
風
信

　

め
が
ね
橋
か
ら
中
島
川
を
上
流
に
向
か
う
と
、
桃も

も
 
た
に渓

橋
と
い
う
由
緒
あ
る
石
橋

が
あ
り
、
そ
の
手
前
に「
宮
の
下
」と
い
う
小
公
園
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
事
、
一
人
の

幼
児
が
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
走
り
ま
わ
り
遊
ん
で
い
る
。
西
洋
系
の
二
歳
位
の
可
愛
い

女
の
子
、
金
髪
が
く
る
く
る
と
巻
き
毛
で
瞳
が
パ
ッ
チ
リ
。
こ
の
よ
う
な
幼
児
を
フ

ラ
ン
ス
人
形
み
た
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
ご
と
き
老
年
の
男
を
み
て
も
臆お

く

す

る
こ
と
な
く
、
ほ
ほ
え
ん
で
い
る
。
私
の
同
年
位
の
孫
娘
は
、
近
寄
る
と
、
と
っ
と

と
逃
げ
出
す
か
、
切
羽
詰
ま
る
と
泣
き
出
し
て
し
ま
う
。
か
な
り
の
格
差
、
文
化
の

違
い
か
？

　

ち
ょ
っ
と
離
れ
た
所
に
、
お
父
さ
ん
ら
し
き
外
国
人
の
青
年
が
い
る
。
当
然
で
あ

ろ
う
、
幼
児
一
人
で
見
知
ら
ぬ
長
崎
に
来
る
わ
け
も
な
い
。
体
格
の
す
っ
き
り
と
し

た
な
か
な
か
の
好
青
年
。
み
て
い
る
と
、
や
に
わ
に
携
帯
電
話
を
手
に
話
し
出
し
た
。

聞
い
て
い
る
と
、
是
れ
は
こ
れ
は
、
流
暢
な
日
本
語
で
あ
る
。
親
し
み
が
湧
く
、
近

く
に
掛
か
っ
て
い
る
上
着
を
み
る
と
、
ス
リ
ー
ダ
イ
ヤ
の
マ
ー
ク
付
き
仕
事
着
。

　

い
ま
長
崎
は
客
船
ブ
ー
ム
、
入
港
す
る
客
船
も
だ
が
、
三
菱
重
工
で
は
建
造
す
る

客
船
も
数
年
は
続
く
と
い
う
。
三
菱
マ
ー
ク
を
つ
け
た
青
年
に
話
し
掛
け
る
。「
香
焼

で
す
か
」「
は
い
そ
う
で
す
」と
、
ほ
ほ
え
ん
で
い
る
。
客
船
は
香
焼
工
場
で
建
造
し

て
い
る
。
双
眸
は
至
っ
て
優
し
い
。

「
日
本
語
が
と
て
も
上
手
で
す
ね
」

「
い
い
え
い
い
え
、
と
ん
で
も
な

い
」謙
遜
し
て
い
る
。
顔
が
健
康

そ
う
な
色
艶
で
輝
い
て
い
る
。「
日

本
に
来
て
何
年
で
す
か
」「
四
年
に

な
り
ま
す
」成
る
程
、
四
年
に
な

れ
ば
こ
ん
な
に
上
手
に
な
る
の

か
、
と
改
め
て
感
慨
を
い
だ
い
た
。

　

お
国
は
ど
こ
だ
ろ
う
？
英
国
か

米
国
か
、ま
さ
か
フ
ラ
ン
ス
で
は
あ
る
ま
い
。
い
つ
も
予
想
は
外
れ
る
の
で
そ
う
思
っ

た
。
聞
い
て
み
よ
う「
お
国
は
ど
こ
で
す
か
」「
オ
ラ
ン
ダ
で
す
」う
ー
ん
。
米
、
英
、

中
国
な
ど
と
比
べ
る
と
、
や
は
り
珍
し
い
。
世
界
の
地
図
上
で
は
か
な
り
遠
い
。

　

