
永な

が

お

く送
り

は
じ
め
に

　

石
橋
文
化
が
栄
え
た
九
州
地
方
の
中
で

も
、鹿
児
島
市
の
甲こ

う
つ
き
が
わ

突
川
に
架
け
ら
れ
た
西
田

橋
を
は
じ
め
と
す
る
５
つ
の
石
造
ア
ー
チ
橋
梁

は
名
橋
の
誉
れ
高
く
、平
成
５
年（
１
９
９
３
）

の
洪
水
で
２
橋
が
流
出
し
た
も
の
の
、西
田
橋
、

高こ
う
ら
い
ば
し

麗
橋
、玉
江
橋
の
３
橋
が
県
立
石
橋
記
念
公

園
に
移
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
橋
を
架
け
た
の
は
、岩
永
三
五
郎

と
い
う
熊
本
県
野の

津づ

村む
ら（
現
在
の
八や
つ
し
ろ
ぐ
ん
ひ
か
わ

代
郡
氷
川

町ち
ょ
う）の
石
工
で
、今
西
祐す
け
ゆ
き行
氏
の
児
童
文
学『
肥

後
の
石
工
』の
主
人
公
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　

さ
て
、こ
の
岩
永
三
五
郎
に
つ
い
て
、近
年
刊

行
さ
れ
た『
日
本
と
世
界
の
土
木
遺
産
』（
平

成
29
年
）な
ど
を
見
る
と
不
思
議
な
こ
と
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
仲
間
の
石
工
と
鹿
児
島
に
出
向
い
た
三
五

郎
ら
は
、甲
突
川
の
石
積
み
の
護
岸
工
事
と
と

も
に
西
田
橋
な
ど
５
石
橋
す
べ
て
の
架
設
を

行
っ
た
。帰
国
を
許
さ
れ
た
岩
永
三
五
郎
ら
に

は
、秘
密
漏
え
い
を
恐
れ
た
薩
摩
藩
よ
り
刺
客

が
は
な
た
れ
た
と
い
う
。」

山
口
祐
造
氏
の
著
述

　

薩
摩
藩
の
た
め
に
尽
く
し
た
三
五
郎
を
、な

ぜ
刺
客
を
放
っ
て
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。例
え
ば
山
口
祐
造
氏
は
、そ
の
著
書

で
あ
る『
九
州
の
石
橋
を
た
ず
ね
て
』（
昭
和
50

年
）、『
石
橋
は
生
き
て
い
る
』（
平
成
4
年
）な

ど
で
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
「
薩
摩
藩
の
家
老
調ず

し
ょ所
広ひ
ろ
さ
と郷
は
、河
川
の
改

修
や
道
路
の
建
設
、海
岸
埋
立
等
の
発
展
を

図
っ
た
。そ
の
こ
ろ
、肥
後
の
八
代
郡
に
岩
永

三
五
郎
と
い
う
優
秀
な
石
工
が
い
る
と
聞
い
た
。

調
所
は
八
代
藩
に
再
三
使
者
を
送
り
、三
五

郎
招
聘
を
懇
請
し
た
。①
そ
し
て
、天
保
10
年

（
１
８
３
９
）、三
五
郎
は
一
族
を
引
き
連
れ
て
、

鹿
児
島
へ
と
赴
い
た
。

　

し
か
し
、天
保
14
年
頃
か
ら
藩
内
の
内
紛
が

高
ま
り
、反
家
老
の
勢
力
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

そ
う
な
る
と
、家
老
の
信
頼
が
篤
か
っ
た
三
五

郎
達
の
身
辺
に
、永
送
り（
暗
殺
）の
風
評
が
立

ち
始
め
た
。甲
突
川
の
石
橋
等
、戦
略
上
の
秘

密
を
手
掛
け
て
い
る
の
で
当
然
で
あ
ろ
う
。②

昔
は
紀
伊
、加
賀
、薩
摩
の
三
国
で
永
送
り
の

掟
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

一
族
の
危
機
を
察
知
し
た
三
五
郎
は
、若
い

甥
た
ち
を
故
郷
の
家
族
の
病
気
な
ど
を
理
由
に

一
人
ま
た
一
人
と
熊
本
に
帰
し
た
。③

　

