
甲斐の猿橋

　
私
た
ち
の
周
り
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ

に
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ー
チ
橋
、

吊
り
橋
、
斜
張
橋
、
ト
ラ
ス
橋
、
ル
ー
プ

橋
な
ど
種
類
も
豊
富
で
あ
り
、
工
法
や
資

材
の
発
達
に
よ
っ
て
、
驚
く
よ
う
な
長
大

橋
も
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

世
界
最
長
の
吊
り
橋
で
あ
る「
明
石
海
峡

大
橋
」は
3
9
1
1
m
。
フ
ラ
ン
ス
の
タ

ル
ン
渓
谷
に
か
か
る
世
界
で
最
も
高
い

「
ミ
ヨ
ー
高
架
橋
」の
主
塔
は
、
高
さ

3
3
3
・
8
8
ｍ
と
い
う
巨
大
さ
を
誇
り

ま
す
。

　
し
か
し
、
近
世
以
前
は「
土
木
」の
文

字
通
り
、
資
材
は
土
と
木
、
そ
し
て
石
や

岩
で
あ
っ
た
た
め
、
様
々
な
自
然
環
境
を

克
服
し
て
架
橋
す
る
た
め
に
工
夫
が
凝
ら

さ
れ
、
一
見
す
る
と
非
常
に
変
わ
っ
た
形

の
橋
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
日
本

三
奇
矯
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
、
岩
国
の

錦
帯
橋
、
祖
谷
の
か
ず
ら
橋（
木
曽
の
桟

橋
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
）、
そ
し

て
今
回
ご
紹
介
す
る
甲
斐
の
猿
橋
で
す
。

　
猿
橋
が
架
か
る
山
梨
県
大
月
市
の
猿
橋

町
猿
橋
は
、
甲
州
街
道
の
宿
場
町
で
し
た
。

こ
こ
に
は
桂
川
の
深
い
渓
谷
が
あ
り
、
は

る
ば
る
江
戸
か
ら
甲
府
を
目
指
し
て
伸
び

て
き
た
甲
州
街
道
の
行
く
手
を
は
ば
ん
で

い
ま
し
た
。
両
岸
は
30
ｍ
ほ
ど
離
れ
、
深

さ
も
30
m
は
あ
る
断
崖
の
た
め
、
当
時
の

技
術
で
は
橋
脚
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　　
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
の
が
、「
刎
橋
」

と
呼
ば
れ
る
形
式
の
橋
で
し
た
。
刎
橋
は
、

橋
脚
の
代
わ
り
に
両
岸
か
ら
突
き
出
し
た

「
刎
ね
木
」と
呼
ば
れ
る
木
材
に
よ
っ
て

橋
桁
を
支
え
ま
す
。

　
ま
ず
、
両
岸
の
岩
盤
に
穴
を
あ
け
、
そ

れ
ぞ
れ
に「
刎
ね
木
」を
斜
め
に
差
し
込
み
、

中
空
へ
突
き
出
す
よ
う
に
固
定
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
上
に
も「
刎
ね
木
」を
差

し
込
み
、
下
の「
刎
ね
木
」が
上
の
重
量

を
支
え
る
よ
う
に
固
定
し
ま
す
。
こ
の
時
、

上
の「
刎
ね
木
」は
、
下
よ
り
も
少
し
だ

け
長
く
突
き
出
す
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
れ

を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
岸
か
ら

突
き
出
た「
刎
ね
木
」の
間
が
、
徐
々
に

狭
ま
っ
て
い
き
、
そ
の
上
に
橋
桁
を
渡
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
条
件

に
よ
っ
て
必
要
な「
刎
ね
木
」の
本
数
は

異
な
り
ま
す
が
、
猿
橋
の
場
合
は
2
列
4

段
で
、
両
岸
を
合
わ
せ
て
16
本
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
断
崖
に
橋
を
か
け
る
方
法

