
今から130年前の1886（明治19）年、信濃川下流に初代萬代橋が架かりました。
当時はまだ別の町だった新潟町と沼垂町を結んだ木造の橋は、人々の暮らしを支え、まちの姿を変えていきました。
にいがたと萬代橋の130年を4回シリーズで振り返り、にいがたと橋の未来をともに考えましょう。この先の未来も、萬代橋とともに。

萬代橋とにいがた 誇りを未来へ4回シリーズ

新
潟
沼
垂
合
併
の
架
け
橋
に

北
越
鉄
道
が
沼
垂
駅
か
ら
新
潟
駅（
現
在
の
新
潟
市
中
央
区
の

弁
天
公
園
付
近
）に
延
伸
し
た
１
９
０
４（
明
治
37
）年
以
降
は
、駅

（
沼
垂
町
側
）か
ら
新
潟
市
へ
と
い
う
人
、モ
ノ
の
流
れ
が
で
き
、萬

代
橋
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
ま
し
た
。

１
９
０
８（
明
治
41
）年
２
月
２
日
、旧
正
月
で
賑
わ
っ
て
い
た

沼
垂
町
で
火
災
が
発
生
。こ
の
時
、対
岸
の
新
潟
市
に
１
台
だ

け
配
備
さ
れ
て
い
た
放
水
車
が
初
代
萬
代
橋
を
渡
っ
て
消
火
の

応
援
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。沼
垂
の
人
々
は
そ
の
威
力
に
圧
倒
さ

れ
た
と
当
時
の
新
聞
は
伝
え
て
い
ま
す
。

翌
日
、延
焼
を
防
い
で
く
れ
た
お
礼
に
安
倍
九
二
造
沼
垂
町

長
が
吉
田
良
治
郎
新
潟
市
長
の
も
と
を
訪
ね
、両
者
の
間
で
合

併
に
向
け
た
懇
談
会
の
開
催
が
約
束
さ
れ
ま
す
。江
戸
時
代
か

ら
長
岡
藩（
新
潟
）、新
発
田
藩（
沼
垂
）に
分
か
れ
て
港
を
巡
っ
て

争
っ
て
き
た
両
者
の
間
を
、萬
代
橋
が
文
字
通
り
架
け
橋
と
な
っ

て
結
ん
だ
出
来
事
で
し
た
。

初
代
萬
代
橋
焼
失

新
潟
沼
垂
合
併
の
端
緒
を
開
い
た
火
災
か
ら
ひ
と
月
後
、今

度
は
対
岸
の
新
潟
市
東
堀
通
を
火
元
に
火
災
が
発
生
し
ま
す
。

強
風
に
あ
お
ら
れ
た
炎
が
萬
代
橋
に
燃
え
移
り
焼
失
。前
月
の

お
礼
に
と
橋
を
渡
っ
て
応
援
に
駆
け
つ
け
て
い
た
沼
垂
町
の
消

防
夫
を
は
じ
め
、多
く
の
人
が
家
に
帰
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

二
代
目
萬
代
橋
が
竣
工

人
々
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
萬
代

橋
は
翌
年
の
１
９
０
９（
明
治
42
）年
12
月
、予
定
よ
り
１
カ
月
早

く
竣
工
し
ま
し
た
。橋
杭
は
初
代
の
も
の
を
使
い
、幅
を
広
げ
た

他
は
欄
干
、橋
柱
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
も
初
代
萬
代
橋
を
踏
襲
し

て
い
ま
す
。竣
工
式
で
は
当
時
ま
だ
珍
し
か
っ
た
自
転
車
に
よ
る

市
街
パ
レ
ー
ド
が
目
玉
で
し
た
。

イ
ン
フ
ラ
整
備
着
々
と

１
９
１
４（
大
正
３
）年
、沼
垂
町
と
合
併
し
た
新
潟
市
は
人
口

９
万
１
６
０
４
人
で
ス
タ
ー
ト
。明
治
以
降
、北
洋
漁
業
や
対
岸

貿
易
に
乗
り
出
し
て
い
た
企
業
が
多
か
っ
た
新
潟
市
は
、近
代
的

な
港
湾
整
備
の
た
め
沼
垂
側
に
用
地
を
求
め
、沼
垂
町
で
は
萬

代
橋
を
経
由
し
た
上
水
道
の
延
伸
を
求
め
て
い
ま
し
た
。二
代

目
萬
代
橋
は
人・モ
ノ
に
加
え
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
つ
な
ぐ
役
目

も
果
た
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
中
心
は
萬
代
橋

１
９
１
９（
大
正
８
）年
に
国
が
都
市
計
画
法
を
施
行
す
る
と
、

新
潟
市
で
も
都
市
計
画
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。新
潟
市
議
会
で
は
、萬
代
橋
を
中
心
と
し
て
新
潟
駅
か
ら

柾
谷
小
路
と
信
濃
川
の
十
字
交
差
を
骨
組
み
と
し
た
都
市
計

画
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
共
通
認
識
が
で
き
て
い
ま
し
た
。こ

