
第二節 石造文化遺産

黒
岳
か
ら
流
れ
る
松
浦
川
の
支
流、

め

が

ね

は

し

黒
尾
岳
川
上
流
の
上
分
に
眼
鏡
橋
と
呼
ば
れ
る
低
い
手
す
り
石
の
つ
い
た
長

や
ま
ご
う
ば
し

か

さ
四
〗い
・

幅
二
〗い
の
ア
ー
チ
型
の
石
橋、

山
川
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す。

以
前
に
は
こ
の
橋
の
上
流
に、

は
が
し
ら
ば
し

ゃ
ま
ん
が
く
ら
ば
し

の
上
分
橋
と
原
頭
橋、

下
流
に
狼
ヶ
鞍
橋
が
あ
り
ま
し
た
が
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。

か
く
れ
き
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

岳
に
あ
る
黒
岳
石
（
角
礫
凝
灰
岩）

を
使
い
、

め

が

ね

は

し

三、

眼
鏡
橋

同
じ
造
り

こ
の
四
橋
は
石
材
を
近
く
の
黒

石
組
み
や
造
り
が
同
じ
で
地
方
色
の
あ
る
橋
で
す。
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第六章 石造文化

修
工
事
が
行
わ
れ
た
時
、

り
ど
う

古
老
か
ら
の
話
に
よ
る
と
、
上
分
橋
と
原
頭
橋
は
大
正
時
代
に
里
道
の
改

い

し

く

め

が

ね

は

し

石
エ
江
口
儀
八
氏
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
眼
鏡
橋

で
す
。

や

ま

ご

う

ば

し

た

け

う

ち

む

ら

お

う

か

ん

ま
た
、
山
川
橋
は
中
野
原
か
ら
武
内
村
に
行
く
往
還
（
現
県
道
）
に
架
け

ら
れ
た
橋
で
す
が
、
も
と
も
と
黒
尾
岳
川
を
飛
び
石
伝
い
に
渡
っ
て
い
た
所

い

し

く

め

い

に
架
け
ら
れ
た
橋
で
す
。
明
治
中
期
に
、
は
っ
き
り
し
た
石
エ
名
は
分
か
り

い
し
き
い

ま
せ
ん
が
、
呼
び
名
「
石
切
げ
ん
さ
ん
」
の
手
で
眼
鏡
橋
が
構
築
さ
れ
ま
し

た
。
建
造
工
事
に
は
多
数
の
村
人
が
、
黒
岳
石
の
切
り
出
し
や
石
組
み
な
ど

く

や

く

の
力
仕
事
に
、
公
役
で
働
き
造
り
あ
げ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

や
ま
ご
う

そ
の
後
、
長
い
あ
い
だ
渡
っ
て
い
た
山
川
の
眼
鏡
橋
は
、
道
路
の
改
修
工

事
で
拡
幅
さ
れ
県
道
と
な
っ
て
路
線
も
変
更
さ
れ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
新
山
川

橋
に
架
け
替
え
ら
れ
用
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
通
ら
な
く
な
っ
た
眼
鏡
橋
は
長
い
間
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
し

ほ
じ
ょ
う

た
が
、
圃
場
整
備
の
お
り
撤
去
す
る
話
が
出
ま
し
た
。

し
か
し
、
眼
鏡
橋
は
石
が
互
い
に
支
え
合
い
柱
が
な
い
の
に
崩
れ
な
い
石
組
み
の
優
れ
た
工
法
の
橋
で
す
。
江
戸

こ
う

ふ

く

じ

に

よ

じ

ょ

う

時
代
の
初
め
頃
、
寛
永
―
一
年
（
一
六
三
四
年
）
、
長
崎
市
興
福
寺
の
中
国
の
僧
「
如
定
」
が
浄
財
を
集
め
、
中
国

