ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ト

レ
イ
巴
事
業
は
、
歩
行
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
す

か
ら
、
道
路
だ
け
で
な
く
て
、
公
園
と
か
河
川
と
か

を
組
み
入
れ
な
が
ら
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、

非
常
に
幅
の
広
い
事
業
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
長

期
的
に
は
千
か
所
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、

市
町
村
の
三
つ
に
―
つ
は
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
か
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
「
歴
史
国
道
」
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ト
レ
イ
ル
」

に
つ
い
て
は
、
建
設
省
と
文
化
庁
で
協
議
を
い
た
し

ま
し
て
、
文
化
財
や
イ
ベ
ン
ト
と
か
保
存
と
活
用
に

関
す
る
部
分
は
、
ぜ
ひ
文
化
庁
の
ほ
う
が
支
援
し
て

い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
歩
く
側
の
立
場
と
し
て
、
木
谷
さ
ん
、

お
願
い
し
ま
す
。

木
谷
私
ど
も
の
協
会
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

あ
っ
た
昭
和
三
九
年
に
発
足
い
た
し
ま
し
て
、
五
八

年
に
環
境
庁
の
社
団
法
人
に
な
り
ま
し
た
。

先
ほ
ど
仲
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
東
海
自
然

歩
道
L

が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
〈
こ
れ
は
ま
ず
、
う
ち

大熊厚志氏
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し
か
し
、
ど
う
も
あ
ち
ら
の
ほ
う
は
、
必
ず
し
も

歴
史
性
を
重
ん
ず
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
こ
と
が

わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
は
こ
ち
ら

は
学
術
的
に
い
っ
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
始

め
ま
し
た
。

伊
藤
次
に
、
実
際
に
道
路
行
政
に
携
わ
っ
て
こ
ら

れ
ま
し
た
お
立
場
か
ら
の
お
話
を
、
野
村
さ
ん
に
お

願
い
し
ま
す
。

野
村
私
は
、
建
設
省
等
で
三

0
年
間
、
数
多
く
の

道
路
計
画
に
幅
広
く
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
国
道
な

ど
の
新
た
な
路
線
計
画
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の

道
路
の
変
遷
が
ど
う
だ
っ
た
か
、
よ
く
現
地
を
闘
ベ

た
上
で
ル
ー
ト
を
つ
け
て
き
た
つ
も
り
で
す
。

立
派
な
古
代
道
路
の
発
掘
も
あ
り
ま
す
が
、
一
般

的
に
見
れ
ば
、
日
本
の
道
は
最
初
は
人
間
だ
け
が
歩

け
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
が
、
そ
の
う
ち
手
が
入

に

だ

れ
ら
れ
て
荷
駄
も
通
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
か
ら
ず
っ
と
同
じ
よ

う
な
状
況
が
続
い
た
ま

ま
、
明
治
維
新
を
迎
え

た
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
、

ま
ず
馬
車
が
入
っ
て
き

ま
す
。
馬
車
を
通
す
た

め
に
そ
れ
ま
で
の
道
が

か
な
り
変
わ
っ
た
。
そ

の
協
会
で
歩
か
な
き
ゃ
〉
と
い
う
こ
と
で
、

み
の
お

を
出
し
て
、
東
京
の
高
尾
か
ら
大
阪
の
箕
丙
ま
で
歩

い
た
ん
で
す
が
、
全
く
整
備
さ
れ
て
い
な
い
し
、
宿

も
な
い
、
車
で
救
援
に
行
く
に
も
連
絡
が
取
れ
な
い
、

無
線
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
な
難
行
苦
行
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

