
十
文

じ
ゅ
う
も
ん

橋 ば
し 

 
粕
壁
最
勝
院
の
裏
を
流
れ
る
古
隅
田
川
の
下
流
に
架 か

け
ら
れ
た
橋
を
「
十
文
橋
」
と
い
う
。
現
在
の
位
置
は
当

時
の
位
置
よ
り
や
や
北
に
寄
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
隅
田
川
が
戦
時
中
改
修
さ
れ
て
、
川
幅
と
川
の
位
置
が
変

わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
十
文
橋
」
の
位
置
は
往
古

お
う
こ

の
菖

し
ょ
う

蒲 ぶ

道 み
ち

の
渡
し
場
で
、
明
治
に
な
っ
て
上
流
に
浜
川
戸
橋
（
現
在
の
梅
田
橋
）

が
石
橋
に
架 か

け
替 か

え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
菖
蒲
へ
の
路 み

ち

も
変
わ
っ
て
、
こ
の
渡
し
場
も
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
地
の

人
々
は
対
岸
の
粕
壁
へ
行
く
に
は
梅
田
橋
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
目
前
に
見
え
る
商
業
地
に
遠 と

お

廻 ま
わ

り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

こ
の
不
便
を
解
消
す
る
対
策
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
岩
松
初
五
郎
が
（
現
在
の
十
文
橋
の
た
も
と
に
居
住
し

て
い
る
岩
松
喜
市
氏
の
祖
父
）
個
人
で
橋
を
架 か

け
て
、
賃 ち

ん

取 と
り

橋 ば
し

に
し
て
住
民
や
往
来

お
う
ら
い

の
人
た
ち
の
便
を
は
か
り
た

い
と
、
県
知
事
に
こ
の
許
可
願
い
を
出
し
た
（
明
治
二
十
三
年
）
。
知
事
の
許
可
を
得
て
、
長
さ
八
間
（
十
四
・

四
㍍
）
幅
一
間
（
一
・
八
㍍
）
の
木
橋
を
架 か

け
、
通
行
者
か
ら
橋 は

し

銭 せ
ん

を
徴

収

ち
ょ
う
し
ゅ
う

し
た
。 



 

当
時
の
橋
銭
の
定
額
を
記
し
た
標
示
板
が
今
も
岩
松
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

渡
船
賃
定
額 

一
、
徒
歩 

 
 
 

一
人 

金
壱
厘

い
ち
り
ん 

 

但
た
だ
し

、
満
三
歳
未
満
児
ハ
無
賃 

一
、
牛
・
馬 

 
 

一
疋 ぴ

き 
金
弐
厘

に
り
ん 

一
、
荷
牛
馬
車 

 

一
輌

り
ょ
う 

金
弐
厘 

一
、
人
力
車 

 
 

一
輌 

金
壱
厘 

一
、
駕
篭

か

ご 
 
 
 

一
挺

ち
ょ
う 

金
壱
厘 

一
、
長
持

な
が
も
ち 

 
 
 

一 ひ
と

棹 さ
お 

 

金
壱
厘 

一
、
諸
荷
物 

 
 

一 い
つ

荷 か 
 

金
壱
厘 



一
、
諸
荷
物 

 
 

一
駄

い
ち
だ 

 

金
壱
厘 

 
右
之
通

と
お
り

官
許

か
ん
き
ょ

ヲ
得
候
事

え
そ
う
ろ
う
こ
と 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
内
牧
村
大
字
梅
田 

 
 
 
 
 

岩
松
初
五
郎 

 

こ
の
橋
賃

は
し
ち
ん

壱
厘
は
十
文
と
も
言
わ
れ
た
の
で
、
人
々
か
ら
「
十
文
橋
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
た
。 

 

大
正
時
代
に
は
橋
賃
は
五
厘
と
な
り
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
壱
銭
と
改
め
ら
れ
た
が
、
橋
の
呼
名
「
十
文
橋
」

は
変
わ
ら
ず
、昭
和
十
年
ま
で
こ
の
賃
取
橋
は
続
け
ら
れ
た
。後
に
県
道
久
喜
線
の
改
良
工
事
に
よ
り
橋
も
架 か

け
替 か

え
ら
れ
た
が
、
橋
の
名
「
十
文
橋
」
は
そ
の
ま
ま
近
年
永
久
橋
に
架 か

け
替 か

え
ら
れ
、
橋
の
標
柱
に
「
十
文
橋
」
と

刻
ま
れ
て
そ
の
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

初
出
「
広
報
か
す
か
べ 

昭
和
五
十
二
年
八
月
」
か
す
か
べ
の
歴
史
余
話 


