
今号の表紙 ／ 第一大戸川橋梁

昭和29年、大戸川に架けられた国鉄信楽線（現 信楽高原
鐡道）の橋。国内初の本格的なポストテンション方式ＰＣ鉄
道橋で、平成20年に登録有形文化財（建造物）に登録さ
れ、令和３年には国の重要文化財に指定された。
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い
づ
れ
の
御
時
に
か 

女
御

更
衣
あ
ま
た
候
ひ
給
ひ
け
る
中
に

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が

す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り

　

高
校
の
古
典
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
た
『
源
氏
物
語
』。訳
も
分
か
ら
ず
冒
頭

を
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
私
だ
け
じ
ゃ

な
い
は
ず
。キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
見
分
け
に

高
度
な
ス
キ
ル
を
必
要
と
す
る
大
和
和
紀

の
漫
画『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』を
読
ん
だ
の

も
遠
い
昔
。美
男
子
の
光
源
氏
が
さ
ま
ざ

ま
な
女
性
た
ち
と
恋
に
落
ち
る
、
く
ら
い

の
記
憶
し
か
な
い
。よ
し
、こ
こ
は
ひ
と
つ
、

『
源
氏
物
語
』の
復
習
も
か
ね
て
、
作
者
で

あ
る
紫
式
部
に
つ
い
て
知
る
旅
な
ん
て
の

は
ど
う
だ
ろ
う
。

　

彼
女
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
、
平
安
京
。

つ
ま
り
は
、現
在
の
京
都
。仕
事
を
し
て
い

た
の
は
、も
ち
ろ
ん
宮
中
だ
。と
い
う
こ
と

は
、自
ず
と
行
き
先
は
見
え
て
く
る
。観
光

客
で
激
混
み
す
る
季
節
だ
け
ど
、
逆
に
言

え
ば
、
や
っ
ぱ
り
京
都
は
秋
が
い
い
っ
て

こ
と
！ 

調
べ
て
み
た
ら
、
紫
式
部
ゆ
か
り

の
地
は
京
都
だ
け
じ
ゃ
な
く
滋
賀
に
も
点

在
し
て
い
る
み
た
い
。だ
っ
た
ら
足
を
延

ば
し
て
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説

『
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
』の
舞
台
に
な
っ
た
信
楽

へ
も
行
っ
て
み
よ
う
。連
綿
と
今
に
受
け

継
が
れ
る
文
化
と
歴
史
に
ふ
れ
る
旅
の
は

じ
ま
り
だ
。

　

季
節
外
れ
の
暑
さ
を
凌
ぎ
な
が
ら
、紅
葉

シ
ー
ズ
ン
の
お
で
か
け
先
を
考
え
て
い
た
時
、

ふ
と
目
に
留
ま
っ
た
の
は
、
令
和
６
年
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
光
る
君
へ
」
に
ま
つ
わ
る

ニ
ュ
ー
ス
記
事
だ
っ
た
。63
作
目
と
な
る
大

河
ド
ラ
マ
は
、主
演
に
吉
高
由
里
子
を
迎
え
、

平
安
中
期
に
活
躍
し
た
紫
式
部
の
人
生
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
物
語
だ
と
い
う
。千
年

の
時
を
超
え
て
愛
さ
れ
る
世
界
的
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー『
源
氏
物
語
』を
書
き
上
げ
た
女
性
が

主
人
公
に
な
る
の
か
…
。
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▲ 抹茶ミニパフェと抹茶「豊昔」と茶だんごセット
併設の茶房では、宇治茶はもちろん甘味や茶そば
がいただける。挽き立ての抹茶を贅沢に使用した
抹茶スイーツが人気。

旅
の
ス
タ
ー
ト
は
橋
か
ら
！

鴨
川
東
岸
線
橋
を
走
り
抜
け
る

　

京
都
駅
前
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、

ま
ず
は
宇
治
へ
。日
本
三
銘
茶
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
宇
治
は
、『
源
氏
物
語
』ゆ

か
り
の
地
。全
五
十
四
帖
の
中
で
、宇
治
が

舞
台
と
な
っ
た
最
後
の
十
帖
を
『
宇
治
十

帖
』と
い
い
、宇
治
に
は『
源
氏
物
語
』の
世

界
を
感
じ
ら
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
が
い
く
つ
も

あ
る
と
い
う
。

　

鴨
川
東
岸
線
を
南
下
す
る
途
中
、
九
条

通
と
交
差
す
る
新
し
く
て
立
派
な
橋
を
渡

る
。そ
の
名
も
、
鴨
川
東
岸
線
橋
。こ
の
橋

の
お
か
げ
で
渋
滞
し
が
ち
な
師
団
街
道
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
地
域
住
民

が
大
変
重
宝
し
て
い
る
ら
し
い
。交
差
す

る
九
条
跨
線
橋
は
昭
和
12
年
に
架
設
さ
れ

た
も
の
。昭
和
50
年
代
半
ば
ま
で
市
電
が

走
っ
て
い
た
の
で
床
版
が
厚
く
、
構
造
的

に
丈
夫
な
橋
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、今
な
お
現
役
な
の
も
納
得
だ
。古
都
の

あ
ち
こ
ち
に
歳
月
を
重
ね
た
価
値
あ
る
も

の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
否
応
な
し
に

期
待
が
高
ま
る
。

「
宇
治
十
帖
」の
舞
台

茶
ど
こ
ろ
・
宇
治
を
満
喫

　

鴨
川
西
I
C
か
ら
第
二
京
阪
道
路
に

の
っ
て
宇
治
西
I
C
ま
で
約
10
分
。そ
こ

か
ら
さ
ら
に
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
宇
治
橋

袂
の
紫
式
部
像
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。宇

治
川
を
横
目
に
、
目
指
す
は
天
ヶ
瀬
ダ
ム
。

そ
の
直
下
に
架
け
ら
れ
た
優
美
な
白
い
橋

が
お
目
当
て
だ
。周
囲
の
景
観
に
溶
け
込

ん
だ
美
し
い
佇
ま
い
は
、「
白
虹
橋
」の
名

に
相
応
し
い
。近
く
の
駐
車
場
に
車
を
停

め
て
、
端
か
ら
端
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
い

て
み
る
。近
く
で
は
朝
か
ら
キ
ャ
ン
プ
を

楽
し
む
夫
婦
、
川
べ
り
に
は
釣
り
に
興
じ

る
人
の
姿
も
。長
閑
な
風
景
に
癒
さ
れ
る
。

　

来
た
時
と
は
違
う
対
岸
を
走
る
細
い
道

を
車
で
進
み
な
が
ら
宇
治
橋
へ
と
戻
る
。東

詰
辺
り
で
小
腹
が
空
い
て
き
た
。ふ
ら
り
と

立
ち
寄
っ
た
の
は
、
風
情
漂
う
お
茶
屋「
通

圓
」。な
ん
と
創
業
１
１
６
０
（
永
暦
元
）

年
！ 

え
、
そ
れ
っ
て
平
安
時
代
っ
て
こ
と
⁇

日
本
で
一
番
古
い
お
茶
屋
が
何
気
な
く
そ
こ

に
あ
る…

京
都
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
、と
改
め
て
し
み
じ
み
し
て
し
ま
う
。

　
そ
も
そ
も
宇
治
は
平
安
時
代
、貴
族
た
ち

の
別
業
の
地
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
土
地
だ
。

当
時
の
貴
族
た
ち
が一
服
の
茶
を
求
め
て
立

ち
寄
っ
た
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
い
る
、
そ
の

喜
び
に
震
え
た
。調
べ
て
み
る
と
、「
通
圓
」は

狂
言
の
演
目
『
通
圓
』
の
舞
台
で
も
あ
る
し
、

吉
川
英
治
著
『
宮
本
武
蔵
』に
も
登
場
す
る
。

い
や
は
や
、歴
史
が
深
す
ぎ
る
。

　

抹
茶
尽
く
し
の
ス
イ
ー
ツ
を
堪
能
し
た

後
は
、そ
の
ま
ま
ぶ
ら
ぶ
ら
と
周
辺
を
散
歩
。

中
州
に
架
か
る
朱
色
の
橋
が
気
に
な
っ
て

行
っ
て
み
れ
ば
、「
朝
霧
橋
」と
い
う
雅
な
名

が
。名
前
だ
け
で
な
く
、
橋
か
ら
見
え
る
景

色
も
ま
た
風
雅
。画
に
な
る
と
は
ま
さ
に
こ

う
い
う
こ
と
だ
、と
写
真
を
撮
り
ま
く
る
。

　

新
旧
の
橋
に
満
足
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ

い
よ
本
格
的
に『
源
氏
物
語
』に
つ
い
て
学
ぼ

う
。や
っ
て
来
た
の
は
、
日
本
唯
一の
『
源
氏

物
語
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。こ

こ
は
建
物
の
屋
根
に
P
C
構
造
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
だ
。自
然
に
囲
ま

れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
行
っ
た
り
来
た
り
。い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
流
線
型
の
屋
根
を
じ
っ

く
り
眺
め
て
、い
ざ
館
内
へ
。

　

展
示
ゾ
ー
ンへ
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、一
気

に
王
朝
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う

な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。蔀
戸
を
模
し
た
装
飾

や
復
元
さ
れ
た
原
寸
大
の
牛
車
、
明
り
の
効

果
に
よ
っ
て
相
手
の
姿
を
そ
っ
と
見
る
「
垣

間
見
」を
体
験
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、ま
る

で
物
語
の
中
に
入
り
込
ん
だ
み
た
い
。映
像

展
示
室
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ニ
メ
も
上
映
さ

れ
て
い
て
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な

い
く
ら
い
だ
。と
く
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
平

安
京
と
光
源
氏
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
平
安
の

間
」と
、宇
治
十
帖
が
テ
ー
マ
の「
宇
治
の
間
」

を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」
ゾ
ー
ン
。橋
を
模
し
た

通
路
の
両
壁
に
は
、
当
時
の
道
行
き
の
困
難

さ
が
描
か
れ
て
い
て
、
高
速
道
路
で
ビ
ュン
と

　

廬
山
寺
は
、紫
式
部
が
夫
・
藤
原
宣
孝
と

結
婚
生
活
を
送
り
、一
人
娘
の
賢
子
を
育
て
、

『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
邸
宅
だ
と
い
う
。

濡
れ
縁
に
座
し
て
竜
胆
が
咲
く
源
氏
庭
を
ぼ

ん
や
り
と
眺
め
る
だ
け
で
も
、
な
ん
だ
か
不

思
議
と
心
が
落
ち
着
く
。

　

次
は
、『
源
氏
物
語
』第
十
帖「
賢
木
」に

も
登
場
す
る
雲
林
院
。途
中
、紫
式
部
の
墓

所
に
立
ち
寄
っ
て
、
す
て
き
な
物
語
を
書

き
残
し
て
く
れ
た
お
礼
を
伝
え
、
こ
の
旅

の
安
全
を
祈
願
す
る
。雲
林
院
が
あ
る
紫

野
は
、紫
式
部
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
。諸
説

あ
る
が
、
紫
式
部
と
い
う
名
前
も
そ
れ
に

由
来
す
る
よ
う
だ
。千
年
以
上
も
昔
に
生

き
た
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
た
場
所
が
当

時
の
面
影
を
残
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い

る
っ
て
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
だ
！

美
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
映
え
る

圧
巻
の
稲
盛
記
念
会
館

　
源
氏
物
語
に
親
し
む
一
日
を
過
ご
し
て
き

た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
最
後
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
素
晴
ら
し
さ
を
間
近
で