ち
ょ
う
ど
当
時
は
東
名
高
速
道
路
や
新
幹
線
な
ど
、

絢
爛
た
る
科
学
文
明
の
花
が
咲
い
た
と
き
で
、
「
東
海

自
然
歩
道
」
は
、
一
種
の
文
明
批
判
的
な
発
想
の
も

と
に
、
た
だ
東
京
と
大
阪
を
線
で
結
ん
だ
だ
け
と
い

う
感
じ
で
し
た
ね
。
そ
の
後
整
備
さ
れ
た
自
然
歩
道

は
、
で
き
る
だ
け
細
切
れ
に
し
て
、
一
日
単
位
で
歩

け
る
道
を
百
か
所
以
上
つ
な
ぐ
と
か
、
今
は
非
常
に

よ
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
r

東
海
自
然
歩
道
の
歩

き
に
く
さ
、
宿
舎
の
な
さ
は
全
体
的
に
あ
ま
り
変
わ

っ
て
い
ま
せ
ん
。

野
村
予
備
謂
査
が
十
分
で
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

木
谷
歩
か
な
い
で
線
だ
け
引
い
た
。

一
般
に
環
境
庁
は
、
道
路
を
整
備
す
る
だ
け
で
、

利
用
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
な
い
も
の
で
す

仲
野
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大

熊

さ

ん

が

お

っ

し

た

く

さ

ん

の
文
化
財
や
歴
史
性
豊
か
な
古
道
が
あ
る
の
に
、
そ

れ
を
ど
う
活
用
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
な
か
な
か
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
描
け
な
い
場

合
が
多
い
よ
う
で
、
文
化
庁
と
し
て
も
そ
の
点
は
深

一
刻
に
受
け
と
め
て
お
り
ま
す
。
平
成
八
年
度
か
ら
は
、

i

調
査
だ
け
で
は
な
く
て
、
文
化
財
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
づ
く
り
を
ど
う
す
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
ん
な
ふ

う
に
活
用
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
活
用
事
業
と
し

て
は
ど
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か

r

そ
れ
か
ら
指

導
員
の
養
成
は
ど
う
す
る
か

Q

ま
た
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
な
ど
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
っ
て
い
く
か
、
啓
発

活
動
、
広
報
活
動
は
ど
う
し
て
い
く
か
。
こ
れ
ら
ソ

フ
ト
面
に
関
す
る
補
助
事
業
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

仲
野
東
急
電
鉄
が
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
と
い
う
の
を

始
め
て
当
た
り
ま
し
た
ね
。
休
み
に
な
る
と
わ
ん
さ

と
子
ど
も
が
押
し
か
け
る
。

伊
藤
私
鉄
沿
線
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
仕
組
ん
だ
り
、

イ
ベ
ン
ト
の
つ
く
り
方
が
上
手
で
す
よ
ね
。

仲
野
や
っ
ぱ
り
行
政

以
外
の
人
に
も
ぜ
ひ
加

わ
っ
て
も
ら
っ
て
、
楽

し
み
な
が
ら
や
り
た
い
。

国

野

村

こ

れ

か

ら

高

齢

詞
化
社
会
に
な
り
ま
す
と

r

野
団
体
旅
行
よ
り
は
夫
婦

単
位
と
か
、
個
人
的
に

動
く
人
が
か
な
り
多
く

な
る
の
で
は
な
い

木
谷
増
え
て
い
ま
す
ね
。

野
村
そ
の
と
き
に
、
ど
ん
な
人
で
も
こ
の
紙
一
枚

持
っ
て
い
れ
ば
間
違
い
な
く
辿
れ
る
と
い
う
き
ち
ん

と
し
た
地
図
が
必
要
で
す
ね
。
解
説
が
い
ろ
い
ろ
あ

っ
て
も
、
き
ち
ん
と
し
た
地
図
が
な
い
と
こ
ろ
が
非

常
に
多
い
ん
で
す
。

近
鉄
の
駅
に
は
昔
、
仕
寺
を
書
き
込
ん
だ
五
万
分

の
一
と
か
二
万
五
千
分
の
一
を
使
っ
た
地
図
が
必
ず

置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
ぜ
ひ
備
え

て
も
ら
い
た
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す

C

仲
野
昔
か
ら
の
夢
な
ん
で
す
が
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

の
自
動
販
売
機
が
欲
し
い
ん
で
す
。

木
谷
そ
う
で
す
ね
。
駅
ご
と
に
ね
。

仲
野
現
地
に
行
く
と
、
道
で
あ
れ
ば
入
り
口
で
百

円
か
二
百
円
ぐ
ら
い
で
手
に
入
る
。
道
の
場
合
は
、

安
全
の
た
め
に
ぜ
ひ
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。

か
な
め

そ
れ
と
「
歴
史
の
道
」
の
事
業
の
要
は
、
非
常
時

の
対
応
方
法
で
す
ね
。

伊
藤
山
の
中
が
多
い
で
す
か
ら
ね
。

仲
野
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
自
動
車
道
に
抜
け
ら
れ
る

抜
け
道
が
あ
わ
せ
て
整
儲
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す

C

そ
れ
か
ら
、
緊
急
用
の
通
信
方

法
。
そ
れ
ら
が
備
わ
っ
て
利
用
す
る
人
が
増
え
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
例
え
ば
病
人
が