と
し
て
、
刎
橋
の
ほ
か
に
、
祖
谷
の
か
ず

ら
橋
の
よ
う
な
蔓
を
利
用
し
た
吊
り
橋
が

あ
り
ま
す
。
猿
橋
周
辺
に
は
、
白
猿
が
藤

蔓
を
伝
っ
て
対
岸
に
渡
っ
た
の
を
見
て
、

は
じ
め
に

お
わ
り
に

け
ん
せ
つ

で
ん
せ
つ

のシ
リ
ー
ズ
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猿
か
ら
学
ん
だ
架
橋
法

甲
斐
の
猿
橋

架
橋
法
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
伝
説
が
あ

り
ま
す
の
で
、
猿
橋
も
最
初
は
吊
り
橋

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
蔓
の
吊
り
橋
で
は
強
度
も
な

く
、
グ
ラ
グ
ラ
揺
れ
て
不
安
定
で
あ
り
、

交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
甲
州
街
道
の
橋
と

し
て
相
応
し
く
な
い
こ
と
か
ら
、
い
つ
か

ら
か
頑
丈
な
刎
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。『
往
還
筋
御
普
請
所
並

自
普
請
之
訳
書
上
帳
』と
い
う
公
式
の
記

録
に
は
、
今
か
ら
約
3
4
0
年
前
の
延
宝

4
年（
1
6
7
6
）の
架
替
記
録
が
あ
り

ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
降
は
刎

橋
形
式
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
刎
橋
は
、
猿
橋
の
専
売
特

許
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
甲
信
越
を
は
じ

め
出
羽
、
上
野
地
方
に
も
か
な
り
の
数
が

見
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
大

正
2
年
に
発
刊
さ
れ
た
五
十
嵐
力
の『
趣

味
の
伝
説
』は
、
信
州
は
南
安
曇
野
を
流

れ
る
梓
川
に
架
け
ら
れ
て
い
た
雑
志
橋

（
雑
炊
橋
）の
伝
説
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
梓
川
の
断
崖
に
隔
て
ら
れ
た

若
い
男
女
が
、
想
い
を
と
げ
る
た
め
に
長

い
時
間
を
か
け
て
少
し
ず
つ
木
材
を
買
い

集
め
、
両
岸
か
ら
徐
々
に
橋
を
渡
し
て
い

く
と
い
う
恋
物
語
で
あ
り
、
猿
橋
の
伝
説

よ
り
も「
刎
ね
木
」を
積
み
重
ね
る
刎
橋

の
工
法
が
、
う
ま
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
橋
脚
が
な
い
刎
橋
は
、
さ
な
が
ら
渓
谷

に
か
か
る
美
し
い
虹
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

ま
た
、
変
わ
っ
た
姿
の
橋
で
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
目
に
し
た
人
々
は
様
々
な

想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
、
各
地
の
刎
橋
に
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
し
か
し
、
2
0
0
9
年
3
月
号
の「
武

甲
山
の
山
犬
」で
も
書
い
た
と
お
り
、
伝

説
は
宿
り
主
が
な
く
な
れ
ば
生
き
永
ら
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
猿
橋
以
外
の
刎

橋
は
、
次
々
と
姿
を
消
し
て
ゆ
き
、
橋
に

宿
っ
て
い
た
は
ず
の
伝
説
も
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

な
ぜ
刎
橋
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　
こ
こ
で
明
治
の
半
ば
に
姿
を
消
し
た

「
愛
本
橋
」の
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
愛
本

橋
は
、
富
山
県
黒
部
市
愛
本
の
黒
部
川
に

架
か
る
刎
橋
で
し
た
。
橋
長
が
猿
橋
の
2

倍
も
あ
る
大
き
な
刎
橋
で
、
日
本
三
奇
矯

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、
明
治
24
年（
1
8
9
1
）に

木
造
ア
ー
チ
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
設
計
を
担
当
し
た
富
山
県
技
師
の
高

田
雪
太
郎
は
、
刎
橋
形
式
を
採
用
し
な

か
っ
た
理
由
を『
工
学
会
誌
』の
1
8
3

号
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　「（
架
替
）毎
ニ
数
多
ノ
巨
材
ヲ
用
ユ
ル

所
ノ
刎
橋
ニ
シ
テ
修
築
毎
ニ
其
艱
苦
尠
ナ

カ
ラ
ズ
」

　
刎
橋
に
用
い
る「
刎
ね
木
」は
、
大
き

な
木
材
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
高
田
の
報

告
に
よ
る
と
、
愛
本
橋
の
場
合
は
長
さ
約

12
〜
18
ｍ
の
巨
材
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
天
保
11
年（
1
8
4
0
）の
架