弘
化
3
年（
１
８
４
６
）に
な
る
と
、三
五
郎

が
精
魂
を
傾
け
た
西
田
橋
が
完
成
し
、右
腕
と

し
て
残
し
て
い
た
弟
の
三
平
を
帰
す
こ
と
に
し

た
。し
か
し
、追
手
が
差
し
向
け
ら
れ
、三
平
は

片
腕
を
切
り
落
と
さ
れ
た
。

　

三
平
は
国
境
を
越
え
て
津つ

な
ぎ
む
ら

奈
木
村
に
辿
り

着
き
、そ
こ
で
傷
を
癒
し
た
。そ
し
て
世
話
に

な
っ
た
村
人
へ
の
お
礼
に
と
、津
奈
木
重ち

ょ
う
は
ん
が
ん

盤
岩

眼
鏡
橋
を
架
け
た
。④

　

嘉
永
2
年（
１
８
４
９
）、三
五
郎
は
最
後
の

仕
事
を
終
え
る
と
帰
国
の
途
に
つ
い
た
が
、予

想
通
り
追
手
に
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。し
か
し
、

暗
殺
隊
の
隊
長
は
、三
五
郎
の
立
派
な
人
格
を

惜
し
み
、見
逃
し
て
く
れ
た
。三
五
郎
は「
必
要

が
あ
れ
ば
、い
つ
で
も
私
の
首
を
取
り
に
来
て

ほ
し
い
」と
言
い
残
し
て
去
っ
た
。暗
殺
者
た
ち

は
、そ
の
帰
り
に
三
五
郎
に
よ
く
似
た
渡
世
人

の
首
を
取
り
、代
わ
り
に
持
ち
帰
っ
た
。⑤
」

疑
問
点

　

か
な
り
要
約
し
ま
し
た
が
、以
上
が
山
口
氏

の
語
る
暗
殺
の
顛て

ん
ま
つ末
で
す
。ち
な
み
に
、山
口

氏
は
諫い

さ
は
や早
市
の
土
木
技
術
者
と
し
て
九
州
の

石
橋
に
接
す
る
こ
と
と
な
り
、研
究
と
保
存
運

動
に
半
生
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。彼
の
著
述
は
中

学
校
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
、後
の
石

橋
に
関
す
る
著
作
や
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
の
要
約
だ
け
見
て
も
、内
容
に
か

な
り
疑
問
が
あ
り
ま
す
。要
約
文
に
付
け
た

番
号
に
従
っ
て
、見
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
他
藩
に
招
聘
を
懇
請
し
た
技
術
者
を
暗

殺
す
る
の
は
、さ
す
が
に
外
交
上
大
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

②
橋
を
架
け
た
り
、護
岸
工
事
を
す
る
の
が
、

暗
殺
す
る
ほ
ど
の
秘
密
を
抱
え
る
こ
と
に

な
る
の
か
。

③
い
く
ら
理
由
を
付
け
た
か
ら
と
は
い
え
、

暗
殺
対
象
を
や
す
や
す
と
帰
し
て
し
ま

う
も
の
な
の
か
。

④「
お
わ
り
に
」に
て
後
述
。

⑤
ど
う
し
て
、そ
の
よ
う
な
こ
と
が
伝
わ
る

の
か
。ま
さ
か
、暗
殺
者
が「
い
や
ー
お
い

ど
ん
、三
五
郎
さ
ん
を
殺
す
こ
と
は
で
き

も
は
ん
で
、身
代
わ
り
を
た
て
た
で
ご
わ

す
」な
ど
と
吹
聴
し
た
わ
け
で
も
あ
る
ま

い
に
。

　