出
た
と
き
、
マ
ム
シ
に
か
ま
れ
た
と
き
、
電
話
も
な

け
れ
ば
何
も
な
い
。
現
実
に
そ
う
な
わ
け
で
す
か
ら
、

い
ず
れ
解
決
し
な
い
と
い
か
ん
問
題
だ
と
思
っ
て
い

で
す
。

か
ら

f

自
然
歩
道
を
つ
く
っ
て
も
、
そ
れ
を
利
用
す

る
の
は
教
育
委
員
会
と
か
健
康
福
祉
の
関
係
で
使
う

の
で
、
私
ど
も
の
協
会
も
た
い
が
い
教
育
委
員
会
と

一
緒
に
な
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
の
で
、
「
歩
き
・
み

C

ふ
れ
る
歴
史
の
道
」
で
も
、
こ
ち
ら
か
ら
押
し
か
け

て
仲
間
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
こ
と
で
す
。

伊
藤
今
の
お
話
の
、
「
歩
き
。
み
。
ふ
れ
る
歴
史
の

道
」
事
業
は
、
文
化
庁
が
主
唱
し
て
、
木
谷
さ
ん
た

ち
を
は
じ
め
四
団
体
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

平
成
七
年
度
か
ら
実
際
に
歩
く
会
を
開
催
し
て
い
ま

す。
去
年
は
約
一
六

0
か
所
ほ
ど
事
業
が
あ
り
ま
し
て
、

初
め
て
奈
良
県
で
中
央
大
会
を
開
催
し
、
全
国
で
約

四
万
人
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
二

0
0か
所
で
約
五
万
人
の
参
加
を

見
込
ん
で
お
り
ま
す
。
今
、
集
計
を
と
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
大
変
反
応
が
よ
く
て
、
見
込