体
感
し
た
い
！ 

と
い
う
こ
と
で
、
訪
れ
た
の
は

稲
盛
記
念
会
館
。言
わ
ず
と
知
れ
た
、京
セ
ラ

や
っ
て
来
た
私
は
、イ
ン
フ
ラ
の
有
難
さ
を
痛

感
し
た
の
だ
っ
た
。

紫
式
部
が
暮
ら
し
た
と
伝
わ
る

廬
山
寺
か
ら
雲
林
院
へ

　
こ
の
後
は
物
語
で
は
な
く
、
作
者
・
紫
式

部
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
を
知
る
ス
ポ
ッ

ト
を
め
ぐ
り
た
い
。そ
こ
で
、
彼
女
の
生
家
と

し
て
有
名
な
廬
山
寺
に
向
か
っ
て
北
上
す
る
。

途
中
、「
京
の
七
口
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
荒
神

口
に
架
か
る
荒
神
橋
を
渡
っ
て
、
当
時
の

人
々
と
同
じ
よ
う
に
入
洛
す
る
こ
と
に
し
た
。

は
っ　
こ
う　
ば
し

株
式
会
社
の
創
業
者
・
稲
盛
和
夫
氏
に
由

縁
あ
る
建
物
だ
。大
学
施
設
な
の
で
関
係
者

以
外
立
ち
入
り
禁
止
だ
が
、
外
か
ら
見
る
分

に
は
問
題
な
い
。何
が
す
ご
い
っ
て
、こ
の
建
物

は
Ｐ
Ｃ
部
材
を
柱
状
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
表

に
配
し
て
い
る
点
。近
づ
い
て
よ
く
よ
く
目
を

凝
ら
し
て
み
る
と…

木
の
型
枠
で
造
っ
た
現

場
施
工
の
部
材
と
金
属
の
型
枠
で
仕
上
げ
た

工
場
製
の
Ｐ
Ｃ
部
材
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
違
い
が

は
っ
き
り
と
判
る
。こ
ん
な
貴
重
な
建
物
、
な

か
な
か
な
い
。柱
の
下
に
立
っ
て
角
を
見
上
げ

て
み
る
。表
面
の
美
し
さ
が
明
白
で
職
人
さ
ん

の
技
術
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

　

存
分
に
堪
能
し
た
と
こ
ろ
で
、今
宵
の
宿

と
な
る
大
津
へ
と
移
動
す
る
。道
す
が
ら
、

国
道
１
号
沿
い
に
立
つ
記
念
碑
を
横
目
で

眺
め
る
。百
人
一
首
に
も
詠
ま
れ
る
「
逢
坂

の
関
」が
あ
っ
た
場
所
で
、交
通
の
要
衝
だ
っ

た
逢
坂
山
も
『
源
氏
物
語
』に
出
て
く
る
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
。京
都
か
ら
滋
賀

へ―

旅
も
折
り
返
し
だ
。

満
月
の
夜
に
は
筆
が
進
む
？

『
源
氏
物
語
』の
着
想
を
得
た
寺

　

昨
日
に
続
き
、
２
日
目
も
朝
か
ら
快
晴
。

ド
ラ
イ
ブ
日
和
だ
。ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
、

無
料
化
で
よ
り
便
利
に
な
っ
た
近
江
大
橋

を
利
用
し
て
石
山
寺
へ
。道
中
、瀬
田
の
唐

橋
を
見
物
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

橋
好
き
と
し
て
は
ス
ル
ー
で
き
な
い
日
本

三
名
橋
の
ひ
と
つ
で
、
壬
申
の
乱
や
源
平

合
戦
、
承
久
の
乱
な
ど
多
く
の
戦
乱
の
舞

台
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。急
い

で
い
る
時
ほ
ど
危
険
な
近
道
を
選
ば
ず
、

安
全
な
遠
回
り
を
す
る
方
が
い
い
と
い
う

意
味
の
諺「
急
が
ば
回
れ
」の
由
来
と
な
っ

た
こ
と
で
も
有
名
だ
。

　

そ
こ
か
ら
２
分
ほ
ど
で
石
山
寺
に
到
着

し
た
。『
枕
草
子
』『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日

記
』な
ど
の
文
学
作
品
に
登
場
し
、平
安
王

朝
文
学
開
花
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
石

山
寺
は
、
紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』の
着
想

を
得
た
寺
と
い
わ
れ
て
い
る
。都
か
ら
そ

う
遠
く
は
な
く
、
琵
琶
湖
の
風
景
を
愉
し

み
な
が
ら
参
詣
で
き
る
石
山
寺
詣
は
、
当

▲ 鴨川東岸線橋
九条跨線橋につながるPC連続中空床版橋。橋梁上に交差点を造る特徴ある構造で、交差点部の最大幅員は35ｍ
に達する。橋の下の遊歩道は、愛犬の散歩やランニングに適した市民憩いのロードとして親しまれている。

▲ 白虹橋
橋長77ｍの自碇式PC吊床版橋。プレキャスト部材が多用された吊床版と補剛
桁の間は、耐候性鋼板の角鋼管でトラスが構成されている。吊床版のグラウン
ドアンカーは補鋼桁の完成後に切り離され、橋体が自碇式となったことで構造
形式自体は外的静定な単純桁に。

▼ 通圓 宇治本店
平安時代末期創業の日本で最も長い歴史を持つお茶屋。普段
使いのお茶から高級茶や品種茶、有機栽培茶などが揃う。

時
、
観
光
的
要
素
を
含
め
て
貴
族
女
性
た

ち
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
そ
う
。な
る

ほ
ど
、
い
つ
の
世
も
旅
は
私
た
ち
を
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

古
く
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
き
た
石
山
寺
。滋
賀
県
最
古
の
木

造
建
築
で
あ
る
本
堂
を
は
じ
め
歴
史
的
建

築
物
が
多
く
あ
る
。仁
王
像
が
配
置
さ
れ

た
鎌
倉
時
代
建
立
の
東
大
門
を
く
ぐ
り
、

紅
葉
の
ト
ン
ネ
ル
と
化
し
た
参
道
を
進
む
。

70
段
ほ
ど
の
大
坂
か
ら
本
堂
へ
向
か
っ
て

も
よ
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
本
堂
の
下
を
通

る
緩
や
か
な
階
段
を
上
が
っ
て
も
よ
し
。

こ
の
時
季
は
、
閼
伽
井
屋
の
池
の
水
面
に

映
る「
さ
か
さ
も
み
じ
」と
寺
名
の
由
来
と

な
っ
た
巨
石
の
鑑
賞
が
お
勧
め
。さ
ら
に

階
段
を
上
っ
て
本
堂
へ
。本
堂
に
あ
る「
源

氏
の
間
」は
、１
０
０
４（
寛
弘
元
）年
８
月

十
五
夜
、
前
方
に
そ
び
え
る
金
勝
山
か
ら

昇
る
中
秋
の
名
月
が
湖
面
に
映
え
る
景
色

に
心
を
打
た
れ
、「
須
磨
」「
明
石
」の
巻
を

想
起
し
た
と
伝
わ
る
場
所
。美
し
い
自
然

の
風
景
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
た
と
聞
け
ば
、
後
の
世
で
映
像
化
さ
れ

る
有
名
作
家
に
も
親
し
み
を
感
じ
て
し
ま

う
。
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旅
の
ス
タ
ー
ト
は
橋
か
ら
！

鴨
川
東
岸
線
橋
を
走
り
抜
け
る

　

京
都
駅
前
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、

ま
ず
は
宇
治
へ
。日
本
三
銘
茶
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
宇
治
は
、『
源
氏
物
語
』ゆ

か
り
の
地
。全
五
十
四
帖
の
中
で
、宇
治
が

舞
台
と
な
っ
た
最
後
の
十
帖
を
『
宇
治
十

帖
』と
い
い
、宇
治
に
は『
源
氏
物
語
』の
世

界
を
感
じ
ら
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
が
い
く
つ
も

あ
る
と
い
う
。

　

鴨
川
東
岸
線
を
南
下
す
る
途
中
、
九
条

通
と
交
差
す
る
新
し
く
て
立
派
な
橋
を
渡

る
。そ
の
名
も
、
鴨
川
東
岸
線
橋
。こ
の
橋

の
お
か
げ
で
渋
滞
し
が
ち
な
師
団
街
道
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
地
域
住
民

が
大
変
重
宝
し
て
い
る
ら
し
い
。交
差
す

る
九
条
跨
線
橋
は
昭
和
12
年
に
架
設
さ
れ

た
も
の
。昭
和
50
年
代
半
ば
ま
で
市
電
が

走
っ
て
い
た
の
で
床
版
が
厚
く
、
構
造
的

に
丈
夫
な
橋
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、今
な
お
現
役
な
の
も
納
得
だ
。古
都
の

あ
ち
こ
ち
に
歳
月
を
重
ね
た
価
値
あ
る
も

の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
否
応
な
し
に

期
待
が
高
ま
る
。

「
宇
治
十
帖
」の
舞
台

茶
ど
こ
ろ
・
宇
治
を
満
喫

　

鴨
川
西
I
C
か
ら
第
二
京
阪
道
路
に

の
っ
て
宇
治
西
I
C
ま
で
約
10
分
。そ
こ

か
ら
さ
ら
に
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
宇
治
橋

袂
の
紫
式
部
像
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。宇

治
川
を
横
目
に
、
目
指
す
は
天
ヶ
瀬
ダ
ム
。

そ
の
直
下
に
架
け
ら
れ
た
優
美
な
白
い
橋

が
お
目
当
て
だ
。周
囲
の
景
観
に
溶
け
込

ん
だ
美
し
い
佇
ま
い
は
、「
白
虹
橋
」の
名

に
相
応
し
い
。近
く
の
駐
車
場
に
車
を
停

め
て
、
端
か
ら
端
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
い

て
み
る
。近
く
で
は
朝
か
ら
キ
ャ
ン
プ
を

楽
し
む
夫
婦
、
川
べ
り
に
は
釣
り
に
興
じ

PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

る
人
の
姿
も
。長
閑
な
風
景
に
癒
さ
れ
る
。

　

来
た
時
と
は
違
う
対
岸
を
走
る
細
い
道

を
車
で
進
み
な
が
ら
宇
治
橋
へ
と
戻
る
。東

詰
辺
り
で
小
腹
が
空
い
て
き
た
。ふ
ら
り
と

立
ち
寄
っ
た
の
は
、
風
情
漂
う
お
茶
屋「
通

圓
」。な
ん
と
創
業
１
１
６
０
（
永
暦
元
）

年
！ 

え
、
そ
れ
っ
て
平
安
時
代
っ
て
こ
と
⁇

日
本
で
一
番
古
い
お
茶
屋
が
何
気
な
く
そ
こ

に
あ
る…

京
都
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
、と
改
め
て
し
み
じ
み
し
て
し
ま
う
。

　
そ
も
そ
も
宇
治
は
平
安
時
代
、貴
族
た
ち

の
別
業
の
地
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
土
地
だ
。

当
時
の
貴
族
た
ち
が一
服
の
茶
を
求
め
て
立

ち
寄
っ
た
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
い
る
、
そ
の

喜
び
に
震
え
た
。調
べ
て
み
る
と
、「
通
圓
」は

狂
言
の
演
目
『
通
圓
』
の
舞
台
で
も
あ
る
し
、

吉
川
英
治
著
『
宮
本
武
蔵
』に
も
登
場
す
る
。

い
や
は
や
、歴
史
が
深
す
ぎ
る
。

　

抹
茶
尽
く
し
の
ス
イ
ー
ツ
を
堪
能
し
た

後
は
、そ
の
ま
ま
ぶ
ら
ぶ
ら
と
周
辺
を
散
歩
。

中
州
に
架
か
る
朱
色
の
橋
が
気
に
な
っ
て

行
っ
て
み
れ
ば
、「
朝
霧
橋
」と
い
う
雅
な
名

が
。名
前
だ
け
で
な
く
、
橋
か
ら
見
え
る
景

色
も
ま
た
風
雅
。画
に
な
る
と
は
ま
さ
に
こ

う
い
う
こ
と
だ
、と
写
真
を
撮
り
ま
く
る
。

　

新
旧
の
橋
に
満
足
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ

い
よ
本
格
的
に『
源
氏
物
語
』に
つ
い
て
学
ぼ

う
。や
っ
て
来
た
の
は
、
日
本
唯
一の
『
源
氏

物
語
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。こ

こ
は
建
物
の
屋
根
に
P
C
構
造
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
だ
。自
然
に
囲
ま

れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
行
っ
た
り
来
た
り
。い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
流
線
型
の
屋
根
を
じ
っ

く
り
眺
め
て
、い
ざ
館
内
へ
。

　

展
示
ゾ
ー
ンへ
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、一
気

に
王
朝
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う

な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。蔀
戸
を
模
し
た
装
飾

や
復
元
さ
れ
た
原
寸
大
の
牛
車
、
明
り
の
効

果
に
よ
っ
て
相
手
の
姿
を
そ
っ
と
見
る
「
垣

間
見
」を
体
験
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、ま
る

で
物
語
の
中
に
入
り
込
ん
だ
み
た
い
。映
像

展
示
室
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ニ
メ
も
上
映
さ

れ
て
い
て
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な

い
く
ら
い
だ
。と
く
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
平

安
京
と
光
源
氏
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
平
安
の

間
」と
、宇
治
十
帖
が
テ
ー
マ
の「
宇
治
の
間
」

を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」
ゾ
ー
ン
。橋
を
模
し
た

通
路
の
両
壁
に
は
、
当
時
の
道
行
き
の
困
難

さ
が
描
か
れ
て
い
て
、
高
速
道
路
で
ビ
ュン
と

　

