
（社）山口県建設業協会会長　藤 本  宏 司

対談

　
平
成
十
三
年
十
一
月
か
ら
五
十
年
ぶ
り
の
錦
帯
橋
の
架
け
替
え
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
回
は
、
こ
の
歴
史
的
な
架
け
替
え

工
事
の
現
場
で
行
政
の
立
場
か
ら
陣
頭
指
揮
を
行
っ
て
い
る
錦
帯
橋
建
設
事
務
所
長
の
田
原
亮
治
さ
ん
、
昭
和
二
十
六
・
二
十
七

年
の
架
け
替
え
工
事
に
参
加
し
た
体
験
を
お
持
ち
で
、
建
設
関
係
の
ま
と
め
役
で
も
あ
る
岩
国
建
築
協
同
組
合
理
事
長
・
村
中
巧

さ
ん
の
お
二
人
を
お
訪
ね
し
て
、
社
団
法
人
山
口
県
建
設
業
協
会
の
藤
本
宏
司
会
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

12

特集

錦
帯
橋
平
成
の
架
け
替
え

藤
本
／
今
日
は
、
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
架

け
橋
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
錦
帯
橋
の
平

成
の
架
け
替
え
工
事
に
つ
い
て
お
伺
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
過
去
か
ら
現
在
、

そ
し
て
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
架
け
替
え
工

事
が
ど
の
よ
う
に
計
画
さ
れ
行
わ
れ
て

い
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
お
伺
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
原
／
錦
帯
橋
の
ど
こ
が
素
晴
ら
し
い

の
か
、
ど
こ
に
特
徴
が
あ
る
の
か
と
い

う
と
、
一
般
の
方
に
は
あ
ま
り
ご
理
解

い
た
だ
け
な
い
こ
と
も
多
い
ん
で
す
。

江
戸
時
代
は
一
般
の
人
が
通
れ
な
い
橋

だ
っ
た
し
、
架
橋
技
術
を
一
子
相
伝
的

に
や
っ
て
、
架
橋
に
携
わ
っ
た
大
工
の

お
弟
子
さ
ん
が
架
け
替
え
技
術
を
会
得

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
今
ま
で
、
第

二
、
第
三
橋
は
十
三
回
、
第
四
橋
は
十

五
回
、
そ
し
て
第
一
橋
と
第
五
橋
が
九

回
ず
つ
架
け
替
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

江
戸
期
か
ら
昭
和
ま
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
的
に
や
っ
て
き
て
い
る
。
地
元
の
大

工
さ
ん
の
間
で
技
術
の
伝
承
が
で
き
て

い
た
ん
で
す
ね
。

藤
本
／
今
ま
で
の
架
け
替
え
は
、
一
斉

に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
ね
。

田
原
／
え
え
。
全
橋
架
け
替
え
る
の
は
、

一
六
七
三
年
の
創
建
の
翌
年
に
流
失
し

て
再
建
し
た
と
き
と
昭
和
二
十
五
年
の

キ
ジ
ア
台
風
の
後
だ
け
で
す
。
今
度
が

三
度
目
で
す
ね
。

藤
本
／
橋
が
現
実
に
あ
る
の
に
架
け
替

え
る
の
は
今
回
が
初
め
て
な
ん
で
す
か
。

田
原
／
そ
う
で
す
。
時
代
も
時
代
、
景

気
も
よ
ろ
し
く
な
い
時
代
に
錦
帯
橋
を

架
け
替
え
る
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と

の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
前
の

架
け
替
え
か
ら
五
十
年
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
時
期
を
逃
し
た
ら
も
う
架
け

替
え
技
術
が
伝
承
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
村
中
理
事

長
は
手
許
で

参
加
さ
れ
た
経
験
を
お
持
ち
な
の
で
、

そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
思
い
出
し
て
い
た
だ

き
な
が
ら
、
架
け
替
え
技
術
を
後
世
に

伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
技
術
の
伝
承
の
意
味
か
ら
も
、
携
わ