な
ど
な
ど
、数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、な
に
よ
り
全
文
を
通
し
て
見
て
き
た

よ
う
な
書
き
っ
ぷ
り
が
気
に
な
り
ま
す
。そ
う

し
た
も
の
は
後
世
の
創
作
の
可
能
性
が
高
い
の

で
す
。（
例
え
ば
、「
け
ん
せ
つ
の
で
ん
せ
つ　
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早
苗
地
蔵
伝
説
の
由
来
」を
参

照
。当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
で
す
）

海
老
原
清せ
い
ひ
つ煕

　

ま
ず
永
送
り
云う
ん
ぬ
ん々
の
出
ど
こ
ろ
と
は
何
な
の

か
。例
え
ば
三
五
郎
が
薩
摩
に
い
た
当
時
、直

接
の
上
司
と
な
っ
た
海
老
原
清
煕
が
、明
治
17

年（
１
８
８
４
）に
記
し
た『
薩
摩
天
保
度
以
後

財
政
改
革
顛
末
書
』と
い
う
記
録
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
に
は
、三
五
郎
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お

り
、「
清
熙
が
辞
職
し
て
間
も
な
く
、岩
永
も

帰
国
し
た
り
。始
て
来
り
し
よ
り
嘉
永
二
年
迄
、

八
九
年
間
藩
内
残
る
所
な
く
工
事
を
修
め
、大

に
永
遠
の
工
基
を
興
し
た
り
」と
、当
然
と
い

え
ば
当
然
で
す
が
永
送
り
の
記
述
は
あ
り
ま

せ
ん
。

古
老
の
伝

　

早
い
時
期
に
永
送
り
の
記
述
が
見
ら
れ
る
資

料
に
は
、大
正
２
年（
１
９
１
３
）の『
鹿
児
島
県

見
聞
記
』が
あ
り
、そ
れ
に
は「
熊
本
県
人
岩

永
三
五
郎
設
計
者
は
阿
蘇
鐡
矢
、何
れ
も
此
橋

（
西
田
橋
）が
竣
成
す
る
と
国
境
ま
で
送
ら
れ

て
二
人
は
斬
ら
れ
た
の
だ
と
、今
も
年
老
ひ
た

人
の
口
か
ら
伝
へ
て
い
る
。」と
あ
り
ま
す
。こ
こ

で
は
三
五
郎
は
殺
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
は
い
わ
ゆ

る「
古
老
の
伝
」だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
古
老
の
伝
」は
、決
し
て
盲
目
的

に
信
じ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
す
。例
え
ば
、見

聞
記
で
は
三
五
郎
の
他
に
阿
蘇
鐡
矢
と
い
う
人

物
も
斬
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。彼
は

薩
摩
藩
の
大
工
頭
で
、三
五
郎
を
補
佐
し
た
人

物
で
す
が
、明
治
19
年（
１
８
８
６
）ま
で
85
歳

の
長
命
を
保
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
五
郎
に
つ
い
て
は
、薩
摩
を
去
っ
た
後
の
消

息
が
明
ら
か
で
な
く
、そ
こ
で
暗
殺
さ
れ
た
よ

う
な
伝
承
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、菩
提

寺
で
あ
る
野
津
の
東
光
寺
の
記
録
な
ど
か
ら

嘉
永
4
年（
１
８
５
１
）に
59
歳
で
故
郷
に
て
亡

く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り『
鹿

児
島
県
見
聞
記
』の
古
老
の
伝
は
、一
つ
も
真

実
を
伝
え
て
い
な
い
の
で
す
。

子
孫
の
伝

　

山
口
氏
が
著
し
た
三
五
郎
一
代
記
の
出
典
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、『
石
橋
は
生
き

て
い
る
』の
本
文
中
に
子
孫
か
ら
の
伝
聞
だ
と

わ
か
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
子
孫
の
故
橋
本
辰
記
氏
が
三
五
郎
や
種
山

