
現在の千住大橋

　
東
京
の
隅
田
川
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

と
色
の
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
橋
の
博
物
館
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
川
辺
に
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
、

遊
覧
船
の
コ
ー
ス
に
も
な
っ
て
い
る
吾
妻

橋
か
ら
下
流
の
橋
が
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
国
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
勝
鬨

橋
や
永
代
橋
、
清
州
橋
の
三
橋
梁
は
特

に
有
名
で
す
。

　
多
種
多
様
な
隅
田
川
の
橋
梁
の
中
で
、

最
初
に
架
け
ら
れ
た
橋
は
、
吾
妻
橋
か
ら

5
㎞
ほ
ど
上
流
に
遡
っ
た
千
住
大
橋
で
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
橋
に
は
創
架
か
ら
明

治
18
年（
1
8
8
5
）の
洪
水
で
流
さ
れ

る
ま
で
約
3
0
0
年
も
の
間
、
一
度
も
流

失
し
な
か
っ
た
と
い
う「
不
流
伝
説
」が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
事
実
と
し
て
、
書

籍
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
大
学
教
授
の
伊
東
孝
氏
や
、『
論
考

　
江
戸
の
橋
』を
著
し
た
松
村
博
氏
ら
に

よ
っ
て
、
記
録
に
残
る
だ
け
で
も
享
保
13

年（
1
7
2
8
）、
明
和
3
年（
1
7
6
6
）、

明
和
9
年（
1
7
7
2
）と
、
明
治
18
年

ま
で
に
計
3
回
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ「
不
流
伝
説
」は

事
実
と
し
て
流
布
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
ず
は
、
簡
単
に
千
住
大
橋
の
歴
史

を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　
千
住
大
橋
は
、
徳
川
家
康
が
江
戸
入
り

し
た
天
正
18
年（
1
5
9
0
）の
4
年
後
、

文
禄
3
年（
1
5
9
4
）に
奥
州
道
中
整

備
の
一
環
と
し
て
架
け
ら
れ
ま
し
た
。
家

康
の
江
戸
へ
の
転
封
は
、
天
下
人
で
あ
っ

た
豊
臣
秀
吉
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
、
関

東
以
北
の
抑
え
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
家
康
は
北
方
へ
の
幹
線
道
路

の
整
備
を
急
ぎ
、
隅
田
川
の
奥
州
道
中
筋

に
千
住
大
橋
を
架
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
多

摩
川
に
架
け
ら
れ
た
東
海
道
筋
の
六
郷
橋

よ
り
6
年
も
先
ん
じ
て
い
ま
す
の
で
、
家

康
が
い
か
に
関
東
・
東
北
の
経
営
を
重
視

し
て
い
た
の
か
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、

両
国
橋
が
架
け
ら
れ
る
ま
で
、
隅
田
川
に

は
60
年
以
上
も
千
住
大
橋
し
か
橋
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
家
康
が
亡
く
な
る
と
、
奥
州
道
中
は

日
光
東
照
宮
へ
の
参
拝
路
と
し
て
も
重

要
と
な
り
、
千
住
大
橋
の
両
岸
も
千
住

宿
と
し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。
元
禄
2
年

（
1
6
8
9
）に
は
、
松
尾
芭
蕉
が
こ
の

地
か
ら「
奥
の
細
道
」へ
旅
立
っ
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
、
さ
ら
に
慶
應
4
年

（
1
8
6
8
）に
は
、
最
後
の
将
軍
・
徳

川
慶
喜
が
水
戸
へ
の
蟄
居
を
言
い
渡
さ
れ
、

こ
の
橋
を
渡
っ
て
江
戸
を
去
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
2
年
に
現
在
の
鉄
橋
が

架
け
ら
れ
、ブ
レ
ー
ス
ド
・
リ
ブ
・
タ
イ
ド
・

ア
ー
チ
の
橋
と
し
て
は
日
本
で
現
存
最
古

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
歴
史
あ
る
橋
の
た
め
か
、

千
住
大
橋
に
は
多
く
の
伝
説
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
橋
杭
は
伊
達
政
宗