る
大
工
さ
ん
も
六
十
代
か
ら
十
五
・
十

六
歳
の
茶
髪
の
子
た
ち
ま
で
角
度
を
広

げ
て
参
加
し
て
も
ら
う
。
そ
の
統
括
管

理
を
村
中
理
事
長
さ
ん
に
や
っ
て
い
た

だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

藤
本
／
す
ご
い
で
す
ね
。
十
五
・
十
六

歳
で
工
事
に
参
加
で
き
る
と
い
う
の
は
。

田
原
／
﹁
我
々
が
架
橋
す
る
間
は
ケ
ツ

を
割
る
な
。
大
き
な
自
信
に
な
る
か

ら
﹂
と
言
っ
て
ま
す
︵
笑
︶
。
メ
デ
ィ

ア
が
動
い
て
、
カ
メ
ラ
を
向
け
て
こ
ら

れ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
今

の
と
こ
ろ
続
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
伝

え
ら
れ
て
き
た
技
術
の
重
み
と
い
う
の

が
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
本
／
実
は
こ
ち
ら
に
伺
う
前
に
、
橋

を
渡
っ
て
み
た
ん
で
す
よ
。
観
光
客
が

見
学
す
る
な
か
で
の
作
業
の
上
に
、
い

ろ
い
ろ
な
世
代
が
集
ま
る
現
場
を
ま
と

め
て
い
く
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。

村
中
／
そ
う
、
や
っ
ぱ
り
人
間
関
係
の

結
び
つ
き
は
大
変
で
す
ね
え
。

藤
本
／
現
場
の
人
数
は
ど
れ
く
ら
い
い

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。

村
中
／
だ
い
た
い
平
均
二
十
人
で
す
か

ね
。
そ
の
時
々
で
多
か
っ
た
り
少
な
か

っ
た
り
し
ま
す
が
、
た
ま
た
ま
、
私
も

五
十
年
前
に
工
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
当
時
、
自
分
の
手
で
や
っ
た
こ
と
を

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
覚
え
て
い
る
ん
で
、

思
い
出
を
た
ど
り
な
が
ら
や
っ
て
い
ま

す
。
昔
は
ま
せ
て
ま
し
た
か
ら
、
私
は

十
九
の
と
き
に
は
棟
梁
で
家
の
二
〜
三

軒
も
建
て
て
い
た
。
二
十
二
歳
の
時
に

こ
の
工
事
に
入
っ
た
ん
で
す
。
途
中
で

足
場
が
崩
れ
て
川
に
落
ち
て
病
院
に
運

ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
夕
方

に
は
ま
た
戻
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
ね
。

藤
本
／
そ
れ
は
大
変
だ
。
若
く
し
て
歴

史
的
な
工
事
に
参
加
さ
れ
た
わ
け
で
す

ね
。
当
時
は
何
人
く
ら
い
で
架
け
替
え

を
行
っ
た
ん
で
す
か
？

村
中
／
左
右
で
各
十
五
人
く
ら
い
ず
つ
。

西
と
東
に
分
か
れ
て
、
互
い
に
競
争
す

る
よ
う
な
形
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最

後
は
篠
原
棟
梁
が
ま
と
め
る
形
で
し
た
。

今
の
方
が
複
雑
で
す
よ
。
昔
は
こ
ん
な

に
や
や
こ
し
く
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で

す
が
。

●
ご
出
席   

錦
帯
橋
建
設
事
務
所
長 

田
原 
亮
治
　
岩
国
建
築
協
同
組
合
理
事
長 

村
中 

巧
　
社
団
法
人
山
口
県
建
設
業
協
会
会
長 

藤
本 

宏
司

錦
帯
橋
架
け
替
え
の

技
術
を
伝
承
で
き
る
の
は

今
だ
け

語
る

聞
く

！
！

架け替え中の橋の上での作業

一本一本確かめながら

平成13年度第1期工事・第3橋（中央）

平成14年度第2期工事・第4橋及び第5橋（横山側）

平成15年度第3期工事・第1橋及び第2橋（岩国側）

工事期間中は、架替部分毎に迂回路（仮設通路）が設置され、現橋
の解体や半世紀ぶりの架橋本体工事の現場作業を見学しながら、
錦帯橋を渡ることができます。

岩国側 横山側

岩国建築協同組合理事長　村 中  巧

錦帯橋建設事務所長　田 原  亮 治



錦帯橋は1673年岩国藩主吉川広嘉公に
よって架けられた天下の名橋。276年も
の間、優美な姿を錦川の川面に浮かべて
いましたが、昭和25年のキジア台風で流
失してしまいます。
町のシンボルとして愛されてきた錦帯橋
の再建に岩国市民はただちに着手し、昭和
28年には美しい橋が蘇りました。長く愛さ
れてきた橋だけに、錦帯橋の名称以外に
も、大橋、横山渡橋、岩国橋、凌雲橋、帯雲
橋、五虹橋、五龍橋、龍雲橋、青海波橋、算
盤橋、凸凹橋など、たくさんの呼び名があ
りました。今回、50年ぶりに行われている
架け替え工事は、日本独特の架橋技術の
伝承の意味からも大きな関心が寄せられ
ています。 
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藤
本
／
こ
の
橋
の
図
は
、
絵
的
に
は
正