み
以
上
の
人
数
が
集
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

木
谷
私
ど
も
で
は
、
二
年
前
に
熊
野
古
道
を
歩
い

た
ん
で
す
。
京
都
の
平
安
神
宮
か
ら
大
阪
、
和
歌
山

城
を
経
て
、
田
辺
か
ら
熊
野
三
山
を
抜
け
ま
し
て
、

璽
呂
、
そ
し
て
伊
勢
の
ほ
う
ま
で
歩
く
。
参
加
者
は
、

三

1
四
百
人
く
ら
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す

が
、
何
と
千
人
以
上
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

熊
野
は
一
度
は
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、

と
て
も
一
人
じ
ゃ
行
け
な
い
と
、
特
に
高
齢
の
方
の

参
加
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。

私
ど
も
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
け
ど

r

地
元
の
和

歌
山
県
も
非
常
に
び
っ
く
り
さ
れ
て
ま
し
て
ね
。
「
歴

史
の
道
」
だ
と
全
国
的
に
非
常
に
反
応
が
い
い
ん
で

す
。
特
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
私
ど
も
が
歩
い

た
後
を
、
「
千
人
も
通
っ
た
ん
だ
か
ら
か
な
り
道
が
汚

さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
日
赤
の

方
々
が
入
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
ご
み
―
つ
落
ち
て
な

か
っ
た
。
熊
野
の
よ
う
に
聖
な
る
五
歴
史
の
道
」
と

い
う
と
、
ご
み
を
落
と
す
人
も
い
な
い
ん
で
す
。

伊
藤
最
後
に
、
「
歴
史
の
道
」
や
地
域
の
文
化
財
の

活
用
を
仕
掛
け
て
い
る
立
場
と
し
て
、
大
熊
さ
ん
に

お
願
い
し
ま
す
。

大
熊
「
歴
史
の
道
」
の
調
査
が
始
ま
っ
た
と
き
、
岐

阜
県
が
一
番
最
初
に
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

「
中
山
道
は
を
調
査
し
ま
し
た
忍
、
こ
の
報
告
書
の
売

れ
行
き
が
非
常
に
よ
ろ
し
く
て
、
二
度
も
復
刻
し
た

ん
で
す
が
、
す
べ
て
品
切
れ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん

な
こ
と
で
r

役
所
も
、
．
こ
れ
を
何
と
か
地
域
お
こ
し

に
使
え
な
い
か
と
。
特
に
東
美
濃
は
、
最
近
で
は
石

の
博
物
館
の
「
博
石
館
」
と
か
「
阿
木
川
ダ
ム
」
と

か
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
脚
光
を
浴
び

る
観
光
資
棚
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、

県
と
東
美
濃
の
市
町
村
と
で
r

「
道
の
文
化
首
都
構

想
」
、
あ
る
い
は
「
中
山
道
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」
と

r

歴
史
的
な
資
梱
を
地
城
お
こ
し
に
ど
ん
ど

ん
使
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

東
美
濃
と
南
信
濃
の
首
長
さ
ん
が
集
ま
っ
て
協
議

会
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
方
向
性
と
い
う
か
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
が
ま
だ
な
い
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま

す
。
そ
の
へ
ん
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
じ
ゃ
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ら
、
こ
れ
だ
け
の
人
が
利

用
し
て
も
、
．
「
中
山
道
」
っ
て
こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
と
い
う
の
を
、
意
外
と
地
元
の
方
が
ご
存
じ
な
い
。

こ
れ
も
問
題
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
岐
阜
県
の
他
で
も
報
告
書
が
大
変
好
評
だ
っ

た
と
い
う
話
は
ず
い
ぶ
ん
聞
い
て
い
ま
す
。
静
岡
県

な
ど
は
、
も
う
一
回
補
足
調
査
を
し
て
、
県
を
貫
く

一
本
の
道
と
し
て
の
報
告
雪
に
つ
く
り
直
す
と
い
う

大
変
す
ば
ら
し
い
事
業
を
や
っ
て
い
ま
す
ね
。

仲
野
中
山
道
に
例
を
と
れ
ば
、
岐
阜
だ
け
で
な
く

幾
つ
か
の
県
に
ま
た
が
る
わ
け
で
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
、

全
部
完
結
し
た
「
道
」
単
位
の
報
告
書
に
編
集
し
直

す
と
い
う
こ
と
を
や
ら
れ
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

伊
藤
本
来
、
道
は
一
本
で
、
現
在
の
都
道
府
県
の

区
割
り
に
は
関
係
な
く
見
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う

f

至
極
正
当
な
ご
指
摘
だ
と
思
い
ま

す
(
J

ま
す
。

野
村
日
本
で
は
自
己
責
任
が
ち
ょ
っ
と
あ
や
ふ
や

で
、
人
手
を
加
え
た
施
設
に
関
連
す
る
事
故
は
、
管

理
者
の
責
任
に
な
り
や
す
い
も
の
で
す
か
ら
、
．
歩
く

道
全
体
の
安
全
の
確
保
に
は
、
十
分
に
対
応
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

く

よ

も

が

み

仲
野
例
え
ば
、
球
磨
川
下
り
で
も
、
最
上
川
下
り

で
も
、
み
ん
な
が
舟
に
乗
っ
て
下
る
間
に
、
バ
ス
は

次
の
地
点
に
行
っ
て
待
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
す
ね
。

自
家
用
の
場
合
に
は
運
転
代
行
と
か
、
自
転
車
だ
っ

た
ら
乗
り
捨
て
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
ね
。

野
村
イ
ベ
ン
ト
の
と
き
だ
け
で
も
、
そ
う
い
う
よ

う
な
サ
ー
ピ
ス
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
要
は
、
ハ
ー
ド
づ
く
り
と
ソ
フ
ト
づ
く
り
を

う
ま
く
絡
み
合
わ
せ
て
、
使
う
側
の
意
見
も
き
ち
ん

と
聞
い
て
、
い
い
も
の
を
つ
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
ね
。
車
で
来
た
り
、
バ
ス
で
乗
り
継
い
だ
り
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
歩
く
人
、
楽
な
部
分
だ
け
歩
き