廬
山
寺
は
、紫
式
部
が
夫
・
藤
原
宣
孝
と

結
婚
生
活
を
送
り
、一
人
娘
の
賢
子
を
育
て
、

『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
邸
宅
だ
と
い
う
。

濡
れ
縁
に
座
し
て
竜
胆
が
咲
く
源
氏
庭
を
ぼ

ん
や
り
と
眺
め
る
だ
け
で
も
、
な
ん
だ
か
不

思
議
と
心
が
落
ち
着
く
。

　

次
は
、『
源
氏
物
語
』第
十
帖「
賢
木
」に

も
登
場
す
る
雲
林
院
。途
中
、紫
式
部
の
墓

所
に
立
ち
寄
っ
て
、
す
て
き
な
物
語
を
書

き
残
し
て
く
れ
た
お
礼
を
伝
え
、
こ
の
旅

の
安
全
を
祈
願
す
る
。雲
林
院
が
あ
る
紫

野
は
、紫
式
部
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
。諸
説

あ
る
が
、
紫
式
部
と
い
う
名
前
も
そ
れ
に

由
来
す
る
よ
う
だ
。千
年
以
上
も
昔
に
生

き
た
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
た
場
所
が
当

時
の
面
影
を
残
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い

る
っ
て
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
だ
！

美
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
映
え
る

圧
巻
の
稲
盛
記
念
会
館

　
源
氏
物
語
に
親
し
む
一
日
を
過
ご
し
て
き

た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
最
後
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
素
晴
ら
し
さ
を
間
近
で

体
感
し
た
い
！ 

と
い
う
こ
と
で
、
訪
れ
た
の
は

稲
盛
記
念
会
館
。言
わ
ず
と
知
れ
た
、京
セ
ラ

▲ 朝霧橋
宇治川に架かる朱色の橋。橋の北側には、『源氏物語』宇治十帖から、匂宮と浮舟が小舟で宇
治川へと漕ぎ出す場面をモチーフにしたモニュメントも。

▲ 宇治市源氏物語ミュージアム
開館から25年目を迎えた、『源氏物語』初心者でも楽しみながら学べる体験型ミュージアム。
寝殿造を模した優雅な曲線が美しい屋根にPC構造が採用されている。平成30年のリニュー
アル以来、リピーターも多い。

▲ 平安の間
『源氏物語』のあらすじや魅力を紹介するハイビジョン映像「源氏物語と王朝絵巻」など、物語の
世界を知る入口となる空間。

や
っ
て
来
た
私
は
、イ
ン
フ
ラ
の
有
難
さ
を
痛

感
し
た
の
だ
っ
た
。

紫
式
部
が
暮
ら
し
た
と
伝
わ
る

廬
山
寺
か
ら
雲
林
院
へ

　
こ
の
後
は
物
語
で
は
な
く
、
作
者
・
紫
式

部
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
を
知
る
ス
ポ
ッ

ト
を
め
ぐ
り
た
い
。そ
こ
で
、
彼
女
の
生
家
と

し
て
有
名
な
廬
山
寺
に
向
か
っ
て
北
上
す
る
。

途
中
、「
京
の
七
口
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
荒
神

口
に
架
か
る
荒
神
橋
を
渡
っ
て
、
当
時
の

人
々
と
同
じ
よ
う
に
入
洛
す
る
こ
と
に
し
た
。

し
と
み 

ど

株
式
会
社
の
創
業
者
・
稲
盛
和
夫
氏
に
由

縁
あ
る
建
物
だ
。大
学
施
設
な
の
で
関
係
者

以
外
立
ち
入
り
禁
止
だ
が
、
外
か
ら
見
る
分

に
は
問
題
な
い
。何
が
す
ご
い
っ
て
、こ
の
建
物

は
Ｐ
Ｃ
部
材
を
柱
状
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
表

に
配
し
て
い
る
点
。近
づ
い
て
よ
く
よ
く
目
を

凝
ら
し
て
み
る
と…

木
の
型
枠
で
造
っ
た
現

場
施
工
の
部
材
と
金
属
の
型
枠
で
仕
上
げ
た

工
場
製
の
Ｐ
Ｃ
部
材
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
違
い
が

は
っ
き
り
と
判
る
。こ
ん
な
貴
重
な
建
物
、
な

か
な
か
な
い
。柱
の
下
に
立
っ
て
角
を
見
上
げ

て
み
る
。表
面
の
美
し
さ
が
明
白
で
職
人
さ
ん

の
技
術
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

　

存
分
に
堪
能
し
た
と
こ
ろ
で
、今
宵
の
宿

と
な
る
大
津
へ
と
移
動
す
る
。道
す
が
ら
、

国
道
１
号
沿
い
に
立
つ
記
念
碑
を
横
目
で

眺
め
る
。百
人
一
首
に
も
詠
ま
れ
る
「
逢
坂

の
関
」が
あ
っ
た
場
所
で
、交
通
の
要
衝
だ
っ

た
逢
坂
山
も
『
源
氏
物
語
』に
出
て
く
る
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
。京
都
か
ら
滋
賀

へ―

旅
も
折
り
返
し
だ
。

満
月
の
夜
に
は
筆
が
進
む
？

『
源
氏
物
語
』の
着
想
を
得
た
寺

　

昨
日
に
続
き
、
２
日
目
も
朝
か
ら
快
晴
。

ド
ラ
イ
ブ
日
和
だ
。ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
、

無
料
化
で
よ
り
便
利
に
な
っ
た
近
江
大
橋

を
利
用
し
て
石
山
寺
へ
。道
中
、瀬
田
の
唐

橋
を
見
物
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

橋
好
き
と
し
て
は
ス
ル
ー
で
き
な
い
日
本

三
名
橋
の
ひ
と
つ
で
、
壬
申
の
乱
や
源
平

合
戦
、
承
久
の
乱
な
ど
多
く
の
戦
乱
の
舞

台
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。急
い

で
い
る
時
ほ
ど
危
険
な
近
道
を
選
ば
ず
、

安
全
な
遠
回
り
を
す
る
方
が
い
い
と
い
う

意
味
の
諺「
急
が
ば
回
れ
」の
由
来
と
な
っ

た
こ
と
で
も
有
名
だ
。

　

そ
こ
か
ら
２
分
ほ
ど
で
石
山
寺
に
到
着

し
た
。『
枕
草
子
』『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日

記
』な
ど
の
文
学
作
品
に
登
場
し
、平
安
王

朝
文
学
開
花
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
石

山
寺
は
、
紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』の
着
想

を
得
た
寺
と
い
わ
れ
て
い
る
。都
か
ら
そ

う
遠
く
は
な
く
、
琵
琶
湖
の
風
景
を
愉
し

み
な
が
ら
参
詣
で
き
る
石
山
寺
詣
は
、
当

時
、
観
光
的
要
素
を
含
め
て
貴
族
女
性
た

ち
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
そ
う
。な
る

ほ
ど
、
い
つ
の
世
も
旅
は
私
た
ち
を
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

古
く
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
き
た
石
山
寺
。滋
賀
県
最
古
の
木

造
建
築
で
あ
る
本
堂
を
は
じ
め
歴
史
的
建

築
物
が
多
く
あ
る
。仁
王
像
が
配
置
さ
れ

た
鎌
倉
時
代
建
立
の
東
大
門
を
く
ぐ
り
、

紅
葉
の
ト
ン
ネ
ル
と
化
し
た
参
道
を
進
む
。

70
段
ほ
ど
の
大
坂
か
ら
本
堂
へ
向
か
っ
て

も
よ
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
本
堂
の
下
を
通

る
緩
や
か
な
階
段
を
上
が
っ
て
も
よ
し
。

こ
の
時
季
は
、
閼
伽
井
屋
の
池
の
水
面
に

映
る「
さ
か
さ
も
み
じ
」と
寺
名
の
由
来
と

な
っ
た
巨
石
の
鑑
賞
が
お
勧
め
。さ
ら
に

階
段
を
上
っ
て
本
堂
へ
。本
堂
に
あ
る「
源

氏
の
間
」は
、１
０
０
４（
寛
弘
元
）年
８
月

十
五
夜
、
前
方
に
そ
び
え
る
金
勝
山
か
ら

昇
る
中
秋
の
名
月
が
湖
面
に
映
え
る
景
色

に
心
を
打
た
れ
、「
須
磨
」「
明
石
」の
巻
を

想
起
し
た
と
伝
わ
る
場
所
。美
し
い
自
然

の
風
景
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
た
と
聞
け
ば
、
後
の
世
で
映
像
化
さ
れ

る
有
名
作
家
に
も
親
し
み
を
感
じ
て
し
ま

う
。
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旅
の
ス
タ
ー
ト
は
橋
か
ら
！

鴨
川
東
岸
線
橋
を
走
り
抜
け
る

　

京
都
駅
前
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、

ま
ず
は
宇
治
へ
。日
本
三
銘
茶
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
宇
治
は
、『
源
氏
物
語
』ゆ

か
り
の
地
。全
五
十
四
帖
の
中
で
、宇
治
が

舞
台
と
な
っ
た
最
後
の
十
帖
を
『
宇
治
十

帖
』と
い
い
、宇
治
に
は『
源
氏
物
語
』の
世

界
を
感
じ
ら
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
が
い
く
つ
も

あ
る
と
い
う
。

　

鴨
川
東
岸
線
を
南
下
す
る
途
中
、
九
条

通
と
交
差
す
る
新
し
く
て
立
派
な
橋
を
渡

る
。そ
の
名
も
、
鴨
川
東
岸
線
橋
。こ
の
橋

の
お
か
げ
で
渋
滞
し
が
ち
な
師
団
街
道
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
地
域
住
民

が
大
変
重
宝
し
て
い
る
ら
し
い
。交
差
す

る
九
条
跨
線
橋
は
昭
和
12
年
に
架
設
さ
れ

た
も
の
。昭
和
50
年
代
半
ば
ま
で
市
電
が

走
っ
て
い
た
の
で
床
版
が
厚
く
、
構
造
的

に
丈
夫
な
橋
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、今
な
お
現
役
な
の
も
納
得
だ
。古
都
の

あ
ち
こ
ち
に
歳
月
を
重
ね
た
価
値
あ
る
も

の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
否
応
な
し
に

期
待
が
高
ま
る
。

「
宇
治
十
帖
」の
舞
台

茶
ど
こ
ろ
・
宇
治
を
満
喫

　

鴨
川
西
I
C
か
ら
第
二
京
阪
道
路
に

の
っ
て
宇
治
西
I
C
ま
で
約
10
分
。そ
こ

か
ら
さ
ら
に
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
宇
治
橋

袂
の
紫
式
部
像
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。宇

治
川
を
横
目
に
、
目
指
す
は
天
ヶ
瀬
ダ
ム
。

そ
の
直
下
に
架
け
ら
れ
た
優
美
な
白
い
橋

が
お
目
当
て
だ
。周
囲
の
景
観
に
溶
け
込

ん
だ
美
し
い
佇
ま
い
は
、「
白
虹
橋
」の
名

に
相
応
し
い
。近
く
の
駐
車
場
に
車
を
停

め
て
、
端
か
ら
端
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
い

て
み
る
。近
く
で
は
朝
か
ら
キ
ャ
ン
プ
を

楽
し
む
夫
婦
、
川
べ
り
に
は
釣
り
に
興
じ

る
人
の
姿
も
。長
閑
な
風
景
に
癒
さ
れ
る
。

　

来
た
時
と
は
違
う
対
岸
を
走
る
細
い
道

を
車
で
進
み
な
が
ら
宇
治
橋
へ
と
戻
る
。東

詰
辺
り
で
小
腹
が
空
い
て
き
た
。ふ
ら
り
と

立
ち
寄
っ
た
の
は
、
風
情
漂
う
お
茶
屋「
通

圓
」。な
ん
と
創
業
１
１
６
０
（
永
暦
元
）

年
！ 

え
、
そ
れ
っ
て
平
安
時
代
っ
て
こ
と
⁇

日
本
で
一
番
古
い
お
茶
屋
が
何
気
な
く
そ
こ

に
あ
る…

京
都
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
、と
改
め
て
し
み
じ
み
し
て
し
ま
う
。