確
な
も
の
な
ん
で
す
か
？

田
原
／
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
こ
れ
で

は
材
は
刻
め
な
い
の
で
、
原
寸
の
型
板

を
作
り
ま
す
。

藤
本
／
や
っ
ぱ
り
で
す
ね
。
図
面
が
あ

る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
よ
い
よ
現

物
だ
と
。

田
原
／
元
禄
の
図
も
残
っ
て
る
ん
で
す

が
、
細
か
い
寸
法
は
ま
っ
た
く
書
い
て

い
な
い
ん
で
す
。
そ
の
あ
た
り
が
何
か

と
い
う
と
、
長
年
培
っ
た
経
験
と
カ
ン

な
ん
で
す
。
大
工
さ
ん
が
材
の
ク
セ
を

読
む
、
素
性
を
読
み
が
ら
加
工
し
て
い

く
の
が
錦
帯
橋
の
技
術
な
ん
で
す
よ
。

　
今
ご
ろ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
あ
る
時

代
だ
か
ら
、
組
ん
で
ば
さ
っ
と
載
せ
れ

ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
わ
れ
る
ん
で

す
が
、
そ
れ
は
瀬
戸

大
橋
な
ど
で
サ
ル
ベ

ー
ジ
を
持
っ
て
き
て

ガ
チ
ャ
ン
と
や
る
よ

う
に
は
い
か
な
い
で

す
よ
。
木
を
組
み
合

わ
す
ん
で
す
か
ら
ね
。

い
く
ら
計
算
し
て
も

合
わ
な
い
。

　
技
術
屋
と
し
て
い

え
ば
、
そ
こ
が
神
秘

的
で
も
あ
る
し
、
そ

れ
が
う
ま
く
お
さ
ま

っ
た
と
き
の
喜
び
と

い
う
の
は
言
葉
で
表

せ
な
い
ほ
ど
。

藤
本
／
な
ん
と
も
い

え
な
い
魅
力
で

し
ょ
う
ね
。

田
原
／
仮
想
上

で
は
計
算
が
あ

る
ん
で
す
が
ね
。

強
度
計
算
し
て

作
っ
た
も
の
で

は
な
い
の
で
、

ど
う
せ
な
ら
こ

の
機
会
に
錦
帯

橋
の
強
度
を
解

明
し
て
お
こ
う

と
い
う
こ
と
で
、

東
大
や
早
稲
田
の
先
生
方
が
錦
帯
橋
の

強
度
実
験
を
行
い
ま
し
た
。
力
の
伝
達

が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
ど
の
材
が
ど

う
い
う
役
目
を
し
て
い
る
か
を
ぜ
ひ
と

も
解
明
し
よ
う
と
。
現
実
に
六
十
ト
ン

の
重
量
を
か
け
て
、
マ
ッ
ク
ス
で
二
セ

ン
チ
七
ミ
リ
の
た
わ
み
で
し
た
ね
。

藤
本
／
ほ
う
、
わ
ず
か
二
セ
ン
チ
で
す

か
。

田
原
／
我
々
も
初
め
て
知
っ
た
ん
で
す
。

全
部
で
六
十
ト
ン
か
け
る
場
合
と
片
方

に
か
け
る
場
合
と
実
験
し
た
ん
で
す
が
、

お
も
し
ろ
い
動
き
を
す
る
ん
で
す
。
片

方
に
力
を
か
け
る
と
、
片
方
が
ふ
く
ら

む
。

　
今
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
持
ち
帰
っ

て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
構
造
的
に
は
、

一
番
力
の
か
か
る
と
こ
ろ
に
ケ
ヤ
キ
を

使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
構
造
材
は

松
。
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

藤
本
／
木
の
種
類
は
ど
れ
く
ら
い
使
わ

れ
る
ん
で
す
か
？

田
原
／
今
の
橋
は
五
種
類
。
ケ
ヤ
キ
、

松
、
ヒ
ノ
キ
、
ク
リ
、
カ
シ
で
す
ね
。

第
一
橋
と
第
五
橋
の
支
持
柱
が
松
な
ん

で
す
が
、
こ
れ
が
厳
し
い
状
況

に
あ
る
ん
で
、
今
回
水
に
強
い

ヒ
バ
材
に
変
え
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
だ
か
ら
今
度
は
六
種
類