が
献
上
し
た
槇
の
大
木
で
あ
っ
た
た
め
、

朽
ち
も
せ
ず
、
虫
に
喰
わ
れ
も
せ
ず
に
創

は
じ
め
に

不
流
伝
説

両
国
橋
な
ど
の
立
地

け
ん
せ
つ

で
ん
せ
つ

のシ
リ
ー
ズ
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千
住
大
橋
の

不
流
伝
説

架
以
来
そ
の
ま
ま
残
り
、
土
中
に
埋
ま
っ

て
い
る
部
分
は
化
石
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、

杭
木
が
丈
夫
だ
と
す
る
も
の
で
す
。

　
実
際
、
千
住
大
橋
は
丈
夫
だ
っ
た
よ
う

で
、
文
禄
3
年（
1
5
9
4
）の
創
架
以
来
、

初
め
て
架
替
が
行
な
わ
れ
た
の
が
、
記
録

上
で
は
50
年
以
上
も
後
の
正
保
4
年

（
1
6
4
7
）で
あ
り
、
通
常
の
木
橋
の
寿

命
が
約
20
年
と
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

倍
以
上
長
持
ち
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
享
保
8
年（
1
7
2
3
）の
小

塚
原
・
橋
戸
両
町
の
名
主
の
書
き
上
げ
に

は
、
天
和
4
年（
1
6
8
4
）の
架
替
か

ら
40
年
も
長
持
ち
し
て
今
に
至
る
と
書
か

れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
橋
杭
を
檜

か
ら
槇
に
変
え
た
こ
と
、
ま
た
隅
田
川
下

流
の
汽
水
域
と
は
異
な
り
、
千
住
大
橋
は

河
口
か
ら
10
㎞
以
上
も
上
流
の
淡
水
域
な

の
で
、
水
虫
や
船
虫
に
よ
る
虫
害
が
無

か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
隅
田
川
に
二
番
目
に
架
け
ら
れ
た
両
国

橋
は
、
松
村
博
氏
の『
論
考
　
江
戸
の
橋
』

に
よ
れ
ば
創
架
以
来
、
幕
末
ま
で
の
約

2
0
0
年
間
で
洪
水
に
よ
っ
て
10
回
も
流

失
し
て
お
り
、
千
住
大
橋
の
3
回
に
比
べ

格
段
に
多
く
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
国
橋

は
河
口
か
ら
近
い
汽
水
域
に
あ
り
、
し
か

も
鉄
砲
水
が
発
生
す
る
神
田
川
の
合
流
部

よ
り
も
下
流
で
し
た
。
三
番
目
の
新
大
橋
、

四
番
目
の
永
代
橋
も
両
国
橋
よ
り
下
流
に

架
け
ら
れ
た
た
め
、
虫
害
と
洪
水
の
影
響

を
強
く
受
け
た
よ
う
で
、
寛
保
2
年

（
1
7
4
2
）の
洪
水
で
は
、
千
住
大
橋
は

無
事
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
国
橋

よ
り
下
流
の
橋
は
被
害
を
受
け
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
洪
水
の
あ
と
、
両
国
橋
の
架
替
の

た
め
に
千
住
大
橋
の
構
造
が
調
べ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
幅
員
は
4
間

（
7.
3
ｍ
）で
、橋
長
は
66
間（
1
2
0
ｍ
）、

橋
脚
杭
列
は
1
6
箇
所
で
す
べ
て
3
本
建

て
で
し
た
。
ま
た
、
杭
に
は
端
部
で
末
口

1
尺
9
寸
〜
2
尺
余（
58
〜
61
㎝
）、
中
央

部
で
は
2
尺
3
寸
〜
2
尺
7
寸（
70
〜
82

㎝
）と
い
う
太
い
も
の
が
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
な
か
で
も
松
村
博
氏
は
、
橋
面
の
反
り

が
4
尺
2
寸（
1.
2
m
）と
両
国
橋
の
約

半
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
は

隅
田
川
の
上
流
部
で
あ
っ
た
た
め
大
型
船

の
航
行
を
考
え
る
必
要
が
な
く
、
勾
配
を

低
く
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
構
造
的

に
安
定
し
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
千
住
大
橋

は
、
他
の
橋
と
比
べ
て
立
地
条
件
に
め
ぐ

ま
れ
、
し
か
も
頑
丈
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

流
失
回
数
も
少
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま

す
が
、
3
0
0
年
間
流
失
し
な
か
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
明
和
9
年