も
う
一
つ
の
課
題
に
突
き
当
た
っ
た
。
あ
の
幼
児
は
ど
ち
ら
の
国
の
言
葉
を
使
う

の
だ
ろ
う
か
？
す
ぐ
に
そ
の
機
会
が
き
た
。「
お
と
う
さ
ん
、
ス
ベ
リ
台
に
の
り
た
い
」

幼
児
が
青
年
に
問
い
掛
け
る
、
歴
と
し
た
日
本
語
。
フ
ラ
ン
ス
人
形
み
た
い
な
幼
児

の
口
か
ら
日
本
語
が
飛
び
出
し
た
。
私
は
面
白
く
も
爽
や
か
に
受
け
留
め
る
。
属
地

主
義
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
郷
に
入
れ
ば
郷
に
従
え
と
い
う
の
も
あ
る
。
幼
児
の
回

り
は
み
ん
な
日
本
語
で
あ
ろ
う
。
幼
児
は
ス
ベ
リ
台
に
向
か
う
、
ス
ベ
リ
台
は
高
い

台
座
に
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
覚
束
無
い
、
幼
児
に
は
ち
ょ
っ
と
危
な
い
。

青
年
は
あ
わ
て
て
駆
け
寄
り
、
手
を
差
し
伸
べ
る「
○
○
○
、
○
○
○
！
」多
分
、
危

な
い
よ
！
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
危
険
に
対
す
る
咄
嗟
の
発
言
は
、

母
国
語
で
あ
っ
た
。
そ
う
か
そ
う
か
と
納
得
。

　

折
か
ら
、
二
〇
メ
ー
ト
ル
先
よ
り
、
若
い
女
性
が
こ
ち
ら
に
や
っ
て
く
る
の
が
み

え
た
。
髪
あ
く
ま
で
長
く
、
す
ら
り
と
し
た
日
本
美
人
で
あ
る
。
私
の
近
く
に
立
ち
、

ス
ベ
リ
台
の
二
人
を
み
て
い
る
。「
奥
さ
ん
で
す
か
」出
で
立
ち
は
普
段
着
、
中
島
川

近
辺
に
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
女
性
は
ほ
ほ
え
ん
で「
は
い
、
そ
う
で
す
」明

る
く
応
え
る
。
詰つ

ま
り
国
際
結
婚
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
こ
で
お
ま
け
に
、「
御
主
人
は
、

な
か
な
か
よ
い
男
で
す
ね
！
」ハ
ン
サ
ム
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
し
な
い
。

　

女
性
は
否
定
も
肯
定
も
せ
ず
、
さ
ら
に
嬉
し
そ
う
に
、
に
こ
や
か
に
ほ
ほ
え
ん
だ
。

こ
こ
で
日
本
女
性
の
奥
床
し
さ
を
感
じ
取
っ
た
。

　

や
が
て
家
族
は
、
幼
児
を
中
心
に
め
が
ね
橋
に
サ
カ
ナ
を
み
に
行
く
と
い
う
、
こ

れ
は
幼
児
の
提
案
。
幼
児
は
手
を
頻
り
に
振
り
、
夫
婦
は
に
こ
や
か
に
御
辞
儀
を
し

て
、
わ
ら
わ
ら
と
あ
じ
さ
い
の
風
起
こ
る
め
が
ね
橋
に
歩
を
進
め
て
行
っ
た
。
こ
れ

も
一
期
一
会
の
出
合
い
。
平
成
二
十
八
年
五
月
末
日
、
夕
日
輝
く
の
刻
で
し
た
。

 

（
九
州
文
学
同
人
・
本
会
協
力
会
員
）

四
〇
八
号　

平
成
二
十
八
年
七
月
十
日

中
島
川
水
辺
の
表
情（
九
）　
三
つ
の
ほ
ほ
え
み

　