　
そ
も
そ
も
宇
治
は
平
安
時
代
、貴
族
た
ち

の
別
業
の
地
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
土
地
だ
。

当
時
の
貴
族
た
ち
が一
服
の
茶
を
求
め
て
立

ち
寄
っ
た
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
い
る
、
そ
の

喜
び
に
震
え
た
。調
べ
て
み
る
と
、「
通
圓
」は

狂
言
の
演
目
『
通
圓
』
の
舞
台
で
も
あ
る
し
、

吉
川
英
治
著
『
宮
本
武
蔵
』に
も
登
場
す
る
。

い
や
は
や
、歴
史
が
深
す
ぎ
る
。

　

抹
茶
尽
く
し
の
ス
イ
ー
ツ
を
堪
能
し
た

後
は
、そ
の
ま
ま
ぶ
ら
ぶ
ら
と
周
辺
を
散
歩
。

中
州
に
架
か
る
朱
色
の
橋
が
気
に
な
っ
て

行
っ
て
み
れ
ば
、「
朝
霧
橋
」と
い
う
雅
な
名

が
。名
前
だ
け
で
な
く
、
橋
か
ら
見
え
る
景

色
も
ま
た
風
雅
。画
に
な
る
と
は
ま
さ
に
こ

う
い
う
こ
と
だ
、と
写
真
を
撮
り
ま
く
る
。

　

新
旧
の
橋
に
満
足
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ

い
よ
本
格
的
に『
源
氏
物
語
』に
つ
い
て
学
ぼ

う
。や
っ
て
来
た
の
は
、
日
本
唯
一の
『
源
氏

物
語
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。こ

こ
は
建
物
の
屋
根
に
P
C
構
造
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
だ
。自
然
に
囲
ま

れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
行
っ
た
り
来
た
り
。い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
流
線
型
の
屋
根
を
じ
っ

く
り
眺
め
て
、い
ざ
館
内
へ
。

　

展
示
ゾ
ー
ンへ
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、一
気

に
王
朝
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う

な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。蔀
戸
を
模
し
た
装
飾

や
復
元
さ
れ
た
原
寸
大
の
牛
車
、
明
り
の
効

果
に
よ
っ
て
相
手
の
姿
を
そ
っ
と
見
る
「
垣

間
見
」を
体
験
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、ま
る

で
物
語
の
中
に
入
り
込
ん
だ
み
た
い
。映
像

展
示
室
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ニ
メ
も
上
映
さ

れ
て
い
て
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な

い
く
ら
い
だ
。と
く
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
平

安
京
と
光
源
氏
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
平
安
の

間
」と
、宇
治
十
帖
が
テ
ー
マ
の「
宇
治
の
間
」

を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」
ゾ
ー
ン
。橋
を
模
し
た

通
路
の
両
壁
に
は
、
当
時
の
道
行
き
の
困
難

さ
が
描
か
れ
て
い
て
、
高
速
道
路
で
ビ
ュン
と

　

廬
山
寺
は
、紫
式
部
が
夫
・
藤
原
宣
孝
と

結
婚
生
活
を
送
り
、一
人
娘
の
賢
子
を
育
て
、

『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
邸
宅
だ
と
い
う
。

濡
れ
縁
に
座
し
て
竜
胆
が
咲
く
源
氏
庭
を
ぼ

ん
や
り
と
眺
め
る
だ
け
で
も
、
な
ん
だ
か
不

思
議
と
心
が
落
ち
着
く
。

　

次
は
、『
源
氏
物
語
』第
十
帖「
賢
木
」に

も
登
場
す
る
雲
林
院
。途
中
、紫
式
部
の
墓

所
に
立
ち
寄
っ
て
、
す
て
き
な
物
語
を
書

き
残
し
て
く
れ
た
お
礼
を
伝
え
、
こ
の
旅

の
安
全
を
祈
願
す
る
。雲
林
院
が
あ
る
紫

野
は
、紫
式
部
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
。諸
説

あ
る
が
、
紫
式
部
と
い
う
名
前
も
そ
れ
に

由
来
す
る
よ
う
だ
。千
年
以
上
も
昔
に
生

き
た
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
た
場
所
が
当

時
の
面
影
を
残
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い

る
っ
て
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
だ
！

美
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
映
え
る

圧
巻
の
稲
盛
記
念
会
館

　
源
氏
物
語
に
親
し
む
一
日
を
過
ご
し
て
き

た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
最
後
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
素
晴
ら
し
さ
を
間
近
で

体
感
し
た
い
！ 

と
い
う
こ
と
で
、
訪
れ
た
の
は

稲
盛
記
念
会
館
。言
わ
ず
と
知
れ
た
、京
セ
ラ

や
っ
て
来
た
私
は
、イ
ン
フ
ラ
の
有
難
さ
を
痛

感
し
た
の
だ
っ
た
。

紫
式
部
が
暮
ら
し
た
と
伝
わ
る

廬
山
寺
か
ら
雲
林
院
へ

　
こ
の
後
は
物
語
で
は
な
く
、
作
者
・
紫
式

部
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
を
知
る
ス
ポ
ッ

ト
を
め
ぐ
り
た
い
。そ
こ
で
、
彼
女
の
生
家
と

し
て
有
名
な
廬
山
寺
に
向
か
っ
て
北
上
す
る
。

途
中
、「
京
の
七
口
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
荒
神

口
に
架
か
る
荒
神
橋
を
渡
っ
て
、
当
時
の

人
々
と
同
じ
よ
う
に
入
洛
す
る
こ
と
に
し
た
。

 

か
た   

こ

り
ん
ど
う

株
式
会
社
の
創
業
者
・
稲
盛
和
夫
氏
に
由

縁
あ
る
建
物
だ
。大
学
施
設
な
の
で
関
係
者

以
外
立
ち
入
り
禁
止
だ
が
、
外
か
ら
見
る
分

に
は
問
題
な
い
。何
が
す
ご
い
っ
て
、こ
の
建
物

は
Ｐ
Ｃ
部
材
を
柱
状
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
表

に
配
し
て
い
る
点
。近
づ
い
て
よ
く
よ
く
目
を

凝
ら
し
て
み
る
と…

木
の
型
枠
で
造
っ
た
現

場
施
工
の
部
材
と
金
属
の
型
枠
で
仕
上
げ
た

工
場
製
の
Ｐ
Ｃ
部
材
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
違
い
が

は
っ
き
り
と
判
る
。こ
ん
な
貴
重
な
建
物
、
な

か
な
か
な
い
。柱
の
下
に
立
っ
て
角
を
見
上
げ

て
み
る
。表
面
の
美
し
さ
が
明
白
で
職
人
さ
ん

の
技
術
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

　

存
分
に
堪
能
し
た
と
こ
ろ
で
、今
宵
の
宿

と
な
る
大
津
へ
と
移
動
す
る
。道
す
が
ら
、

国
道
１
号
沿
い
に
立
つ
記
念
碑
を
横
目
で

眺
め
る
。百
人
一
首
に
も
詠
ま
れ
る
「
逢
坂

の
関
」が
あ
っ
た
場
所
で
、交
通
の
要
衝
だ
っ

た
逢
坂
山
も
『
源
氏
物
語
』に
出
て
く
る
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
。京
都
か
ら
滋
賀

へ―

旅
も
折
り
返
し
だ
。

満
月
の
夜
に
は
筆
が
進
む
？

『
源
氏
物
語
』の
着
想
を
得
た
寺

　

昨
日
に
続
き
、
２
日
目
も
朝
か
ら
快
晴
。

ド
ラ
イ
ブ
日
和
だ
。ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
、

無
料
化
で
よ
り
便
利
に
な
っ
た
近
江
大
橋

を
利
用
し
て
石
山
寺
へ
。道
中
、瀬
田
の
唐

橋
を
見
物
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

橋
好
き
と
し
て
は
ス
ル
ー
で
き
な
い
日
本

三
名
橋
の
ひ
と
つ
で
、
壬
申
の
乱
や
源
平

合
戦
、
承
久
の
乱
な
ど
多
く
の
戦
乱
の
舞

台
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。急
い

で
い
る
時
ほ
ど
危
険
な
近
道
を
選
ば
ず
、

安
全
な
遠
回
り
を
す
る
方
が
い
い
と
い
う

意
味
の
諺「
急
が
ば
回
れ
」の
由
来
と
な
っ

た
こ
と
で
も
有
名
だ
。

　

そ
こ
か
ら
２
分
ほ
ど
で
石
山
寺
に
到
着

し
た
。『
枕
草
子
』『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日

記
』な
ど
の
文
学
作
品
に
登
場
し
、平
安
王

朝
文
学
開
花
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
石

山
寺
は
、
紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』の
着
想

を
得
た
寺
と
い
わ
れ
て
い
る
。都
か
ら
そ

う
遠
く
は
な
く
、
琵
琶
湖
の
風
景
を
愉
し

み
な
が
ら
参
詣
で
き
る
石
山
寺
詣
は
、
当

▲ 廬山寺 源氏庭
紫式部が『源氏物語』や『紫式部日記』を執筆した地として知られる寺。平安時代の貴族邸を模し
た白砂と苔の庭には、紫式部邸宅跡の顕彰碑が建つ。

▲ 雲林院
大徳寺の塔頭で、紫式部が晩年を過ごしたと伝わる。平成12年の発掘調査で、平安時代の園
池や建物跡、井戸跡などが発見された。▼ 稲盛記念会館

京都三大学（工繊大、府立大、府立医科大）の教養教育
共同化施設。プレキャスト部材が表に出るように使われ
ている珍しいデザインが見どころ。平成26年竣工。JIA
建築環境賞、プレストレストコンクリート工学会賞、日本
建築学会作品選集、日本建築家協会優秀建築選受賞。

時
、
観
光
的
要
素
を
含
め
て
貴
族
女
性
た

ち
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
そ
う
。な
る

ほ
ど
、
い
つ
の
世
も
旅
は
私
た
ち
を
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

古
く
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
き
た
石
山
寺
。滋
賀
県
最
古
の
木

造
建
築
で
あ
る
本
堂
を
は
じ
め
歴
史
的
建

築
物
が
多
く
あ
る
。仁
王
像
が
配
置
さ
れ

た
鎌
倉
時
代
建
立
の
東
大
門
を
く
ぐ
り
、

紅
葉
の
ト
ン
ネ
ル
と
化
し
た
参
道
を
進
む
。

70
段
ほ
ど
の
大
坂
か
ら
本
堂
へ
向
か
っ
て

も
よ
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
本
堂
の
下
を
通

る
緩
や
か
な
階
段
を
上
が
っ
て
も
よ
し
。

こ
の
時
季
は
、
閼
伽
井
屋
の
池
の
水
面
に

映
る「
さ
か
さ
も
み
じ
」と
寺
名
の
由
来
と

な
っ
た
巨
石
の
鑑
賞
が
お
勧
め
。さ
ら
に

階
段
を
上
っ
て
本
堂
へ
。本
堂
に
あ
る「
源

氏
の
間
」は
、１
０
０
４（
寛
弘
元
）年
８
月

十
五
夜
、
前
方
に
そ
び
え
る
金
勝
山
か
ら

昇
る
中
秋
の
名
月
が
湖
面
に
映
え
る
景
色

に
心
を
打
た
れ
、「
須
磨
」「
明
石
」の
巻
を

想
起
し
た
と
伝
わ
る
場
所
。美
し
い
自
然

の
風
景
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
た
と
聞
け
ば
、
後
の
世
で
映
像
化
さ
れ

る
有
名
作
家
に
も
親
し
み
を
感
じ
て
し
ま

う
。
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▼ 近江大橋
大津市と草津市を結ぶ、全長1290mの琵琶湖に架かる道路橋。「湖南横断橋」とも
呼ばれ、国道１号のバイパスとしての機能をもつ。船の航路にあたる部分のみがや
やせり上がっている。近江大橋有料道路の一部として建設されたが、平成25年に
無料開放された。

旅
の
ス
タ
ー
ト
は
橋
か
ら
！

鴨
川
東
岸
線
橋
を
走
り
抜
け
る

　

