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そ
の
夜
、
小
平
浪
平
は
山
梨
県
大
月
に
近
い
、
甲
州
街
道
沿
い
の
猿
橋
の
た
も
と

に
あ
る
宿
屋「
大
黒
屋
」の
２
階
に
い
た
。
杯
を
傾
け
る
相
手
は
、
逓
信
省
電
気
試

験
所
技
師
の
渋
沢
元
治
氏（
の
ち
の
名
古
屋
大
学
総
長
。
日
本
の
水
力
発
電
開
発
に
貢
献
し
た
）。
東

京
帝
国
大
学
工
学
科
の
同
窓
だ
っ
た
二
人
は
、
そ
の
日
、
偶
然
に
も
甲
府
行
き
の
汽

車
の
中
で
ば
っ
た
り
再
会
し
た
の
だ
。１
９
０
６（
明
治
39
）年
の
夏
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
、
猿
橋
よ
り
や
や
上
流
の
駒
橋
に
建
設
中
だ
っ
た
東
京
電
燈
株
式
会
社
の

駒
橋
発
電
所
で
送
電
主
任
と
し
て
長
距
離
送
電
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
た

小
平
に
は
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
日
立
鉱
山
の
経
営

者
で
あ
っ
た
久
原
房
之
助
氏（
日
立
製
作
所
創
業
の
基
盤
と
な
る
久

原
鉱
業
所
の
総
帥
）か
ら
、鉱
山
の
電
力
や
電
気
機
械
を
つ
く
っ

て
ほ
し
い
と
の
依
頼
を
受
け
、
現
在
の
職
を
辞
し
て
臨
み

た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
、
小
平
は
、
旧

知
の
友
で
あ
る
渋
沢
に
、
そ
の
胸
の
内
を
明
か
す
。
こ
れ

に
対
し
て
、
渋
沢
は
、「
発
電
は
国
策
と
し
て
推
進
す
べ

き
事
業
で
あ
り
、
電
気
技
師
な
ら
誰
も
が
う
ら
や
む
職

な
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
辞
し
て
ま
で
仕
事
を
移

る
の
か
」と
、
激
し
く
反
対
し
た
の
だ
っ
た
。

　

小
平
は
答
え
た
。「
君
の
言
う
よ
う
に
水
力
発
電
、
電
気
普
及
を
重
要
な
国
策

と
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
、
僕
の
従
事
し
て

い
る
水
電
工
事
の
仕
事
で
は
、
外
国
か
ら
機
械
器
具
を
輸
入
し
、
各
製
造
会
社
か

ら
技
術
者
を
雇
い
入
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
機
械
器
具
を
日
本
で
つ
く
る

よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」と
。

　

こ
の
日
の
渋
沢
氏
と
の
会
談
が
、
小
平
の
国
産
技
術
に

か
け
る
思
い
を
よ
り
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に
し
た
の
だ

ろ
う
。
同
年
の
秋
、
小
平
は
久
原
鉱
業
所
日
立
鉱
山
に

転
じ
、そ
の
４
年
後
、日
立
製
作
所
を
創
業
し
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎

　

現
在
の
猿
橋
は
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
小
さ
な
観
光
地
だ
。
時
折
、
観
光
客
や
地

元
の
人
が
や
っ
て
き
て
は
、
橋
の
上
か
ら
川
面
を
眺
め
た
り
、
写
真
を
撮
っ
た
り
、

写
生
を
し
た
り
し
て
い
る
け
れ
ど
、
か
つ
て
そ
こ
が
甲
州
街
道
の
要
衝
だ
っ
た
と
い

う
面
影
は
あ
ま
り
な
い
。

　
「
い
や
、
昔
は
す
ご
か
っ
た
も
ん
で
す
。
軍
隊
さ
ん
が
行

進
し
な
が
ら
こ
の
橋
を
渡
っ
て
い
き
ま
し
た
し
、
大
勢
の
人

が
行
き
交
っ
て
、
そ
れ
は
賑
や
か
で
し
た
よ
」と
、
偶
然
、

橋
の
上
で
出
会
っ
た
地
元
の
ご
老
人
が
教
え
て
く
れ
た
。
上

流
と
下
流
に
か
か
る
新
猿
橋
、新
々
猿
橋
が
で
き
る
ま
で
は
、

ま
さ
に
こ
の
木
橋
が
桂
川
を
渡
る
要
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
構
造
が
面
白
い
。
橋
脚
が
な
く
、
両
岸
か
ら
差
し

出
さ
れ
た
幾
本
も
の
桔は

ね

木ぎ

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
明
治
時
代
以
前
は
全
国
に
み
ら
れ
た
構
造
で
、
川
底

が
深
く
、
両
岸
が
崖
に
な
っ
て
い
る
場
所
で
、
川
幅
が
狭
い

場
所
に
最
適
な
工
法
と
い
う
。
古
い
資
料
に
よ
れ
ば
、
室
町
時
代
の
１
４
８
６（
文
明

18
）年
に
は
す
で
に
こ
の
橋
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

大
黒
屋
の
２
階
か
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
橋
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
平
が

国
産
機
械
へ
の
思
い
を
熱
く
語
っ
た
そ
の
傍
ら
に
、
日
本
古
来
の
技
に
よ
る
美
し
く

も
機
能
的
な
橋
が
あ
っ
た
。
そ
の
偶
然
は
、
渋
沢
氏
と
の
再
会
と
同
様
に
、
あ
な

が
ち
偶
然
と
言
い
切
れ
な
い
縁
で
つ
な
が
っ
て
い
る
気
が

し
た
。

猿橋のたもとにある蕎麦屋「大黒屋」

猿橋から、八ツ沢発電所一号水路橋を望
む。駒橋発電所で利用した水を下流の発
電所で有効活用するための水路（国登録有
形文化財）。

1909（明治42）年から東京への送電を開始
した駒橋発電所。日本で初めて5万5000ボ
ルトの送電が行われた、当時日本最大の水
力発電所。現在も稼働中。
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現存の猿橋は1984（昭和59）年に、1851（嘉永4）年の資料を
もとに、当時の長さや幅を復元してかけ替えられたもの。姿
かたちは当時のままだが、鉄骨のまわりに板を張っている。