替
記
録
に
よ
る
と
、
用
材
と
し
て
目
回
り

約
2.4
〜
3.9
ｍ
の
槻
を
70
本
。
同
じ
く
約
1.8

〜
3.6
ｍ
の
杉
を
1
3
0
本
も
黒
部
の
奥
山

か
ら
切
出
し
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
の
木
材

を
確
保
す
る
こ
と
も
大
変
で
す
が
、
そ
の

切
出
し
や
運
搬
に
か
か
る
労
費
た
る
や
、

た
だ
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
苦
労
の
か
い
も
な

く
、
愛
本
橋
の
寿
命
は
平
均
約
25
年
と
い

う
短
い
も
の
で
し
た
。
刎
橋
の
土
台
と
な

る「
刎
ね
木
」は
、
岩
盤
に
差
し
込
ん
で

固
定
し
ま
す
が
、
そ
の
境
目
に
は
水
が
た

ま
り
乾
湿
を
繰
り
返
す
の
で
、
通
常
の
部

材
よ
り
も
腐
朽
が
進
ん
で
し
ま
う
か
ら
で

す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
の
刎
橋
に
共
通
す

る
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
ま
た
宿
命
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
考
慮
し
た
高
田
は
、
刎
橋
を
優

れ
た
伝
来
技
術
と
認
め
な
が
ら
も
、「
之

ヲ
改
メ
木
造
拱
橋
ト
ナ
シ
材
ヲ
減
シ
費
ヲ

節
ス
ル
」た
め
に
同
じ
木
造
で
も
、
費
用

対
効
果
の
高
い
ア
ー
チ
橋
を
採
用
し
た
の

で
す
。

　
猿
橋
の
場
合
も
明
治
33
年（
1
9
0
0
）

に
は
、
西
洋
式
橋
梁
へ
の
転
換
が
検
討
さ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
関
係
者
は
、

「
敢
え
て
旧
制
を
改
め
ざ
る
は
迂
拙
に
似

る
も
さ
に
非
ず
、
新
を
喜
び
旧
を
厭
ふ
世

相
に
て
新
奇
を
求
め
ず
し
て
自
ら
奇
な
り

長
く
古
態
を
行
客
に
観
ぜ
し
む
。」と
い
う

判
断
を
く
だ
し
、
猿
橋
は
刎
橋
と
し
て
存

続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
愛
本
橋
と
猿
橋
の
運
命
を
分
け
た
の
は
、

最
終
的
に
は
旧
来
に
対
す
る
人
々
の
見
識

の
違
い
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
愛
本
橋
の
場

合
も
地
域
の
利
得
を
見
越
し
た
適
切
な
判

断
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
猿
橋

の
関
係
者
た
ち
は
、
多
大
な
労
費
を
覚
悟

の
上
で
、
猿
橋
を
残
し
ま
し
た
。

　
現
代
の
日
本
は
、
と
か
く
経
済
至
上
主

義
の
言
動
が
、
正
論
と
し
て
ま
か
り
通
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
逼
迫
し
た
状
況
で

も
な
け
れ
ば
、
あ
え
て
目
先
の
利
得
を
追

求
せ
ず
、
猿
橋
の
人
々
の
よ
う
に
現
在
の

支
出
を
後
世
へ
の
投
資
と
し
て
考
え
る
こ

と
も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
過
去
に
そ
う
し
た
努
力
が
な
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
が
貴
重
な
文

化
財
の
数
々
を
眼
に
す
る
機
会
は
な
か
っ

た
の
で
す
か
ら
。（
文
：
江
口
知
秀
）

猿橋の構造（『日立』第43巻第9号所収の
「技術史の旅　63　猿橋の錦帯橋」より転載）渓谷の下から見た猿橋

猿
橋

刎
橋
の
工
法

い
つ
頃
か
ら
刎
橋
と
な
っ
た
か

各
地
に
存
在
し
た
刎
橋

消
え
て
い
っ
た
刎
橋

い
わ
く
に

さ
る
は
し

か
つ
ら
が
わ

は
ね
ば
し

き
ん
た
い
き
ょ
う

つ
る

あ
ず
さ
が
わ

ぞ
う
す
い
ば
し

こ
う
さ
ん

ぶ

あ
い
も
と
ば
し

い
　 

や

大
き
な
労
費
と
短
い
寿
命
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