森
鷗
外
の
長
編
史
伝『
伊
沢
蘭
軒
』の
主
人
公
・
伊
沢
蘭
軒
は
、
文
化
3
年

（
1
8
0
6
）か
ら
翌
年
ま
で
、
長
崎
に
遊
学
し
て
い
る
。
長
崎
奉
行
・
曲
淵
和
泉
守

の
一
行
に
随
行
し
、
文
化
3
年
7
月
6
日
に
長
崎
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
の

9
月
頃
ま
で
滞
在
し
た
。
こ
の
こ
と
は
鷗
外
著『
蘭
軒
』（
略
称
）に
記
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

漢
方
医
で
文
献
考
証
学
者
だ
っ
た
蘭
軒
の
遊
学（
留
学
）の
目
的
は
何
だ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
来
航
唐
人（
清
人
）か
ら
医
療
技
術
や
清
朝
考
証
学
を
学
ぶ

た
め
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
蘭
軒
』（
そ
の
五
十
三
）で
そ
の
名
が
出
て

く
る
胡
兆
新
は
、
蘇
州
出
身
の
医
者
で
書
に

も
優
れ
て
い
た
。
毎
月
二
・
七
の
日
に
聖
福

寺
や
崇
福
寺
で
長
崎
の
人
々
に
医
療
を
施
し

て
い
た
こ
と
が
、
金
井
俊
行
編『
増
補
長
崎

畧
史
』に
記
さ
れ
て
い
る
。
張
秋
琴
は
唐
船

の
船
主
で
学
問
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
。
蘭

軒
は
張
に
清
朝
考
証
学
に
つ
い
て
、
質
問
し
て
い
る
。

　

鷗
外
は
医
学
史
家
の
富
士
川
游
よ
り
、
蘭
軒
自
筆
の「
長
崎
紀
行
」や「
蘭
軒
詩
集
」

を
借
用
し
て
、
叙
述
を
進
め
る
。
蘭
軒
が
長
崎
滞
在
中
に
交
際
し
た
長
崎
人
は
、
石

崎
融
思（
御
用
絵
師
）、
徳
見
訒
堂（
長
崎
宿
老
）、
劉
大
基（
唐
通
事
）、
向
井
元
仲（
聖

堂
祭
酒
）な
ど
。
こ
の
う
ち
、
劉
大
基（
彭
城
仁
左
衛
門
）は
崇
福
寺
後
山
の
頼
山
陽

撰
の
墓
碑
銘
で
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
丸
山
花
街
で
の
面
白
い
逸
話
も『
蘭

軒
』の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
蘭
軒
』の
叙
述
の
中
で
注
目
さ
れ
る
人
物
は
、
唐
通
事
・
游
龍
梅
泉
で
あ
る
。
鷗

外
は
長
崎
の
郷
土
史
家
・
津
田
繁
二
に
現
地
調
査
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
田
能
村
竹

田
著「
竹
田
荘
師
友
画
録
」な
ど
を
用
い
て
、
鮮
や
か
な「
游
龍
梅
泉
像
」を
描
い
て
い

る
。
但
し
、
梅
泉
の
子
孫
・
游
龍
隆
吉
に
面
会
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
の
は
、
不
思
議
で
あ
り
、
残
念
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
平
成
28
年
7
月
発
行
の
拙
著『
鷗
外
歴
史
文
学
続
論
』（
梓
書
院
）

で
、
詳
し
く
論
述
し
た
の
で
、
お
読
み
頂
く
と
有
難
い
。 

（
本
会
協
力
会
員
）

伊
沢
蘭
軒
の
長
崎
遊
学

○
七
月
と
言
え
ば「
七た

な
ば
た夕

」に
始
ま
る
。
旧
記
に
よ
る
と「
丸
山
の
七
夕
」は
実
に
賑
か
で

あ
っ
た
と
言
う
。

○
次
い
で
全
国
的
に
は
七
月
十
三
日
よ
り「
お
盆ぼ

ん

」と
記
し
て
あ
る
が
、
長
崎
地
方
で
は
戦

後
昭
和
二
十
七
年
よ
り「
お
盆
」は
八
月
十
三
日
よ
り
と
な
っ
て
い
る
。

○
七
月
二
十
二
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で「
ギ
オ
ン
様
」（
八
坂
神
社
祭
礼
）。
ホ
ウ
ズ
キ
店
が

