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支
笏
湖
の
湖
畔
に
、
千
歳
川

を
渡
る

「曲
線
鉄
橋
」
と
呼
ば

れ
る
橋
が
架
か
っ
て
い
る
こ
と

は
、
多
く
の
方
が
ご
存
じ
の
こ

と
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
橋
は

１
９
９
７

（平
成
９
）
年
に
修

復
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
歴
史

を
さ
か
の
ぼ
る
と
１
９
０
８

（明
治
４
）
～
５１

（昭
和
‰
）

年
、
苫
小
牧
の
王
子
製
紙
と
支

笏
湖
畔
、
さ
ら
に
は
千
歳
川
沿

い
の
王
子
製
紙
第
４
発
電
所

（千
歳
市
水
明
郷
）
ま
で
延
長

約
４０
計
を
結
び

「曲
線
」
の
愛

称
で
親
し
ま
れ
た
王
子
軽
便
鉄

道
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で

す
。こ

の
橋
は
、
道
内
に
現
存
す

る
最
古
の
鉄
橋
で
、
千
歳
市
の

有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
で
は
鉄
橋
の
朱
色
が

・周
り
の
景
観
に
も
溶
け
込
み
、

支
笏
湖
の
名
所
の

一
つ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

当
時
、
こ
の
一
山
線
」
に
は

全
長
８
げ
、
軌
道
幅
％
考
ほ
ど

の
小
さ
な
蒸
気
機
関
車
が
、
物

資
や
木
材
の
ほ
か
、
苫
小
牧
と

支
笏
湖
を
往
来
す
る
人
々
を
運

ぶ
た
め
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

苫
小
牧
と
支
笏
湖
双
方
の
発
展

に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

歴
史
を
見
守
っ
て
き
た
「山
線
」

は
、
製
紙
業
の
歩
み
を
物
語
る

遺
産
と
し
て

「山
線
鉄
橋
」
と

共
に
国
の
近
代
化
産
業
遺
産
に

登
録
さ
れ
、
蒸
気
機
関
車
は
山

線
出
発
点
の
苫
小
牧
市
内
に
大

切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
現
在
の
支
笏
湖
は
、

札
幌
や
空
港
か
ら
の
好
立
地
も

相
ま

っ
て
日
帰
り
や
小
樽
、
登

別
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
た
通
過

点
と
し
て
の
利
用
客
が
多
数
を

占
め
て
い
る
の
が
現
状
で
す

が
、
他
の
観
光
地
で
は
味
わ
え

な
い
支
笏
湖
の
魅
力
を
感
じ
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

豊
か
な
自
然
に
触
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
を

体
験
し
、
さ
ら
に
は
地
域
と

人
々
の
悠
久
の
歴
史
を
知
る
。

支
笏
湖
で
時
を
過
ご
す
こ
と
か

ら
生
ま
れ
る
豊
か
な
旅
。
そ
ん

な
く

つ
ろ
ぎ
を
体
感
す
る
の

に
、
支
笏
湖
発
展
の
礎
と
な
っ

た

「曲
線
」
は
う
っ
て
つ
け
の

素
材
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

当
時
活
躍
し
た
蒸
気
機
関
車

１４
両
の
う
ち
３
両
は
、
北
海
道

の
も
の
づ
く
り
の
原
動
で
あ
る

小
樽
で
造
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
何
と
か
蒸
気
機
関

車
を
復
元
し

「曲
線
鉄
橋
」
の

傍
ら
に
展
示
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
山
線
の
歴
史
と
北
海
道

産
業
史
の

一
端
を
知
る
貴
重
な

資
料
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

（自
然
公
園
財
団
支
笏
湖
支
部

所
長
　
木
下
宏
）

自然に溶け込むF曲線鉄橋」

地
域
と
人
女
の
歴
史
亜
曜る

支 笏 湖 の 歴 史 を 見 守 ■つて き た 曲 線 鉄 橋