に
な
り
ま
す
。

藤
本
／
昔
の
材
は
ど
う
活
用
す

る
の
で
し
ょ
う
か
？

田
原
／
相
当
量
の
解
体
材
が
出

て
く
る
の
で
、
な
ん
と
か
活
用

し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
民
間
で
錦
帯

橋
解
体
材
活
用
協
議
会
を
立
ち
上
げ
て
、

検
討
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
し
た
ら

と
の
意
見
も
あ
り
、
い
ろ
ん
な
活
用
方

法
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

藤
本
／
今
、
廃
材
で
う
け
て
る
の
は
、

伊
勢
神
宮
の
廃
材
を
各
神
社
が
も
ら
う

と
い
う
形
。
そ
れ
か
ら
、
酒
屋
の
昔
の

樽
を
欲
し
が
る
人
は
多
い
。
こ
の
辺
は

ほ
っ
と
い
て
も
は
け
る
ん
で
す
が
ね
。

田
原
／
構
造
材
は
、
風
雪
に
さ
ら
し
て

五
十
年
。
年
間
八
十
万
人
も
の
人
を
乗

せ
て
耐
え
て
き
た
材
だ
か
ら
ぜ
ひ
ほ
し

い
と
い
う
人
も
い
る
。
で
も
そ
う
じ
ゃ

な
い
方
は
そ
ん
な
も
ん
、
ど
こ
が
い
い

ん
だ
と
な
る
。
ほ
ん
と
に
い
ろ
ん
な
意

見
が
あ
り
ま
す
。

　
私
は
、
錦
帯
橋
は
市
民
共
有
の
財
産

だ
か
ら
、
一
世
帯
に
一
個
な
に
か
記
念

に
な
る
も
の
を
配
る
こ
と
が
で
き
た
ら

と
思
う
ん
で
す
が
。

藤
本
／
昔
は
算
盤
橋
と
い
っ
て
ま
し
た
。

廃
材
で
算
盤
み
た
い
な
も
の
を
作
っ
て

記
念
品
に
し
て
あ
げ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
。

村
中
／
そ
う
い
え
ば
、
最
近
は
言
わ
な

く
な
り
ま
し
た
ね
。
我
々
が
橋
を
作
る

こ
ろ
は
み
ん
な
言
っ
て
た
ん
で
す
が
。

田
原
／
二
十
種
類
く
ら
い
の
名
前
が
あ

り
ま
し
て
ね
。
横
か
ら
み
る
と
算
盤
の

玉
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
で
そ
う
い

う
通
称
が
つ
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

村
中
／
さ
っ
き
い
わ
れ
た
古
材
の
活
用

に
つ
い
て
も
、
見
る
モ
ノ
に
よ
っ
て
全

然
価
値
観
が
違
う
。

考
え
の
幅
が
両
極
端

に
な
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
ね
。

好
き
な
人
は
朝
来
て
、

晩
も
ま
だ
あ
そ
こ
に

立
っ
て
、
一
所
懸
命

写
真
を
撮
っ
て
る
。

五
十
年
前
で
は
考
え

ら
れ
ん
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
迂

回
路
を
つ
け
た
の
は

大
成
功
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

田
原
／
観
光
協
会
を
始
め

多
く
の
方
々
の
要
望
も
あ

り
ま
し
て
、
迂
回
路
を
つ

け
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
新

聞
等
で
話
題
に
な
っ
て
観

光
客
が
増
え
た
ん
で
す
ね
。

架
け
替
え
の
現
場
を
見
ら

れ
る
の
は
今
し
か
な
い
。

こ
の
前
、
東
京
か
ら
来
ら

れ
た
方
た
ち
に
、
﹁
新
し

い
橋
は
ヒ
ノ
キ
の
香
り
が

し
ま
す
。
渡
る
と
一
週
間

は
ヒ
ノ
キ
の
香
り
が
ぷ
ん

ぷ
ん
す
る
ん
で
す
よ
﹂
と

話
し
ま
し
た
。

村
中
／
あ
の
香
り
が
ね
。

ヒ
ノ
キ
が
好
き
な
人
に
は
あ
の
香
り
は

た
ま
ら
な
い
で
す
よ
。
木
で
組
む
橋
だ

か
ら
そ
う
な
る
ん
で
す
。

田
原
／
岩
国
の
子
ど
も
た
ち
に
錦
帯
橋

の
素
晴
ら
し
さ
を
も
っ
と
知
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
、
架
け
替
え
工
事
の
見
学