一
族
の
業
績
を
世
に
だ
し
た
い
と
努
力
し
て
い

た
。三
五
郎
の
甥
橋
本
勘
五
郎
丈
八（
通
潤
橋

を
架
け
た
名
工
）の
孫
に
あ
た
る
の
で
、祖
父
か

ら
伝
え
聞
い
た
業
績
や
書
類
な
ど
か
ら
種
山

石
工
の
働
き
は
肥
後
の
歴
史
を
飾
る
一
環
だ
と

信
じ
て
資
料
を
集
め
…
」

血
縁
は
な
い

　

こ
こ
に
言
う
橋
本
勘
五
郎
丈
八
は
実
存
の

人
物
で
あ
り
、熊
本
で
実
績
を
積
ん
だ
後
に
明

治
政
府
に
招
か
れ
、東
京
で
万
世
橋
や
浅
草

橋
を
架
橋
し
て
い
ま
す
。山
口
氏
の
著
述
で
も
、

三
五
郎
の
甥
と
し
て
紹
介
さ
れ
、と
も
に
鹿
児

島
に
赴
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、実
は
岩
永
家
と
橋
本
家
は
全
く
別

家
系
で
血
縁
が
な
い
こ
と
が
、ほ
ぼ
確
か
め
ら

れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、山
口
氏
に
口
伝
や
書
類

を
伝
え
た
橋
本
辰
記
氏
は
、岩
永
三
五
郎
の
子

孫
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、同
じ
熊
本
八
代
の
石
工
仲
間
と
し

て
交
流
が
あ
り
、三
五
郎
の
事
跡
も
詳
し
く
伝

え
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
も
そ
も

家
系
も
間
違
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、ど
の

程
度
の
信

し
ん
ぴ
ょ
う憑
性
が
あ
る
の
か
大
い
に
疑
問
で
す
。

お
わ
り
に

　

山
口
氏
は
、橋
本
辰
記
氏
か
ら
の
伝
聞
を
も

と
に
、自
身
が
修
理
に
携
わ
っ
た
諫
早
眼
鏡
橋

の
解
体
移
築
報
告
書『
重
要
文
化
財
眼
鏡
橋

移
築
修
理
工
事
報
告
書
』（
昭
和
36
年
）（
以
下
、

『
報
告
書
』）に
不
確
か
な
岩
永
家
系
図
を
載

せ
、そ
の
後
に
は
三
五
郎
の
一
代
記
を
著
述
し

ま
し
た
。そ
し
て
、そ
れ
は
史
実
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

三
五
郎
の
事
跡
を
研
究
し
た
蓑
田
勝
彦
氏

は
、山
口
氏
の
著
述
に
つ
い
て「
著
者
が
工
学
関

係
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、歴
史
的
事
実
に

関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、資
料
に
よ
る
検
討
は

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
…
」と
断
じ
て
い

ま
す
。確
か
に
そ
の
通
り
で
す
が
、私
は
加
え

て
あ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

要
約
文
の
④
に
つ
い
て
、『
報
告
書
』を
読
む

と
三
平
が
津
奈
木
村
に
て
傷
を
癒
し
た
云
々

は
、橋
本
氏
か
ら
の
伝
聞
に
は
な
く
、山
口
氏

が
創
作
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。そ
れ
は
こ

の
箇
所
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

山
口
氏
が
初
め
て
甲
突
川
の
５
橋
を
目
に
し

た
こ
ろ
、石
橋
は
都
市
計
画
上
無
用
だ
と
撤
去

す
る
動
き
が
あ
り
、彼
は
そ
れ
を
知
っ
て
保
存

運
動
に
ま
い
進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。山

口
氏
は
石
橋
の
素
晴
ら
し
さ
を
訴
え
る
た
め
、

橋
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、石
工
で
あ
る

三
五
郎
に
つ
い
て
も
、橋
本
氏
か
ら
の
伝
聞
な

ど
を
脚
色
し
、人
々
の
興
味
を
引
く
よ
う
な
波

乱
万
丈
の
物
語
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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