
歴
史

お
さ
ら
ぎ
橋
の
名
の
由
来

南
か
ら
福
島
市
内
に
入
る
国
道
四
号
線
筋
に
「
大
仏
橋
」(

お
さ
ら
ぎ
ば
し)

と
い
う
橋
が
あ
る
。
阿
武
隈
川
と
共
に
市
民
に
は
馴
染
み
深
い
橋
で
あ
る
。「
お

さ
ら
ぎ
」
は
苗
字
と
し
て
、
「
赤
穂
浪
士
」
や
「
帰
郷
」
「
宗
方
姉
妹
」
な
ど
を

次
々
と
世
に
出
し
文
化
勲
章
を
受
賞
し
た
作
家
、「
大
仏
次
郎
」
と
い
う
人
が
居

る
。
し
か
し
、
こ
の
名
前
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
本
名
は
野
尻
清
彦
と
い
う
。

そ
こ
で
、「
大
仏

だ
い
ぶ
つ

」
を
「
お
さ
ら
ぎ
」
と
読
む
疑
問
を
追
っ
て
、
福
島
県
内
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
姓
を
探
し
て
み
た
。
す
る
と
、
全
国
に
五
十
五
人
が

こ
の
「
お
さ
ら
ぎ
」
を
苗
字
と
し
て
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
解
っ
た
。「
大
仏
」

を
な
ぜ
「
お
さ
ら
ぎ
」
と
読
む
の
か
、
人
数
が
解
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
謎
が
解

け
た
訳
で
は
な
く
、
不
思
議
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。「
お
さ
ら
ぎ
」
と
い

う
読
み
は
国
語
辞
典
・
広
辞
苑
の
見
出
し
に
す
ら
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
福
島
市
の
大
仏
橋
に
こ
だ
わ
っ
て
、
福
島
城
の
歴
史
を
繙
い
て
み

た
。
す
る
と
応
永
二
十
年(

一
四
一
三)

伊
達
家
十
一
代
当
主
持
宗
の
時
、
五
、

六
百
騎
で
大
仏
城

だ
い
ぶ
つ
じ
ょ
う

に
楯
籠

た
て
こ
も

り
鎌
倉
方
の
関
東
公
方
足
利
持
氏
と
対
峙
し
、
攻
防

数
ヵ
月
で
大
仏
城
は
落
城
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
っ
た
。
も
の
の
本
に
よ
る
と

こ
の
中
に
「
百
貫
交

か
わ
し

、
信
夫

し

の

ぶ

だ
い
ぶ
つ
か
た
と
云
々
・
・
・
」
と
あ
る
の
で
読



み
は
「
だ
い
ぶ
つ
じ
ょ
う
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
記
録
に
当

時
の
城
は
伽
藍
造
り
で
、
坐
像
か
立
像
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
丈
六

(

四
・
八
米)

の
大
日
如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
そ
の
本
丸
跡
が
現
在
の

福
島
県
庁
舎
の
地
に
あ
っ
た
こ
と
も
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
大
仏
橋
の
位
置
関
係
か
ら
み
て
、
い
ま
あ
る
大
仏
橋
は
、
そ
の

如
来
像
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
、
依
然

と
し
て
大
仏
を
「
お
・
さ
・
ら
・
ぎ
」
と
読
ん
だ
こ
と
は
解
明
さ
れ
な
い
。

大
仏
様
は
奈
良
の
東
大
寺
、
さ
ら
に
は
、
鎌
倉
に
も
お
わ
し
ま
す
。
加
う
る

に
、
福
島
の
政
治
史
は
、
凡
そ
鎌
倉
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
文
学
史
と
し

て
は
、
万
葉
集
の
あ
づ
ま
歌
や
近
年
木
簡
が
出
土
し
て
話
題
に
な
っ
た
安
積
采

女
の
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
わ
が
思
わ
な
く
に
」
や
能

因
法
師
の
歌
が
残
っ
て
い
る
が
、
古
く
は
「
信
夫
の
郡
」
は
中
央
集
権
の
下
で

草
刈
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
天
平
宝
字
の

万
葉
集
歌
の
盛
ん
な
こ
ろ
、
平
安
初
期(

九
〇
〇
頃)

に
残
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
伊
勢
物
語
」
に
「
み
ち
の
く
の
忍

し
の
ぶ

捩も
じ

摺ず
り

誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
染
め
に
し
我
な
ら
な

く
に
」
と
い
う
葛
城
王
の
和
歌
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
当
時
す
で
に

信
夫
の
郡
は
そ
れ
な
り
の
文
化
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
な
お
、
伊
勢