京
都
駅
前
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、

ま
ず
は
宇
治
へ
。日
本
三
銘
茶
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
宇
治
は
、『
源
氏
物
語
』ゆ

か
り
の
地
。全
五
十
四
帖
の
中
で
、宇
治
が

舞
台
と
な
っ
た
最
後
の
十
帖
を
『
宇
治
十

帖
』と
い
い
、宇
治
に
は『
源
氏
物
語
』の
世

界
を
感
じ
ら
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
が
い
く
つ
も

あ
る
と
い
う
。

　

鴨
川
東
岸
線
を
南
下
す
る
途
中
、
九
条

通
と
交
差
す
る
新
し
く
て
立
派
な
橋
を
渡

る
。そ
の
名
も
、
鴨
川
東
岸
線
橋
。こ
の
橋

の
お
か
げ
で
渋
滞
し
が
ち
な
師
団
街
道
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
地
域
住
民

が
大
変
重
宝
し
て
い
る
ら
し
い
。交
差
す

る
九
条
跨
線
橋
は
昭
和
12
年
に
架
設
さ
れ

た
も
の
。昭
和
50
年
代
半
ば
ま
で
市
電
が

走
っ
て
い
た
の
で
床
版
が
厚
く
、
構
造
的

に
丈
夫
な
橋
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、今
な
お
現
役
な
の
も
納
得
だ
。古
都
の

あ
ち
こ
ち
に
歳
月
を
重
ね
た
価
値
あ
る
も

の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
否
応
な
し
に

期
待
が
高
ま
る
。

「
宇
治
十
帖
」の
舞
台

茶
ど
こ
ろ
・
宇
治
を
満
喫

　

鴨
川
西
I
C
か
ら
第
二
京
阪
道
路
に

の
っ
て
宇
治
西
I
C
ま
で
約
10
分
。そ
こ

か
ら
さ
ら
に
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
宇
治
橋

袂
の
紫
式
部
像
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。宇

治
川
を
横
目
に
、
目
指
す
は
天
ヶ
瀬
ダ
ム
。

そ
の
直
下
に
架
け
ら
れ
た
優
美
な
白
い
橋

が
お
目
当
て
だ
。周
囲
の
景
観
に
溶
け
込

ん
だ
美
し
い
佇
ま
い
は
、「
白
虹
橋
」の
名

に
相
応
し
い
。近
く
の
駐
車
場
に
車
を
停

め
て
、
端
か
ら
端
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
い

て
み
る
。近
く
で
は
朝
か
ら
キ
ャ
ン
プ
を

楽
し
む
夫
婦
、
川
べ
り
に
は
釣
り
に
興
じ

る
人
の
姿
も
。長
閑
な
風
景
に
癒
さ
れ
る
。

　

来
た
時
と
は
違
う
対
岸
を
走
る
細
い
道

を
車
で
進
み
な
が
ら
宇
治
橋
へ
と
戻
る
。東

詰
辺
り
で
小
腹
が
空
い
て
き
た
。ふ
ら
り
と

立
ち
寄
っ
た
の
は
、
風
情
漂
う
お
茶
屋「
通

圓
」。な
ん
と
創
業
１
１
６
０
（
永
暦
元
）

年
！ 

え
、
そ
れ
っ
て
平
安
時
代
っ
て
こ
と
⁇

日
本
で
一
番
古
い
お
茶
屋
が
何
気
な
く
そ
こ

に
あ
る…

京
都
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
、と
改
め
て
し
み
じ
み
し
て
し
ま
う
。

　
そ
も
そ
も
宇
治
は
平
安
時
代
、貴
族
た
ち

の
別
業
の
地
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
土
地
だ
。

当
時
の
貴
族
た
ち
が一
服
の
茶
を
求
め
て
立

ち
寄
っ
た
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
い
る
、
そ
の

喜
び
に
震
え
た
。調
べ
て
み
る
と
、「
通
圓
」は

狂
言
の
演
目
『
通
圓
』
の
舞
台
で
も
あ
る
し
、

吉
川
英
治
著
『
宮
本
武
蔵
』に
も
登
場
す
る
。

い
や
は
や
、歴
史
が
深
す
ぎ
る
。

　

抹
茶
尽
く
し
の
ス
イ
ー
ツ
を
堪
能
し
た

後
は
、そ
の
ま
ま
ぶ
ら
ぶ
ら
と
周
辺
を
散
歩
。

中
州
に
架
か
る
朱
色
の
橋
が
気
に
な
っ
て

行
っ
て
み
れ
ば
、「
朝
霧
橋
」と
い
う
雅
な
名

が
。名
前
だ
け
で
な
く
、
橋
か
ら
見
え
る
景

色
も
ま
た
風
雅
。画
に
な
る
と
は
ま
さ
に
こ

う
い
う
こ
と
だ
、と
写
真
を
撮
り
ま
く
る
。

　

新
旧
の
橋
に
満
足
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ

い
よ
本
格
的
に『
源
氏
物
語
』に
つ
い
て
学
ぼ

う
。や
っ
て
来
た
の
は
、
日
本
唯
一の
『
源
氏

物
語
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。こ

こ
は
建
物
の
屋
根
に
P
C
構
造
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
だ
。自
然
に
囲
ま

れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
行
っ
た
り
来
た
り
。い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
流
線
型
の
屋
根
を
じ
っ

く
り
眺
め
て
、い
ざ
館
内
へ
。

　

展
示
ゾ
ー
ンへ
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、一
気

に
王
朝
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う

な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。蔀
戸
を
模
し
た
装
飾

や
復
元
さ
れ
た
原
寸
大
の
牛
車
、
明
り
の
効

果
に
よ
っ
て
相
手
の
姿
を
そ
っ
と
見
る
「
垣

間
見
」を
体
験
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、ま
る

で
物
語
の
中
に
入
り
込
ん
だ
み
た
い
。映
像

展
示
室
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ニ
メ
も
上
映
さ

れ
て
い
て
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な

い
く
ら
い
だ
。と
く
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
平

安
京
と
光
源
氏
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
平
安
の

間
」と
、宇
治
十
帖
が
テ
ー
マ
の「
宇
治
の
間
」

を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」
ゾ
ー
ン
。橋
を
模
し
た

通
路
の
両
壁
に
は
、
当
時
の
道
行
き
の
困
難

さ
が
描
か
れ
て
い
て
、
高
速
道
路
で
ビ
ュン
と

　

廬
山
寺
は
、紫
式
部
が
夫
・
藤
原
宣
孝
と

結
婚
生
活
を
送
り
、一
人
娘
の
賢
子
を
育
て
、

『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
邸
宅
だ
と
い
う
。

濡
れ
縁
に
座
し
て
竜
胆
が
咲
く
源
氏
庭
を
ぼ

ん
や
り
と
眺
め
る
だ
け
で
も
、
な
ん
だ
か
不

思
議
と
心
が
落
ち
着
く
。

　

次
は
、『
源
氏
物
語
』第
十
帖「
賢
木
」に

も
登
場
す
る
雲
林
院
。途
中
、紫
式
部
の
墓

所
に
立
ち
寄
っ
て
、
す
て
き
な
物
語
を
書

き
残
し
て
く
れ
た
お
礼
を
伝
え
、
こ
の
旅

の
安
全
を
祈
願
す
る
。雲
林
院
が
あ
る
紫

野
は
、紫
式
部
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
。諸
説

あ
る
が
、
紫
式
部
と
い
う
名
前
も
そ
れ
に

由
来
す
る
よ
う
だ
。千
年
以
上
も
昔
に
生

き
た
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
た
場
所
が
当

時
の
面
影
を
残
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い

る
っ
て
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
だ
！

美
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
映
え
る

圧
巻
の
稲
盛
記
念
会
館

　
源
氏
物
語
に
親
し
む
一
日
を
過
ご
し
て
き

た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
最
後
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
素
晴
ら
し
さ
を
間
近
で

体
感
し
た
い
！ 

と
い
う
こ
と
で
、
訪
れ
た
の
は

稲
盛
記
念
会
館
。言
わ
ず
と
知
れ
た
、京
セ
ラ

や
っ
て
来
た
私
は
、イ
ン
フ
ラ
の
有
難
さ
を
痛

感
し
た
の
だ
っ
た
。

紫
式
部
が
暮
ら
し
た
と
伝
わ
る

廬
山
寺
か
ら
雲
林
院
へ

　
こ
の
後
は
物
語
で
は
な
く
、
作
者
・
紫
式

部
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
を
知
る
ス
ポ
ッ

ト
を
め
ぐ
り
た
い
。そ
こ
で
、
彼
女
の
生
家
と

し
て
有
名
な
廬
山
寺
に
向
か
っ
て
北
上
す
る
。

途
中
、「
京
の
七
口
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
荒
神

口
に
架
か
る
荒
神
橋
を
渡
っ
て
、
当
時
の

人
々
と
同
じ
よ
う
に
入
洛
す
る
こ
と
に
し
た
。

株
式
会
社
の
創
業
者
・
稲
盛
和
夫
氏
に
由

縁
あ
る
建
物
だ
。大
学
施
設
な
の
で
関
係
者

以
外
立
ち
入
り
禁
止
だ
が
、
外
か
ら
見
る
分

に
は
問
題
な
い
。何
が
す
ご
い
っ
て
、こ
の
建
物

は
Ｐ
Ｃ
部
材
を
柱
状
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
表

に
配
し
て
い
る
点
。近
づ
い
て
よ
く
よ
く
目
を

凝
ら
し
て
み
る
と…

木
の
型
枠
で
造
っ
た
現

場
施
工
の
部
材
と
金
属
の
型
枠
で
仕
上
げ
た

工
場
製
の
Ｐ
Ｃ
部
材
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
違
い
が

は
っ
き
り
と
判
る
。こ
ん
な
貴
重
な
建
物
、
な

か
な
か
な
い
。柱
の
下
に
立
っ
て
角
を
見
上
げ

て
み
る
。表
面
の
美
し
さ
が
明
白
で
職
人
さ
ん

の
技
術
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

　

存
分
に
堪
能
し
た
と
こ
ろ
で
、今
宵
の
宿

と
な
る
大
津
へ
と
移
動
す
る
。道
す
が
ら
、

国
道
１
号
沿
い
に
立
つ
記
念
碑
を
横
目
で

眺
め
る
。百
人
一
首
に
も
詠
ま
れ
る
「
逢
坂

の
関
」が
あ
っ
た
場
所
で
、交
通
の
要
衝
だ
っ

た
逢
坂
山
も
『
源
氏
物
語
』に
出
て
く
る
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
。京
都
か
ら
滋
賀

へ―

旅
も
折
り
返
し
だ
。

満
月
の
夜
に
は
筆
が
進
む
？

『
源
氏
物
語
』の
着
想
を
得
た
寺

　

昨
日
に
続
き
、
２
日
目
も
朝
か
ら
快
晴
。

ド
ラ
イ
ブ
日
和
だ
。ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
、

無
料
化
で
よ
り
便
利
に
な
っ
た
近
江
大
橋

を
利
用
し
て
石
山
寺
へ
。道
中
、瀬
田
の
唐

橋
を
見
物
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

橋
好
き
と
し
て
は
ス
ル
ー
で
き
な
い
日
本

三
名
橋
の
ひ
と
つ
で
、
壬
申
の
乱
や
源
平

合
戦
、
承
久
の
乱
な
ど
多
く
の
戦
乱
の
舞

台
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。急
い

で
い
る
時
ほ
ど
危
険
な
近
道
を
選
ば
ず
、

安
全
な
遠
回
り
を
す
る
方
が
い
い
と
い
う

意
味
の
諺「
急
が
ば
回
れ
」の
由
来
と
な
っ

た
こ
と
で
も
有
名
だ
。

　

そ
こ
か
ら
２
分
ほ
ど
で
石
山
寺
に
到
着

し
た
。『
枕
草
子
』『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日

記
』な
ど
の
文
学
作
品
に
登
場
し
、平
安
王

朝
文
学
開
花
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
石

山
寺
は
、
紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』の
着
想

を
得
た
寺
と
い
わ
れ
て
い
る
。都
か
ら
そ

う
遠
く
は
な
く
、
琵
琶
湖
の
風
景
を
愉
し

み
な
が
ら
参
詣
で
き
る
石
山
寺
詣
は
、
当

▲ 瀬田の唐橋
瀬田川に架かる橋で、近江八景のひとつ「瀬田の夕照（勢田夕照）」として知られる。日本
三名橋のひとつ。

▼ 石山寺（大門）
国宝の本堂および多宝塔をはじめとする多く
の文化財を有し、広大な境内には寺名の由来
となった天然記念物の硅灰石がそびえ立つ。

時
、
観
光
的
要
素
を
含
め
て
貴
族
女
性
た

ち
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
そ
う
。な
る

ほ
ど
、
い
つ
の
世
も
旅
は
私
た
ち
を
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