た
い
人
、
い
ろ
ん
な
ニ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な

か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

木
谷
歩
か
せ
て
い
た
だ
く
立
場
か
ら
ひ
と
つ
お
願

へ
ん
ろ
み
ち

い
し
た
い
の
は
、
例
え
ば
四
団
の
遍
路
道
を
歩
い
て

い
ま
す
と
、
建
骰
省
の
大
き
な
道
標
と
、
環
境
庁
の

道
標
と
、
昔
な
が
ら
の
道
標
が
、
み
ん
な
同
じ
と
こ

ろ
に
立
っ
て
い
る
ん
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
も
み
ん
な
バ

ラ
バ
ラ
で
す
。
こ
う
い
う
の
は
政
府
と
し
て
統
一
し

た
デ
ザ
イ
ン
の
道
標
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
登
り
道
に
、
歩
き
や
す
い
よ
う
に
階

段
が
つ
け
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
r

階
段
と
い

う
の
は
、
登
り
や
す
い
と
下
り
る
と
き
は
非
常
に
下

り
に
く
い
ん
で
す
。

伊
藤
ス
テ
ッ
プ
の
切
り
方
で
す
ね
。

木
谷
え
え
。
今
ま
で
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
研

究
な
さ
れ
な
い
ま
ま
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん

で
す
。
ど
ん
ど
ん
整
備
し
て
い
た
だ
い
て
、
我
々
ゥ

ォ
ー
カ
ー
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
世
界
が
や
っ
て
き

た
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
。

大
熊
私
ど
も
と
し
て
も
、
だ
れ
が
旗
を
振
っ
て
い

く
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
難
し
い
面
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
よ
う
と
い
う
整
備
方
針
が
な
い
と
、
同
じ
碑

が
三
本
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ど
こ

か
が
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
、
「
あ
な
た
の
と
こ
ろ
は
こ
れ

と
こ
れ
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
の
が
ま
だ
ま
だ

必
要
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

木
谷
そ
れ
か
ら
、
熊
野
古
道
に
し
て
も

r

中
山
道

に
し
て
も

r

い
ろ
ん
な

と
こ
ろ
に
昔
の
石
碑
が

立
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、

麟
ま
ず
読
め
な
い
で
す
ね
。

麟
芭
蕉
の
句
碑
だ
と
か
い

正
っ
て
も
、
何
の
句
か
わ

藤伊
か
ら
な
い
。
小
さ
く
て

も
い
い
で
す
か
ら
、
ぜ

ひ
わ
か
る
よ
う
な
形
で

今
の
言
葉
で
解
説
板
を
立
て
て
い
た
だ
く
と
、
理
解

が
い
く
と
思
い
ま
す
c

.

野
村
戻
っ
て
一
生
懸
命
調
べ
て
、
よ
う
や
く
あ
れ

が
こ
れ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
や
っ
ぱ

り
現
地
で
感
動
し
な
い
と
忘
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。

伊
藤
ど
ん
な
仕
様
が
い
い
の
か
、
ど
う
い
う
材
質

が
い
い
の
か
と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
地
域
ご
と
に
ず

い
ぶ
ん
違
う
ん
で
す
ね
。
雪
の
降
る
と
こ
ろ
と
降
ら

な
い
と
こ
ろ
で
は
違
い
ま
す
の
で
、
一
定
の
エ
リ
ア

内
で
統
一
を
と
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
ね
。

大
熊
こ
ち
ら
に
も
苦
情
が
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
来
る
ん

む
ょ
う
し
さ

で
す
。
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
複
数
の
標
識
の
問
題
と
、

こ
わ

も
う
―
つ
は
壊
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
パ
ッ
と
見

て
仏
様
が
壊
れ
て
い
る
よ
り
、
標
柱
が
ひ
っ
く
り
返

っ
て
い
る
ほ
う
茄
、
「
管
理
が
悪
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

木
谷
基
本
は
受
益
者
負
担
で
、
無
料
と
い
う
の
は

や
め
な
い
と
。
補
修
の
費
用
も
か
か
る
わ
け
で
す
し
、

み
ん
な
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
し
。

中
辺
路
町
と
本
宮
町
で
は
r

古
道
の
王
子
跡
を
歩

い
た
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
千
円

び空
J

と
一
緒
に
送
る
ん
で
す
。
町
へ
。
そ
う
す
る
と
檜
の

絵
馬
の
完
歩
証
明
証
が
送
り
返
さ
れ
て
き
ま
す
が
、

残
り
は
捕
修
費
な
ん
で
す
。

野
村
建
設
省
の
ほ
う
で
は
、
例
え
ば
、
都
道
府
県

道
に
指
定
し
て
自
転
車
道
を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
る

ん
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ト

レ
イ
ル
も
、
市
町
村
道
等
に
認
定
す
れ
ば
r

道
路
管

理
全
体
の
予
算
を
適
用
で
き
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

ゅ
う
づ
う

か
な
り
融
通
は
き
く
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
標
誡
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
対
自
動