多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

○
七
月
二
十
三
日
の
夜
は（
昭
和
五
七
年
）長
崎
大
水
害
の
日
で
し
た
。
死
者
二
六
二
人
、

中
島
川
に
架
る
多
く
の
文
化
財
の
石
橋
が
流
さ
れ
、
本
会
の
あ
る
建
物
の
一
階
事
務
所

も
水
に
あ
ふ
れ
ま
し
た
。

○
こ
の
二
十
三
日
、
私
達
は
夕
方
よ
り
二
十
四
日
昼
ま
で
飯
香
浦
地
蔵
盆
見
学
に
行
く
予

定
で
し
た
が
夕
方
よ
り
雨
、
そ
れ
で
中
止
・
私
達
一
同
よ
か
っ
た
で
す
。
…
多
分
、
お

地
蔵
様
の「
お
告つ

げ
」が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
…

○
飯
香
浦
地
蔵
盆
は
市
無
形
文
化
財
で
、
上
・
下
の
地
蔵
堂
あ
り
。
ソ
ー
メ
ン
飾
り
、
鉦か

ね

の
音
に
合
わ
せ
て
の
初
夜
・
後
夜
の
念ね

ん

佛ぶ
つ

会え

等
あ
り
、
一
度
は
参
加
さ
せ
て
戴
く
と
良

い
思
い
出
と
な
り
ま
す
。

○
長
崎
経
済
研
究
所
よ
り『
な
が
さ
き
経
済
六
月
号
』を
受
領
、造
船
・
高
め
の
操
業
。
機
械
・

重
電
機
械
は
堅
調
・
電
子
部
品
は
弱
め
。
水
産
は
取
扱
金
額
六
四
億
、一
％
減
。
住
宅
建

設
は
二
ヶ
月
連
続
で
下
回
る
。
公
共
工
事
請
負
金
額
減
少
。
観
光　

主
要
施
設
、
宿
泊

客
と
も
に
減
少
。雇
用
有
効
求
人
倍
率　

前
年
を
上
回
一
、三
倍
増
。企
業
倒
産
・
低
水
準
。

概
況
と
し
て
月
次
県
内
経
済
は「
横
這
い
圏
内
な
が
ら
持
ち
直
し
の
動
き
」と
あ
る
。

○
先
年
末
、千
葉
市
の
水
野
幸
一
先
生
よ
り
、先
生
が
昭
和
三
十
四
年
よ
り
長
崎
医
大
に
在
籍
さ

れ
た
十
二
年
間
に「
市
内
・
県
内
各
地
を
撮
影
し
た
写
真
が
あ
る
の
で
一
冊
に
編ま

と
め
よ
う
か
」と

言
わ
れ
て
い
た
が
、先
日
そ
の
写
真
集
完
成
。ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。当
時
を
物
語
る
貴
重
な
、

そ
し
て
今
に
瞼

よ
み
が
え

る
写
真
集
で
し
た
。（『
長
崎
写
録
』長
崎
文
献
社
刊
・三
、五
〇
〇
円
＋
税
）

○
多
年
、「
長
崎
く
ん
ち
」の
事
を
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
土
肥
原
弘
久
氏
よ
り
前
回
の『
長
崎

く
ん
ち－

取
材
記
録
』に
続
き
、
先
月
発
刊
さ
れ
た『
長
崎

く
ん
ち
の
し
く
み
』を
戴
く
。「
一
人
の
氏
子
の
立
場
か
ら
整

理
し
ま
し
た
」と
あ
り
、
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。（
ゆ

る
り
書
房
。
千
円
＋
税
）

古
屋
　
陸
夫

新
名
　
規
明

「あじさいとめがね橋」