古
く
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
き
た
石
山
寺
。滋
賀
県
最
古
の
木

造
建
築
で
あ
る
本
堂
を
は
じ
め
歴
史
的
建

築
物
が
多
く
あ
る
。仁
王
像
が
配
置
さ
れ

た
鎌
倉
時
代
建
立
の
東
大
門
を
く
ぐ
り
、

紅
葉
の
ト
ン
ネ
ル
と
化
し
た
参
道
を
進
む
。

70
段
ほ
ど
の
大
坂
か
ら
本
堂
へ
向
か
っ
て

も
よ
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
本
堂
の
下
を
通

る
緩
や
か
な
階
段
を
上
が
っ
て
も
よ
し
。

こ
の
時
季
は
、
閼
伽
井
屋
の
池
の
水
面
に

映
る「
さ
か
さ
も
み
じ
」と
寺
名
の
由
来
と

な
っ
た
巨
石
の
鑑
賞
が
お
勧
め
。さ
ら
に

階
段
を
上
っ
て
本
堂
へ
。本
堂
に
あ
る「
源

氏
の
間
」は
、１
０
０
４（
寛
弘
元
）年
８
月

十
五
夜
、
前
方
に
そ
び
え
る
金
勝
山
か
ら

昇
る
中
秋
の
名
月
が
湖
面
に
映
え
る
景
色

に
心
を
打
た
れ
、「
須
磨
」「
明
石
」の
巻
を

想
起
し
た
と
伝
わ
る
場
所
。美
し
い
自
然

の
風
景
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
た
と
聞
け
ば
、
後
の
世
で
映
像
化
さ
れ

る
有
名
作
家
に
も
親
し
み
を
感
じ
て
し
ま

う
。

お
お 

ざ
か
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旅
の
ス
タ
ー
ト
は
橋
か
ら
！

鴨
川
東
岸
線
橋
を
走
り
抜
け
る

　

京
都
駅
前
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、

ま
ず
は
宇
治
へ
。日
本
三
銘
茶
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
宇
治
は
、『
源
氏
物
語
』ゆ

か
り
の
地
。全
五
十
四
帖
の
中
で
、宇
治
が

舞
台
と
な
っ
た
最
後
の
十
帖
を
『
宇
治
十

帖
』と
い
い
、宇
治
に
は『
源
氏
物
語
』の
世

界
を
感
じ
ら
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
が
い
く
つ
も

あ
る
と
い
う
。

　

鴨
川
東
岸
線
を
南
下
す
る
途
中
、
九
条

通
と
交
差
す
る
新
し
く
て
立
派
な
橋
を
渡

る
。そ
の
名
も
、
鴨
川
東
岸
線
橋
。こ
の
橋

の
お
か
げ
で
渋
滞
し
が
ち
な
師
団
街
道
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
地
域
住
民

が
大
変
重
宝
し
て
い
る
ら
し
い
。交
差
す

る
九
条
跨
線
橋
は
昭
和
12
年
に
架
設
さ
れ

た
も
の
。昭
和
50
年
代
半
ば
ま
で
市
電
が

走
っ
て
い
た
の
で
床
版
が
厚
く
、
構
造
的

に
丈
夫
な
橋
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、今
な
お
現
役
な
の
も
納
得
だ
。古
都
の

あ
ち
こ
ち
に
歳
月
を
重
ね
た
価
値
あ
る
も

の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
否
応
な
し
に

期
待
が
高
ま
る
。

「
宇
治
十
帖
」の
舞
台

茶
ど
こ
ろ
・
宇
治
を
満
喫

　

鴨
川
西
I
C
か
ら
第
二
京
阪
道
路
に

の
っ
て
宇
治
西
I
C
ま
で
約
10
分
。そ
こ

か
ら
さ
ら
に
10
分
ほ
ど
進
む
と
、
宇
治
橋

袂
の
紫
式
部
像
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。宇

治
川
を
横
目
に
、
目
指
す
は
天
ヶ
瀬
ダ
ム
。

そ
の
直
下
に
架
け
ら
れ
た
優
美
な
白
い
橋

が
お
目
当
て
だ
。周
囲
の
景
観
に
溶
け
込

ん
だ
美
し
い
佇
ま
い
は
、「
白
虹
橋
」の
名

に
相
応
し
い
。近
く
の
駐
車
場
に
車
を
停

め
て
、
端
か
ら
端
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
歩
い

て
み
る
。近
く
で
は
朝
か
ら
キ
ャ
ン
プ
を

楽
し
む
夫
婦
、
川
べ
り
に
は
釣
り
に
興
じ

山
間
に
突
如
と
し
て
現
れ
る

近
代
的
意
匠
の
近
江
大
鳥
橋

　

京
滋
を
旅
の
目
的
地
に
決
め
て
か
ら
、

何
よ
り
も
見
た
い
！ 

と
願
っ
て
い
た
の

は
、
平
成
20
年
に
新
名
神
高
速
道
路
亀
山

Ｊ
Ｃ
Ｔ
〜
草
津
田
上
Ｉ
Ｃ
の
開
通
に
伴
っ

て
供
用
さ
れ
た
近
江
大
鳥
橋
だ
っ
た
。そ

の
た
め
、
信
楽
へ
の
往
路
は
あ
え
て
高
速

に
乗
ら
ず
に
下
道
で
（
も
ち
ろ
ん
帰
り
は

高
速
を
走
り
な
が
ら
眺
め
る
つ
も
り
）。近

江
大
鳥
橋
を
見
上
げ
る
絶
好
の
ポ
イ
ン
ト

だ
と
目
星
を
つ
け
て
い
た
大
鳥
居
橋
手
前

で
車
を
降
り
る
。

　

な
ん
と
い
う
か…

ま
る
で
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ

リ
オ
ン
に
出
て
く
る
使
徒
み
た
い
だ
。独

創
的
な
フ
ォ
ル
ム
に
、
目
が
釘
づ
け
に
な

る
。デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
た
の
は
、ア
メ
リ

カ
人
の
景
観
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
滋
賀
県
立
信

楽
高
等
学
校
の
生
徒
だ
と
い
う
。二
羽
の

鶴
が
背
中
合
わ
せ
で
天
に
向
か
っ
て
飛
翔

す
る
姿
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
主
塔
の
意
匠

と
付
近
の
地
名「
大
鳥
居
」を
掛
け
合
わ
せ

て
、「
近
江
大
鳥
橋
」と
名
づ
け
ら
れ
た
。

　

上
下
線
と
も
に
西
側
（
大
津
Ｊ
Ｃ
Ｔ
側
）

２
径
間
が
エ
ク
ス
ト
ラ
ド
ー
ズ
ド
形
式
に

な
っ
て
い
て
、他
の
部
分
は
Ｐ
Ｃ
箱
桁
橋
も
し

く
は
Ｐ
Ｃ
ラ
ー
メ
ン
橋
の
構
造
だ
。こ
れ
は
、

西
側
橋
台
と
主
塔
位
置
ま
で
の
斜
面
が
急

峻
な
こ
と
に
加
え
て
、
環
境
省
の
レ
ッ
ド

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
て
い
る
絶
滅
危

惧
種
の
イ
シ
モ
チ
ソ
ウ
や
オ
オ
ヒ
キ
ヨ
モ
ギ
、

る
。次
に
見
て
お
き
た
い
の
は
、遺
跡
発
掘

に
よ
っ
て
工
法
を
変
更
し
た
と
い
う
鍛
冶

屋
敷
橋
。隼
人
川
み
ず
べ
公
園
の
中
に
架

か
る
橋
で
、
国
史
跡
の
紫
香
楽
宮
跡
を
跨

ぐ
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。史
跡
の
名

に
ち
な
み
、「
紫
の
香
り
楽
し
め
る
場
所
」

に
な
る
よ
う
に
と
、
地
域
の
人
た
ち
が
ラ

ベ
ン
ダ
ー
畑
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
て
、

鍛
冶
屋
敷
橋
の
す
ぐ
傍
の
畑
で
も
ラ
ベ
ン

る
人
の
姿
も
。長
閑
な
風
景
に
癒
さ
れ
る
。

　

来
た
時
と
は
違
う
対
岸
を
走
る
細
い
道

を
車
で
進
み
な
が
ら
宇
治
橋
へ
と
戻
る
。東

詰
辺
り
で
小
腹
が
空
い
て
き
た
。ふ
ら
り
と

立
ち
寄
っ
た
の
は
、
風
情
漂
う
お
茶
屋「
通

圓
」。な
ん
と
創
業
１
１
６
０
（
永
暦
元
）

年
！ 

え
、
そ
れ
っ
て
平
安
時
代
っ
て
こ
と
⁇

日
本
で
一
番
古
い
お
茶
屋
が
何
気
な
く
そ
こ

に
あ
る…

京
都
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
、と
改
め
て
し
み
じ
み
し
て
し
ま
う
。

　
そ
も
そ
も
宇
治
は
平
安
時
代
、貴
族
た
ち

の
別
業
の
地
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
土
地
だ
。

当
時
の
貴
族
た
ち
が一
服
の
茶
を
求
め
て
立

ち
寄
っ
た
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
い
る
、
そ
の

喜
び
に
震
え
た
。調
べ
て
み
る
と
、「
通
圓
」は

狂
言
の
演
目
『
通
圓
』
の
舞
台
で
も
あ
る
し
、

吉
川
英
治
著
『
宮
本
武
蔵
』に
も
登
場
す
る
。

い
や
は
や
、歴
史
が
深
す
ぎ
る
。

　

抹
茶
尽
く
し
の
ス
イ
ー
ツ
を
堪
能
し
た

後
は
、そ
の
ま
ま
ぶ
ら
ぶ
ら
と
周
辺
を
散
歩
。

中
州
に
架
か
る
朱
色
の
橋
が
気
に
な
っ
て

行
っ
て
み
れ
ば
、「
朝
霧
橋
」と
い
う
雅
な
名

が
。名
前
だ
け
で
な
く
、
橋
か
ら
見
え
る
景

ダ
ー
が
風
に
揺
れ
て
い
た
。

　

さ
て
、そ
ろ
そ
ろ
昼
時
だ
。立
ち
寄
っ
た

の
は
「
釜
炊
近
江
米 

銀
俵
」。特
製
羽
釜
で

炊
い
た
ご
は
ん
が
自
慢
の
店
だ
。真
の
主

役
と
も
い
え
る
ご
は
ん
は
、
信
楽
の
山
水

（
硬
水
）
で
育
っ
た
地
元
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
。

メ
イ
ン
は
、近
江
米
粉
の
唐
揚
げ
、縞
ほ
っ

け
、チ
キ
ン
カ
ツ
な
ど
か
ら
選
べ
る
。定
食

と
い
え
ば
鮭
！ 

と
い
う
刷
り
込
み
の
も

色
も
ま
た
風
雅
。画
に
な
る
と
は
ま
さ
に
こ

う
い
う
こ
と
だ
、と
写
真
を
撮
り
ま
く
る
。

　

新
旧
の
橋
に
満
足
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ

い
よ
本
格
的
に『
源
氏
物
語
』に
つ
い
て
学
ぼ

う
。や
っ
て
来
た
の
は
、
日
本
唯
一の
『
源
氏

物
語
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。こ

こ
は
建
物
の
屋
根
に
P
C
構
造
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
だ
。自
然
に
囲
ま

れ
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
行
っ
た
り
来
た
り
。い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
流
線
型
の
屋
根
を
じ
っ

く
り
眺
め
て
、い
ざ
館
内
へ
。

　