車
で
す
と
、
全
国
ど
こ
へ
行
っ
て
も
共
通
の
標
識
が

当
然
必
要
で
す
し
、
外
国
人
用
に
ロ
ー
マ
字
も
入
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
す
が

f

．
対
歩
行
者
に

な
り
ま
す
と
、
か
な
り
自
由
度
が
出
て
く
る
と
思
う

ん
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
三
省
庁
で
話
し
合
い
を

し
て
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
標
準
化
し
て
お
い
て
、

あ
と
は
地
域
の
特
色
を
加
味
す
る
と
か
、
う
ま
く
や

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

仲
野
こ
れ
か
ら
は
横
の
連
絡
、
お
互
い
の
話
し
合

い
で
、
何
か
共
通
ル
ー
ル
が
な
い
と
い
け
な
い
と
思

い

ま

す

ね

。

・

木
谷
三
本
の
矢
で
す
ね
。

伊
藤
安
全
性
の
確
保
と
か

r

実
際
に
歩
く
人
た
ち

の
立
場
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
ふ
う
な
整
備
や
サ
ー
ビ

ズ
が
で
き
る
の
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
紐
か
く
地

域
ご
と
に
見
直
し
を
し
て
、
地
域
の
や
り
方
を
決
め

て
い
か
な
い
と
、
道
の
活
用
は
広
が
ら
な
い
と
い
う

ご
提
言
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
各
省
庁

そ
れ
ぞ
れ
が
や
る
の
で
は
な
く
て
、
力
を
あ
わ
せ
て

真
剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。

今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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Eヨ
撮影．／三沢博昭

よみかさ

桃介橋は、木曽川の水力を利用しだ発電所である読書発霊所の建設にともない、その資

材遣搬のだめ大正11年に架けられだ全畏247メートルの吊橋である。当初は資材運搬のトロ

ッコ用の橋であったがその後、町の人々のための歩道橋となっだ。昭和52年末［こ老朽化

のだめ通行禁止となっだガ、平成4~5年度に復原修理が行われ、現在は歩道櫛としてよ

みがえっている。

桃介鬱の名称は、読書発電所の建設を進めだ当時の大同霞力社長福沢桃介（福沢諭吉の

娘嬌）に由来するもので、読書発電所は大正12年の建設時には我ガ国で最大出力を誇る水

路式発電所であっだ。

床部と1---ラス状の桁 ex形の部分）を木造とする点が特徴で、この部分は鉄製のケーフ

ルによってできる吊稿の強度を浦う役割を果だしている。専門困語では、トラス状の桁を

補割桁、この形式の橋を補剛吊橋と暉び、この橋［出補剛桁ガ木造で花ること力ら「木製捕

剛吊黍」と呼ばれる。我ガ国に現存芍る最古の木製補剛吊褥で、大きさも、近年建設され

ている大型の梱と比較すると目立ちはしないが木製補剛吊橋としては最大である。

巨大獨造物は近代化とともに大型化し、その形式が変化•発展する。この橋は、そうし
だ巨大構造物の近代化の過程を知る上で貴重な存在である。

（文化財保悪部建造物鰈文化財調査官後藤治）

じめじめした 6月を終え、そろそろ本格的な夏を迎える季節とな

りました。ギラギラした太陽のもと海で泳ぐもよし、一面に広がる

星空のもとキャンプをするもよし、想條するだけでワクワクしてく

るのではないでしょうか。

私も海や山へ行くのを楽しみにしているひとりですが、今年の夏

は「文化」にじっくり触れる機会もつくろうと考えています。美術

館。博物館めぐりをしたり、また、座史ある古道を歩き、周辺の史

跡などの文化財を見るのも妙案だとは思いませんか。暑い夏に心落

ち着く

はどうでしょうか。

と考えているあなた。ぜひ試してみて

（牟）
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