人
石
エ
の
手
で
、
長
崎
の
中
島
川
に
眼
鏡
橋
を
築
い
た
の
が
始
ま
り
で
、
一
七
0

0
年
頃
ま
で
に
中
島
川
流
域
に
数

多
く
架
け
ら
れ
ま
し
た
。

山川の眼鏡橋
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第二節 石造文化遺産

の
木
橋
か
ら
架
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
、

l讀鑢禰の工法l
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最
近
、

ほー保エ・1

① 111?.i中にア-チ形に~匹をして、その上に気んだ石を木峰に沿っ

て笠ぺて讀み、閾りの石場も同涛に覆み上げ、最集に裏石を入れる．

〇棒岨みをはずす、 yーチ形に置~?Scが互いに支え合いonない，

ま
た
、

に
逃
れ
、

な
が
さ
き
ぶ
ぎ
ょ
う
は
い
か

そ
の
後
長
崎
奉
行
配
下
の
武
士
藤
原
林
七
が
、
眼
鏡
橋
の

ひ
そ

原
理
を
知
る
た
め
オ
ラ
ン
ダ
人
技
術
者
に
密
か
に
接
触
し
て
教
わ
り

と
が

ま
し
た
が
、
見
つ
か
り
法
破
り
と
し
て
咎
め
ら
れ
逃
亡
し
て
熊
本
藩

た

ね

や

ま

む

ら

と

う

よ

う

む

ら

い

し

く

種

山

村

（

現

東

陽

村

）

石

エ

と

な

っ

て

工

法

を

あ

み

出

し

石
工
を
育
て
て
広
め
た
こ
と
か
ら
、

熊
本
県
や
長
崎
県
に
今
も
大
掛

つ
う
じ
ゅ
ん
き
ょ
う

か
り
の
眼
鏡
橋
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
有
名
な
「
通
潤
橋
」
も
そ

の
一
っ
で
す
。

佐
賀
県
に
は
、

当
た
り
ま
せ
ん
。

県
文
化
財
指
定
の
塩
田
町

し
ん
き
ょ
う

「
八
天
神
社
の
神
橋
」

が
あ
り
ま
す
が
、
数
は
少
な
く
伊
万
里
市
で
も
各
地
に
幾
つ
か
あ
っ

や
ま
ご
う
ば
し

た
の
も
壊
さ
れ
て
、
今
で
は
残
っ
て
い
る
の
が
山
川
橋
以
外
に
は
見

地
元
で
は
市
の
文
化
財
扱
い
に
な
れ
ば
と
願
い
出

の
こ

て
受
け
入
れ
ら
れ
遺
さ
れ
ま
し
た
。

黒
尾
岳
川
の
下
流
の
中
通
に
も
同
じ
造
り
の
中
島
橋
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
四
五
年
の
耕
地
整
理
の
際
、
今
ま
で

む
た
ん
は
あ

石
材
は
牟
田
原
の
採
石
場
の
砂
岩
を
使
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭

和
五
十
年
代
に
再
び
圃
場
整
備
が
あ
っ
て
道
路
改
修
に
と
も
な
い
壊
さ
れ
ま
し
た
。

山
川
橋
は
、
洪
水
の
た
め
構
築
石
材
が
一
部
流
失
し
ま
し
た
が
、

堅
牢
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ア
ー
チ
部
分
の
大
半
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て

黒
尾
岳
川
の
災
害
復
旧
工
事
の
た
め
、

県
土
木
事
務
所
か
ら
眼
鏡
橋
が
水
を
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支
え
河
川
災
害
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で、

撤
去
す
る
よ
う
に
と
要
請
が
あ
り
ま
し
た
が、

市
文
化
財
係
の
申
し

入
れ
に
よ
り
取
り
壊
さ
な
い
で
す
み
現
状
を
保
っ
て
い
ま
す。

石
造
文
化
遺
産
と
し
て、

き
ち
ん
と
保
存
す
る
方
法

は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か。
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