展
示
ゾ
ー
ンへ
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、一
気

に
王
朝
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う

な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。蔀
戸
を
模
し
た
装
飾

や
復
元
さ
れ
た
原
寸
大
の
牛
車
、
明
り
の
効

果
に
よ
っ
て
相
手
の
姿
を
そ
っ
と
見
る
「
垣

間
見
」を
体
験
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、ま
る

で
物
語
の
中
に
入
り
込
ん
だ
み
た
い
。映
像

展
示
室
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ニ
メ
も
上
映
さ

れ
て
い
て
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な

い
く
ら
い
だ
。と
く
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
平

安
京
と
光
源
氏
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
平
安
の

間
」と
、宇
治
十
帖
が
テ
ー
マ
の「
宇
治
の
間
」

を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」
ゾ
ー
ン
。橋
を
模
し
た

通
路
の
両
壁
に
は
、
当
時
の
道
行
き
の
困
難

さ
が
描
か
れ
て
い
て
、
高
速
道
路
で
ビ
ュン
と

　

廬
山
寺
は
、紫
式
部
が
夫
・
藤
原
宣
孝
と

結
婚
生
活
を
送
り
、一
人
娘
の
賢
子
を
育
て
、

『
源
氏
物
語
』
を
執
筆
し
た
邸
宅
だ
と
い
う
。

濡
れ
縁
に
座
し
て
竜
胆
が
咲
く
源
氏
庭
を
ぼ

ん
や
り
と
眺
め
る
だ
け
で
も
、
な
ん
だ
か
不

思
議
と
心
が
落
ち
着
く
。

　

次
は
、『
源
氏
物
語
』第
十
帖「
賢
木
」に

も
登
場
す
る
雲
林
院
。途
中
、紫
式
部
の
墓

所
に
立
ち
寄
っ
て
、
す
て
き
な
物
語
を
書

き
残
し
て
く
れ
た
お
礼
を
伝
え
、
こ
の
旅

の
安
全
を
祈
願
す
る
。雲
林
院
が
あ
る
紫

野
は
、紫
式
部
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
。諸
説

あ
る
が
、
紫
式
部
と
い
う
名
前
も
そ
れ
に

由
来
す
る
よ
う
だ
。千
年
以
上
も
昔
に
生

き
た
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
た
場
所
が
当

時
の
面
影
を
残
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い

る
っ
て
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
だ
！

美
し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
映
え
る

圧
巻
の
稲
盛
記
念
会
館

　
源
氏
物
語
に
親
し
む
一
日
を
過
ご
し
て
き

た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
最
後
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
素
晴
ら
し
さ
を
間
近
で

体
感
し
た
い
！ 

と
い
う
こ
と
で
、
訪
れ
た
の
は

稲
盛
記
念
会
館
。言
わ
ず
と
知
れ
た
、京
セ
ラ

準
絶
滅
危
惧
の
ヒ
メ
コ
ヌ
カ
グ
サ
な
ど
の
希

少
植
物
保
護
の
観
点
か
ら
橋
脚
位
置
が
制

限
さ
れ
、約
1
5
0
m
の
側
径
間
長
を
有
す

る
支
間
割
と
な
っ
た
。県
立
自
然
公
園
内
に

位
置
し
、
周
辺
環
境
と
の
融
合
を
図
る
た
め
、

そ
の
形
状
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
風
化
花
崗

岩
の
色
調
に
見
合
う
薄
茶
系
の
着
色
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

人
々
の
生
活
に
寄
り
添
う
橋
だ
か
ら
こ
そ
、

利
便
性
＋
α
が
求
め
ら
れ
る
の
は
も
っ
と
も

な
こ
と
だ
ろ
う
。

令
和
で
も
現
役
バ
リ
バ
リ
！

伝
説
の
第
一
大
戸
川
橋
梁

　

こ
の
旅
最
大
の
目
的
を
果
た
し
、
信
楽

Ｉ
Ｃ
を
目
的
地
に
気
分
よ
く
車
を
走
ら
せ

や
っ
て
来
た
私
は
、イ
ン
フ
ラ
の
有
難
さ
を
痛

感
し
た
の
だ
っ
た
。

紫
式
部
が
暮
ら
し
た
と
伝
わ
る

廬
山
寺
か
ら
雲
林
院
へ

　
こ
の
後
は
物
語
で
は
な
く
、
作
者
・
紫
式

部
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
を
知
る
ス
ポ
ッ

ト
を
め
ぐ
り
た
い
。そ
こ
で
、
彼
女
の
生
家
と

し
て
有
名
な
廬
山
寺
に
向
か
っ
て
北
上
す
る
。

途
中
、「
京
の
七
口
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
荒
神

口
に
架
か
る
荒
神
橋
を
渡
っ
て
、
当
時
の

人
々
と
同
じ
よ
う
に
入
洛
す
る
こ
と
に
し
た
。

株
式
会
社
の
創
業
者
・
稲
盛
和
夫
氏
に
由

縁
あ
る
建
物
だ
。大
学
施
設
な
の
で
関
係
者

以
外
立
ち
入
り
禁
止
だ
が
、
外
か
ら
見
る
分

に
は
問
題
な
い
。何
が
す
ご
い
っ
て
、こ
の
建
物

は
Ｐ
Ｃ
部
材
を
柱
状
に
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
表

に
配
し
て
い
る
点
。近
づ
い
て
よ
く
よ
く
目
を

凝
ら
し
て
み
る
と…

木
の
型
枠
で
造
っ
た
現

場
施
工
の
部
材
と
金
属
の
型
枠
で
仕
上
げ
た

工
場
製
の
Ｐ
Ｃ
部
材
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
違
い
が

は
っ
き
り
と
判
る
。こ
ん
な
貴
重
な
建
物
、
な

か
な
か
な
い
。柱
の
下
に
立
っ
て
角
を
見
上
げ

て
み
る
。表
面
の
美
し
さ
が
明
白
で
職
人
さ
ん

の
技
術
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

　

存
分
に
堪
能
し
た
と
こ
ろ
で
、今
宵
の
宿

と
な
る
大
津
へ
と
移
動
す
る
。道
す
が
ら
、

国
道
１
号
沿
い
に
立
つ
記
念
碑
を
横
目
で

眺
め
る
。百
人
一
首
に
も
詠
ま
れ
る
「
逢
坂

の
関
」が
あ
っ
た
場
所
で
、交
通
の
要
衝
だ
っ

た
逢
坂
山
も
『
源
氏
物
語
』に
出
て
く
る
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
。京
都
か
ら
滋
賀

へ―

旅
も
折
り
返
し
だ
。

満
月
の
夜
に
は
筆
が
進
む
？

『
源
氏
物
語
』の
着
想
を
得
た
寺

　

昨
日
に
続
き
、
２
日
目
も
朝
か
ら
快
晴
。

ド
ラ
イ
ブ
日
和
だ
。ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
、

無
料
化
で
よ
り
便
利
に
な
っ
た
近
江
大
橋

を
利
用
し
て
石
山
寺
へ
。道
中
、瀬
田
の
唐

橋
を
見
物
す
る
の
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

橋
好
き
と
し
て
は
ス
ル
ー
で
き
な
い
日
本

三
名
橋
の
ひ
と
つ
で
、
壬
申
の
乱
や
源
平

合
戦
、
承
久
の
乱
な
ど
多
く
の
戦
乱
の
舞

台
と
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。急
い

で
い
る
時
ほ
ど
危
険
な
近
道
を
選
ば
ず
、

安
全
な
遠
回
り
を
す
る
方
が
い
い
と
い
う

意
味
の
諺「
急
が
ば
回
れ
」の
由
来
と
な
っ

た
こ
と
で
も
有
名
だ
。

　

そ
こ
か
ら
２
分
ほ
ど
で
石
山
寺
に
到
着

し
た
。『
枕
草
子
』『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日

記
』な
ど
の
文
学
作
品
に
登
場
し
、平
安
王

朝
文
学
開
花
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
石

山
寺
は
、
紫
式
部
が『
源
氏
物
語
』の
着
想

を
得
た
寺
と
い
わ
れ
て
い
る
。都
か
ら
そ

う
遠
く
は
な
く
、
琵
琶
湖
の
風
景
を
愉
し

み
な
が
ら
参
詣
で
き
る
石
山
寺
詣
は
、
当

▲ 釡炊近江米 銀俵
特製羽釡炊きごはんが主役の多彩な定食を目当てに、遠方からでも
多くの人が訪れる。平日でも行列必至の人気店。

▲ 源氏の間（本堂）
重要文化財『石山寺縁起絵巻』にも描かれている本堂にある部屋。紫式部が『源氏物語』の構
想を練るため参籠したことで知られる。

▼ 近江大鳥橋
新名神高速道路大津JCTと信楽ICの中間付近に位置する橋梁。
波形鋼板ウェブを用いたエクストラドーズド橋で、橋長555m
（下り線）と495m（上り線）の２橋梁から成る。平成18年度土
木学会田中賞（作品部門）受賞。

時
、
観
光
的
要
素
を
含
め
て
貴
族
女
性
た

ち
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
そ
う
。な
る

ほ
ど
、
い
つ
の
世
も
旅
は
私
た
ち
を
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

古
く
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
親
し

ま
れ
て
き
た
石
山
寺
。滋
賀
県
最
古
の
木

造
建
築
で
あ
る
本
堂
を
は
じ
め
歴
史
的
建

築
物
が
多
く
あ
る
。仁
王
像
が
配
置
さ
れ

た
鎌
倉
時
代
建
立
の
東
大
門
を
く
ぐ
り
、

紅
葉
の
ト
ン
ネ
ル
と
化
し
た
参
道
を
進
む
。

70
段
ほ
ど
の
大
坂
か
ら
本
堂
へ
向
か
っ
て

も
よ
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
本
堂
の
下
を
通

る
緩
や
か
な
階
段
を
上
が
っ
て
も
よ
し
。

あ　
　
か　

い     

や

と
、銀
鮭
の
糀
漬
け
を
頼
ん
だ
。自
家
製
米

麹
に
漬
け
て
旨
味
と
甘
味
が
引
き
出
さ
れ

た
鮭
は
、ご
は
ん
と
の
相
性
も
抜
群
。漬
物

や
と
ろ
ろ
も
ご
は
ん
の
お
と
も
と
し
て
申

し
分
な
い
。ご
は
ん
お
か
わ
り
自
由
の
誘

惑
に
勝
て
ず
、
つ
い
し
っ
か
り
２
杯
も
食

べ
て
し
ま
っ
た
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、名
前
だ
け
は
よ
く
耳

に
し
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
行
く
機
会

が
な
か
っ
た
第
一
大
戸
川
橋
梁
。信
楽
高
原

鐡
道
玉
桂
寺
駅
近
く
に
架
か
る
短
い
橋
だ
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
フ
レ
シ
ネ
ー
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｃ

技
術
が
実
用
化
さ
れ
、１
９
４
６
年
に
世
界

で
初
め
て
の
Ｐ
Ｃ
橋
、
ル
ザ
ン
シ
ー
橋
が
完

成
し
た
。そ
の
わ
ず
か
８
年
後
に
、フ
ラ
ン
ス

か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
で
ス
パ
ン
30
ｍ
の
Ｐ

Ｃ
鉄
道
橋
が
架
け
ら
れ
た
。当
時
の
国
鉄
鉄

道
技
術
研
究
所
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
実

験
研
究
が
重
ね
ら
れ
、多
く
の
知
見
を
得
て

完
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
。こ
う
し
た
地

道
な
研
究
が
そ
の
後
の
Ｐ
Ｃ
橋
の
発
展
に

大
き
く
寄
与
し
た
の
だ
ろ
う
。こ
れ
は
見
逃

せ
な
い
！

陶
芸
の
村
・
信
楽
で

や
き
も
の
の
魅
力
を
体
感
す
る

　
よ
う
や
く
信
楽
の
中
心
部
に
入
っ
た
。信

楽
と
い
え
ば
信
楽
焼
と
狸
。な
ら
ば
と
、
市

街
地
を
見
下
ろ
す
丘
陵
に
立
つ
「
陶
芸
の

森
」を
訪
れ
て
み
る
。こ
こ
は
、
美
術
館
と
コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
施
設
・
研
修
施
設
を
備
え
た

公
園
だ
。駐
車
場
か
ら
遊
歩
道
に
沿
っ
て
、

広
大
な
園
内
を
散
歩
す
る
。園
内
の
至
る

所
に
陶
芸
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
も

面
白
い
。美
術
館
を
覗
い
た
り
、シ
ョ
ッ
プ
で

土
産
物
を
物
色
し
た
り
、気
の
向
く
ま
ま
に

見
て
回
っ
た
と
こ
ろ
で
、の
ど
が
渇
い
た
。

　