や
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
資
料
を
地
元
の

小
・
中
・
高
校
に
送
っ
た
ん
で
す
が
反

応
が
鈍
い
。
地
元
の
岩
国
小
学
校
と
中

学
校
の
卒
業
生
が
錦
帯
橋
の
裏
側
に
名

前
を
書
き
残
す
と
い
う
記
念
イ
ベ
ン
ト

を
や
っ
た
く
ら
い
な
ん
で
す
。

藤
本
／
何
も
残
っ
て
い
な
い
の
が
普
通

な
の
に
、
こ
こ
に
は
現
物
が
あ
る
ん
で

す
か
ら
。
岩
国
の
人
た
ち
、
そ
し
て
私

た
ち
山
口
県
人
は
そ
の
辺
を
も
っ
と
自

覚
し
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
こ
の
前
、
全
国
建
設
業
協
会
の

見
学
会
を
山
口
で
行
っ
た
ん
で
す
が
、

み
な
さ
ん
が
一
番
感
激
し
て
い
た
の
が

錦
帯
橋
と
防
府
の
し
ゅ
ん
ぽ
う
楼
の
木

組
み
。
い
い
も
の
を
見
せ
て
も
ら
っ
た

と
皆
さ
ん
感
激
し
て
い
た
。
木
を
組
む

と
い
う
の
は
、
専
門
屋
に
と
っ
て
も
素

晴
ら
し
い
魅
力
な
ん
で
す
よ
ね
。

村
中
／
次
の
と
き
、
機
械
力
は
ど
の
く

ら
い
進
ん
で
ま
す
か
ね
。
私
は
、
次
の

架
け
替
え
は
ロ
ボ
ッ
ト
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
ま
す
が
︵
笑
︶
。

藤
本
／
い
や
︵
笑
︶
、
私
は
や
は
り
人

の
手
だ
ろ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
完

成
後
は
五
橋
の
う
ち
の
一
部
を
ロ
ー
テ

ー
シ
ョ
ン
で
架
け
替
え
て
い
く
の
で
し

ょ
う
？

田
原
／
そ
の
よ
う
に
す
る
と
お
金
も
安

く
つ
く
し
、
五
橋
ぶ
ん
全
部
や
ろ
う
と

す
る
か
ら
大
変
な
の
で
。

藤
本
／
錦
帯
橋
が
岩
国
の
未
来
へ
の
架

け
橋
と
な
る
に
は
何
が
必
要
で
す

か
？

田
原
／
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、

声
を
大
き
く
し
て
言
う
だ
け
で
は

だ
め
。
ど
う
い
う
状
況
で
橋
が
架

か
っ
て
い
る
か
を
実
際
に
見
せ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
技
術
に
関
し
て
は
幅
広
い
角
度

の
大
工
さ
ん
に
参
加
し
て
も
ら
う

こ
と
。
し
か
も
そ
の
後
の
橋
の
維

持
や
管
理
に
も
携
わ
っ
て
も
ら
う
。

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
的
に
二
十
年
か

二
十
五
年
ず
つ
架
け
替
え
て
い
け

れ
ば
、
体
験
し
な
が
ら
技
術
を
伝

承
し
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。

　
資
料
的
な
も
の
も
今
回
整
備
・

解
明
し
、
C
G
で
見
る
こ
と
も
で

き
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
す
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
﹁
20
世
紀
残
し
た
い

日
本
の
風
景
﹂
で
は
、
中
国
地
方
で
は

錦
帯
橋
が
ト
ッ
プ
で
し
た
。
そ
う
し
た

市
民
の
思
い
を
う
ま
く
掘
り
起
こ
し
て
、

地
元
で
も
っ
と
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

藤
本
／
廃
材
を
利
用
し
た
錦
帯
橋
の
資

料
館
を
作
る
の
も
良
さ
そ
う
で
す
ね
。

　
今
日
は
お
忙
し
い
な
か
を
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昔
の
技
術
を
解
明
し
て

後
世
へ
伝
え
る
役
目

地
元
の
取
り
組
み
と

話
題
性
の
ギ
ャ
ッ
プ

解
体
材
の
活
用
方
法
に

議
論
百
出
の
状
況

昭和25年のキジア台風時の錦帯橋