（
1
7
7
2
）か
ら
明
治
18
年（
1
8
8
5
）

ま
で
の
1
1
3
年
間
で
す
。
記
録
に
残
っ

て
い
る
限
り
、
1
0
0
年
以
上
と
い
う
非

常
に
長
き
に
わ
た
り
、
流
失
は
み
ら
れ
ま

せ
ん
。
一
方
、
両
国
橋
で
は
安
永
9
年

（
1
7
8
0
）、
天
明
6
年（
1
7
8
6
）、

弘
化
4
年（
1
8
4
7
）の
3
回
に
わ
た
り
、

破
損
や
流
出
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
時
代
に
生
き
た
人
々
の
記
憶
に
は
、

よ
く
流
れ
る
両
国
橋
な
ど
と
比
べ
、
千
住

大
橋
は
ま
さ
に
不
流
れ
の
橋
と
し
て
残
り
、

親
か
ら
子
、
孫
へ
と
語
り
継
が
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
昭
和
30
年
の『
新
修
荒
川
区
史
　
上
巻
』

に
は
、
橋
の
桁
間
で
育
っ
た
亀
が
成
長
し

す
ぎ
て
出
ら
れ
な
く
な
り
、
ど
ん
な
洪
水

で
も
流
失
し
な
い
の
は
、
そ
の
大
亀
が
一

生
懸
命
に
水
を
か
い
て
い
る
か
ら
だ
と
い

う
話
を
採
録
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
明

治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
こ
の
よ
う
に
不
流

伝
説
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
が「
3
0
0
年
流
失
し

な
か
っ
た
」と
誇
張
さ
れ
た
の
は
、
千
住

大
橋
が
家
康
江
戸
入
り
と
共
に
生
ま
れ
、

徳
川
慶
喜
を
見
送
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ば

徳
川
幕
府
と
約
3
0
0
年
の
運
命
を
共
に

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
徳
川
慶
喜
が
、
千
住
大
橋
を
渡
っ
て
江

戸
を
去
っ
た
こ
と
に
は
触
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
劇
作
家
の
真
山
青
果
に
よ
っ
て

『
将
軍
江
戸
を
去
る
』と
い
う
戯
曲
の
大
詰

め
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
昭
和
9
年
か
ら
現

在
に
い
た
る
ま
で
公
演
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
劇
中
で
慶
喜
は
、「
天
正
18
年
8
月
朔
日
、

徳
川
家
康
江
戸
城
に
入
り
、
慶
應
４
年
４

月
11
日
、
徳
川
慶
喜
江
戸
の
地
を
退
く
。

歴
史
の
記
述
は
短
か
ろ
う
が
:
そ
の
間

2
7
0
有
8
年
の
年
月
を
通
じ
て
、
わ
れ

等
の
目
に
う
つ
る
江
戸
は
:
長
い
過
去
、

忘
れ
難
き
歴
史
の
事
実
を
も
っ
て
い
る
の

だ
。」と
見
送
り
の
人
々
に
語
り
か
け
な
が

ら
千
住
大
橋
を
渡
っ
て
去
っ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
場
面
に
涙
し
た
人
々
の
脳
裏
に
は
、

い
つ
し
か
徳
川
幕
府
と
千
住
大
橋
の
不
流

伝
説
が
結
び
つ
き
、
3
0
0
年
間
流
れ
な

か
っ
た
橋
と
し
て
語
り
つ
が
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

千
住
大
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の
歴
史

千
住
大
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の
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伝
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の
形
成

1
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3
年
間
の
不
流

お
わ
り
に

丈
夫
な
千
住
大
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あ
づ
ま

ば
し

か
ち
ど
き

ば
し

え
い
た
い
ば
し

き
よ
す
ば
し

せ
ん
じ
ゅ
お
お
は
し

ま
や
ま
せ
い
か
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