近
く
の
「
奥
田
忠
左
衛
門
窯 

信
楽
陶
芸

村
」に
は
、33
年
前
ま
で
実
際
に
使
わ
れ
て

い
た
本
物
の
登
り
窯
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
た
カ
フ
ェ
が
あ
る
。朝
ド
ラ
『
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
』
の
主
人
公
・
川
原
貴
美
子
を
演

じ
た
戸
田
恵
梨
香
さ
ん
も
訪
れ
た
場
所
だ
。

炎
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
」（
焼
成
に
よ
り
赤
褐
色
に
な
っ
た

内
壁
の
色
）が
間
近
で
見
ら
れ
る
と
は
。約

56
年
に
わ
た
っ
て
炎
が
描
き
出
し
た
幻
想

的
な
色
合
い
は
本
当
に
見
事
で
、
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
に
包
ま
れ
な
が
ら
の
テ
ィ
ー
タ
イ

ム
は
贅
沢
な
ひ
と
と
き
と
な
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』の
舞
台
で
あ
る
京
滋
を
訪

ね
た
２
日
間
は
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ

て
先
人
が
受
け
継
い
で
き
た
文
化
と
歴
史

を
知
る
旅
だ
っ
た
。

だ
い 

ど   

が
わ

こ
の
時
季
は
、
閼
伽
井
屋
の
池
の
水
面
に

映
る「
さ
か
さ
も
み
じ
」と
寺
名
の
由
来
と

な
っ
た
巨
石
の
鑑
賞
が
お
勧
め
。さ
ら
に

階
段
を
上
っ
て
本
堂
へ
。本
堂
に
あ
る「
源

氏
の
間
」は
、１
０
０
４（
寛
弘
元
）年
８
月

十
五
夜
、
前
方
に
そ
び
え
る
金
勝
山
か
ら

昇
る
中
秋
の
名
月
が
湖
面
に
映
え
る
景
色

に
心
を
打
た
れ
、「
須
磨
」「
明
石
」の
巻
を

想
起
し
た
と
伝
わ
る
場
所
。美
し
い
自
然

の
風
景
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受

け
た
と
聞
け
ば
、
後
の
世
で
映
像
化
さ
れ

る
有
名
作
家
に
も
親
し
み
を
感
じ
て
し
ま

う
。
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山
間
に
突
如
と
し
て
現
れ
る

近
代
的
意
匠
の
近
江
大
鳥
橋

　

京
滋
を
旅
の
目
的
地
に
決
め
て
か
ら
、

何
よ
り
も
見
た
い
！ 

と
願
っ
て
い
た
の

は
、
平
成
20
年
に
新
名
神
高
速
道
路
亀
山

Ｊ
Ｃ
Ｔ
〜
草
津
田
上
Ｉ
Ｃ
の
開
通
に
伴
っ

て
供
用
さ
れ
た
近
江
大
鳥
橋
だ
っ
た
。そ

の
た
め
、
信
楽
へ
の
往
路
は
あ
え
て
高
速

に
乗
ら
ず
に
下
道
で
（
も
ち
ろ
ん
帰
り
は

高
速
を
走
り
な
が
ら
眺
め
る
つ
も
り
）。近

江
大
鳥
橋
を
見
上
げ
る
絶
好
の
ポ
イ
ン
ト

だ
と
目
星
を
つ
け
て
い
た
大
鳥
居
橋
手
前

で
車
を
降
り
る
。

　

な
ん
と
い
う
か…

ま
る
で
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ

リ
オ
ン
に
出
て
く
る
使
徒
み
た
い
だ
。独

創
的
な
フ
ォ
ル
ム
に
、
目
が
釘
づ
け
に
な

る
。デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
た
の
は
、ア
メ
リ

カ
人
の
景
観
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
滋
賀
県
立
信

楽
高
等
学
校
の
生
徒
だ
と
い
う
。二
羽
の

鶴
が
背
中
合
わ
せ
で
天
に
向
か
っ
て
飛
翔

す
る
姿
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
主
塔
の
意
匠

と
付
近
の
地
名「
大
鳥
居
」を
掛
け
合
わ
せ

て
、「
近
江
大
鳥
橋
」と
名
づ
け
ら
れ
た
。

　

上
下
線
と
も
に
西
側
（
大
津
Ｊ
Ｃ
Ｔ
側
）

２
径
間
が
エ
ク
ス
ト
ラ
ド
ー
ズ
ド
形
式
に

な
っ
て
い
て
、他
の
部
分
は
Ｐ
Ｃ
箱
桁
橋
も
し

く
は
Ｐ
Ｃ
ラ
ー
メ
ン
橋
の
構
造
だ
。こ
れ
は
、

西
側
橋
台
と
主
塔
位
置
ま
で
の
斜
面
が
急

峻
な
こ
と
に
加
え
て
、
環
境
省
の
レ
ッ
ド

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
て
い
る
絶
滅
危

惧
種
の
イ
シ
モ
チ
ソ
ウ
や
オ
オ
ヒ
キ
ヨ
モ
ギ
、

る
。次
に
見
て
お
き
た
い
の
は
、遺
跡
発
掘

に
よ
っ
て
工
法
を
変
更
し
た
と
い
う
鍛
冶

屋
敷
橋
。隼
人
川
み
ず
べ
公
園
の
中
に
架

か
る
橋
で
、
国
史
跡
の
紫
香
楽
宮
跡
を
跨

ぐ
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。史
跡
の
名

に
ち
な
み
、「
紫
の
香
り
楽
し
め
る
場
所
」

に
な
る
よ
う
に
と
、
地
域
の
人
た
ち
が
ラ

ベ
ン
ダ
ー
畑
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
て
、

鍛
冶
屋
敷
橋
の
す
ぐ
傍
の
畑
で
も
ラ
ベ
ン

ダ
ー
が
風
に
揺
れ
て
い
た
。

　

さ
て
、そ
ろ
そ
ろ
昼
時
だ
。立
ち
寄
っ
た

の
は
「
釜
炊
近
江
米 

銀
俵
」。特
製
羽
釜
で

炊
い
た
ご
は
ん
が
自
慢
の
店
だ
。真
の
主

役
と
も
い
え
る
ご
は
ん
は
、
信
楽
の
山
水

（
硬
水
）
で
育
っ
た
地
元
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
。

メ
イ
ン
は
、近
江
米
粉
の
唐
揚
げ
、縞
ほ
っ

け
、チ
キ
ン
カ
ツ
な
ど
か
ら
選
べ
る
。定
食

と
い
え
ば
鮭
！ 

と
い
う
刷
り
込
み
の
も

準
絶
滅
危
惧
の
ヒ
メ
コ
ヌ
カ
グ
サ
な
ど
の
希

少
植
物
保
護
の
観
点
か
ら
橋
脚
位
置
が
制

限
さ
れ
、約
1
5
0
m
の
側
径
間
長
を
有
す

る
支
間
割
と
な
っ
た
。県
立
自
然
公
園
内
に

位
置
し
、
周
辺
環
境
と
の
融
合
を
図
る
た
め
、

そ
の
形
状
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
風
化
花
崗

岩
の
色
調
に
見
合
う
薄
茶
系
の
着
色
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

人
々
の
生
活
に
寄
り
添
う
橋
だ
か
ら
こ
そ
、

利
便
性
＋
α
が
求
め
ら
れ
る
の
は
も
っ
と
も

な
こ
と
だ
ろ
う
。

令
和
で
も
現
役
バ
リ
バ
リ
！

伝
説
の
第
一
大
戸
川
橋
梁

　

こ
の
旅
最
大
の
目
的
を
果
た
し
、
信
楽

Ｉ
Ｃ
を
目
的
地
に
気
分
よ
く
車
を
走
ら
せ

▲ 滋賀県立陶芸の森
広大な敷地内には、陶芸専門美術館「陶芸館」、ショップ＆ギャラリー「信楽産業展示館」、「創作研
修館」や「広場」があり、やきものを存分に体感できる。

▲ 鍛冶屋敷橋
PRC５径間連続ラーメン版桁橋。写真左から順に、鍛冶屋敷遺跡・甲賀市道・隼人川みずべ公園・隼人川を跨ぐ構造
になっている。

▼ のぼり窯カフェ
昭和９年に築窯された当時の姿そのままの登り窯をイートインスペースに。平成２年まで現役だった窯
の歴史を、今に伝える。

と
、銀
鮭
の
糀
漬
け
を
頼
ん
だ
。自
家
製
米

麹
に
漬
け
て
旨
味
と
甘
味
が
引
き
出
さ
れ

た
鮭
は
、ご
は
ん
と
の
相
性
も
抜
群
。漬
物

や
と
ろ
ろ
も
ご
は
ん
の
お
と
も
と
し
て
申

し
分
な
い
。ご
は
ん
お
か
わ
り
自
由
の
誘

惑
に
勝
て
ず
、
つ
い
し
っ
か
り
２
杯
も
食

べ
て
し
ま
っ
た
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、名
前
だ
け
は
よ
く
耳

に
し
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
行
く
機
会

が
な
か
っ
た
第
一
大
戸
川
橋
梁
。信
楽
高
原

鐡
道
玉
桂
寺
駅
近
く
に
架
か
る
短
い
橋
だ
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
フ
レ
シ
ネ
ー
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｃ

技
術
が
実
用
化
さ
れ
、１
９
４
６
年
に
世
界

で
初
め
て
の
Ｐ
Ｃ
橋
、
ル
ザ
ン
シ
ー
橋
が
完

成
し
た
。そ
の
わ
ず
か
８
年
後
に
、フ
ラ
ン
ス

か
ら
遠
く
離
れ
た
日
本
で
ス
パ
ン
30
ｍ
の
Ｐ

Ｃ
鉄
道
橋
が
架
け
ら
れ
た
。当
時
の
国
鉄
鉄

道
技
術
研
究
所
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
実

験
研
究
が
重
ね
ら
れ
、多
く
の
知
見
を
得
て

完
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
。こ
う
し
た
地

道
な
研
究
が
そ
の
後
の
Ｐ
Ｃ
橋
の
発
展
に

大
き
く
寄
与
し
た
の
だ
ろ
う
。こ
れ
は
見
逃

せ
な
い
！

陶
芸
の
村
・
信
楽
で

や
き
も
の
の
魅
力
を
体
感
す
る

　
よ
う
や
く
信
楽
の
中
心
部
に
入
っ
た
。信

楽
と
い
え
ば
信
楽
焼
と
狸
。な
ら
ば
と
、
市

街
地
を
見
下
ろ
す
丘
陵
に
立
つ
「
陶
芸
の

森
」を
訪
れ
て
み
る
。こ
こ
は
、
美
術
館
と
コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
施
設
・
研
修
施
設
を
備
え
た

公
園
だ
。駐
車
場
か
ら
遊
歩
道
に
沿
っ
て
、

広
大
な
園
内
を
散
歩
す
る
。園
内
の
至
る

所
に
陶
芸
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
も

面
白
い
。美
術
館
を
覗
い
た
り
、シ
ョ
ッ
プ
で

土
産
物
を
物
色
し
た
り
、気
の
向
く
ま
ま
に

見
て
回
っ
た
と
こ
ろ
で
、の
ど
が
渇
い
た
。

　

近
く
の
「
奥
田
忠
左
衛
門
窯 

信
楽
陶
芸

村
」に
は
、33
年
前
ま
で
実
際
に
使
わ
れ
て

い
た
本
物
の
登
り
窯
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
た
カ
フ
ェ
が
あ
る
。朝
ド
ラ
『
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
』
の
主
人
公
・
川
原
貴
美
子
を
演

じ
た
戸
田
恵
梨
香
さ
ん
も
訪
れ
た
場
所
だ
。

炎
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
」（
焼
成
に
よ
り
赤
褐
色
に
な
っ
た

内
壁
の
色
）が
間
近
で
見
ら
れ
る
と
は
。約

56
年
に
わ
た
っ
て
炎
が
描
き
出
し
た
幻
想

的
な
色
合
い
は
本
当
に
見
事
で
、
ス
カ
ー

レ
ッ
ト
に
包
ま
れ
な
が
ら
の
テ
ィ
ー
タ
イ

ム
は
贅
沢
な
ひ
と
と
き
と
な
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』の
舞
台
で
あ
る
京
滋
を
訪

ね
た
２
日
間
は
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ

て
先
人
が
受
け
継
い
で
き
た
文
化
と
歴
史

を
知
る
旅
だ
っ
た
。
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白虹橋（p.2）

瀬田の唐橋（p.5）

荒神橋（p.3）
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