物
語
は
多
く
の
人
の
手
が
加
わ
り
、
現
在
の
御
物
本

ぎ
ょ
ぶ
つ
ぼ
ん

は
藤
原
定
家
が
清
書
し
た



も
の
と
す
る
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

話
は
横
道
に
そ
れ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、「
だ
い
ぶ
つ
」
か
ら
「
お
さ
ら
ぎ
」

へ
音
韻
変
化
の
説
明
は
無
理
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
地
方
史
の
研
究
家
た
ち

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
解
っ
て
き
た
。

鎌
倉
時
代
、
執
権
北
条
時
政
の
子
、
時
房

と
き
ふ
さ

は
鎌
倉
大
仏
の
近
く
に
住
ん
で
い

た
。
時
房
は
信
心
深
い
人
だ
っ
た
の
で
、
家
の
傍
ら
に
は
、
釈
尊
が
瞑
想
し
、

悟
り
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
る
沙
羅

さ

ら

双
樹

そ
う
じ
ゅ

が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
北
条
時
房
は
文

武
に
す
ぐ
れ
人
望
も
高
か
っ
た
の
で
、
人
々
は
直
接
こ
の
人
の
名
を
呼
ぶ
こ
と

を
は
ば
か
り
、
沙
羅
の
木
に
「
お
」
を
冠
し
て
「
お
さ
ら
ぎ
殿
」
呼
ん
で
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
代
々
伝
わ
り
、
そ
の
う
ち
誰
云
う
と
も
な
く
「
大

仏
殿
」
と
書
い
て
「
お
さ
ら
ぎ
殿
」
と
尊
呼
す
る
よ
う
に
な
り
、
定
着
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
房
の
時
代
か
ら
四
代
の
貞
直

さ
だ
な
お

の
時
、
歌
に
も
残

る
新
田
義
貞
の
鎌
倉
攻
め
に
合
い
貞
直
は
稲
村
ヶ
崎
で
討
ち
死
に
し
、
大
仏
氏

一
族
は
滅
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
人
々
は
北
条
家
の
徳
望

を
慕
っ
て
「
大
仏
」
を
「
お
さ
ら
ぎ
」
と
呼
称
す
る
こ
と
で
、
後
世
の
名
残
り

と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
信
夫
の
郡
の
大
仏
は
、
信
仰
深
い
四
代
に
わ
た
る

恩
顧
に
報
い
る
た
め
に
、
今
の
世
ま
で
「
お
さ
ら
ぎ
ば
し
」
の
尊
称
を
残
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
疑
問
は
さ
ら
に
残
る
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
五



十
五
家
の
「
お
さ
ら
ぎ
」
氏
の
姓
で
あ
る
。
栄
枯
盛
衰
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化

す
る
。
そ
の
瞬
き
の
よ
う
な
短
い
栄
光
を
求
め
て
人
々
の
悲
喜
劇
は
展
開
す
る
。

大
河
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
「
平
清
盛
」
を
流
し
て
い
る
。
結
末
は
古
典
「
平
家

物
語
」
、
吉
川
文
学
の
「
新
平
家
物
語
」
で
知
っ
て
い
て
も
つ
い
観
て
し
ま
う
。

歴
史
は
変
え
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
脚
本
家
の
解
釈
の
仕
方
や
役
者
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
が
出
来
不
出
来
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
古
典
平
家
」
を
読
め

ば
人
生
の
無
常
と
清
盛
の
横
暴
さ
、「
東
鑑
」
を
読
め
ば
頼
朝
は
冷
静
沈
着
、
義

経
は
無
頼
の
暴
れ
者
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
検
閲
が
あ
っ
た
と
は
思

え
な
い
が
、
記
録
書
と
し
て
残
す
か
ら
に
は
、
書
き
手
に
配
慮
が
働
い
た
こ
と

は
否
め
な
い
。

勝
者
の
記
録
に
曝

し
ゃ
れ

を
残
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
代
に
お
さ

ら
ぎ
姓
を
繋
い
だ
方
々
は
権
力
や
利
権
か
ら
離
れ
、
今
で
も
沙
羅
双
樹
を
仰
ぎ

な
が
ら
淡
々
と
暮
ら
し
て
い
る
と
信
じ
た
い
。「
虎
は
死
し
て
皮
を
残
し
、
人
は

死
し
て
名
を
残
す
」
と
い
う
諺
が
あ
る
一
方
、「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
が
出
す
ぎ

た
杭
は
打
た
れ
な
い
と
い
う
人
も
い
る
。
だ
が
、
出
す
ぎ
た
杭
は
切
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
名
人
は
賞
罰

な
し
、
功
績
も
失
態
も
な
い
、
こ
の
よ
う
な
人
び
と
を
言
う
の
か
も
知
れ
な
い

と
ふ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
「
お
さ
ら
ぎ
橋
」
で
は
あ
る
。