う
し
た
議
論
の
中
で
、い
ま
だ
信
濃
川
を
越
え
て
い
な
い
軌
道
を

萬
代
橋
経
由
で
敷
設
す
る
と
い
う
計
画
が
浮
上
。加
え
て
こ
の

頃
か
ら
新
潟
市
で
も
自
動
車
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。こ
れ
に
よ
り
木
橋
か
ら
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
へ
の
架
け

替
え
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

全長／782m
幅／7.9m（初代から60cm拡張）
竣工／1909（明治42）年12月23日
─────────────────────────────────

仮橋と並行して完成部分から供用を開
始しており、12月23日は全通日。川
底に打ち込んだ杭は初代萬代橋のもの
を使用していました。

架
橋
か
ら
お
よ
そ
20
年
、
萬
代
橋
は
新
潟
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い

存
在
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
二
代
目
萬
代
橋
は
明
治
、
大
正
、
昭
和

に
ま
た
が
り
新
潟
の
都
市
化
、
近
代
化
を
支
え
、
今
に
続
く
新
潟
市
の
基
礎

づ
く
り
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。

９
月
１
日
は
防
災
の
日
。
突
如
焼
け
落
ち
た
初
代
萬
代
橋
の
物
語
か
ら
、

暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
社
会
資
本
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

作品募集!
萬代橋130周年事業
〈お知らせ〉

萬代橋130 検索

初代萬代橋架橋から130年を迎える11月にむけて、新潟国道事務所、
新潟県、新潟市、新潟日報社では実行委員会を組織し、写真コンテス
ト、シンポジウムなどの記念事業を実施していきます。詳しくは、ホーム
ページをご確認ください。

問い合わせ先／萬代橋130周年事業実行委員会事務局（新潟日報社広告部内） 025-385-7432（平日9：30～17：30）

大河津分水路通水で
信濃川の川幅は約1/3に
用・強・美を兼ね備えた

三代目萬代橋が誕生します

〈次回予告〉
第3回は10月22日に
掲載いたします

にいがた
みちコラム

街と暮らしを
支え続けるために

新潟の経済発展と文化

沼
垂
町
と
合
併
し
市

域
を
広
げ
た
新
潟
市

は
、
市
街
に
娯
楽
施
設

や
洋
風
建
築
が
建
ち
始

め
、
賑
わ
い
を
増
し
て
い

き
ま
す
。
１
９
０
４（
明

治
37
）年
に
現
在
の
弁

天
公
園
付
近
で
新
潟
駅

が
開
業
し
、
駅
か
ら
萬

代
橋
を
渡
っ
て
古
町
な
ど
繁
華
街
へ
行
く
人
の
流
れ

が
定
着
し
て
い
た
の
で
す
。

経
済
、
産
業
面
で
は
沼
垂
側
の
土
地
で
近
代
的
な

港
湾
が
整
備
さ
れ
、
新
潟
港
を
基
地
に
し
た
北
洋
漁

業
と
対
岸
貿
易
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
ま

た
港
周
辺
で
は
工
場
誘
致
も
行
わ
れ
、
地
域
産
業
を

支
え
る
条
件
が
整
い
ま
し
た
。

漁
業
や
対
岸
貿
易
、
鉄
道
を
利
用
し
た
米
取
引
な

ど
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
で
、
新
潟
の
経
済
界
は
斎
藤

喜
十
郎
ら
、
そ
れ
ま
で
主
流
だ
っ
た
地
主
層
と
は
異

な
る
有
力
者
が
誕
生
。
新
潟
市
に
あ
る
旧
斎
藤
家
別

邸
は
、１
９
１
８（
大
正
７
）年
に
迎
賓
館
と
し
て
建
設

さ
れ
、
県
内
外
の
経
済
人
を
迎
え
、
交
流
の
場
と
し

て
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

文
化
面
で
は
、
沼
垂
側
に
も
賑
わ
い
が
生
ま
れ
た
こ

と
で
、こ
の
頃
沼
垂
芸
妓
が
育
ち
ま
す
。
萬
代
橋
に

は
古
町
の
師
匠
の
も
と
へ
通
う
芸
妓
見
習
い
の
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
後
に「
東
京
音
頭
」が
大
ヒ
ッ
ト
す
る

小
唄
勝
太
郎
も
そ
の
中
の一
人
で
す
。

萬
代
橋
に
よ
っ
て
市
域
を
広
げ
、
新
潟
市
は
よ
り

多
く
の
人
と
モ
ノ
が
行
き
交
う
都
市
へ
と
変
貌
を
遂

げ
ま
し
た
。

洋風建築が見られるようになった大正時代の新潟市古町

信濃川に入り行われた萬代橋補修の様子

下流側から見た
二代目萬代橋

変
貌
す
る
新
潟

人
と
ま
ち
を
つ
な
ぐ
橋

第2回

二
代
目
萬
代
橋

の
別
名
は「
バ
ッ
タ

ン
橋
」で
し
た
。自

動
車
が
通
る
た
び

に「
バ
ッ
タ
ン
、バ
ッ

タ
ン
」と
板
の
跳
ね

る
音
が
し
た
か
ら
で

す
。当
然
板
が
外
れ

る
場
所
も
あ
り
、近

郷
の
修
学
旅
行
生

の
間
で
は
足
元
か
ら
川
面
を
の
ぞ
き
込
む
恐
怖

体
験
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
。

人力車や自動車が行き交う橋の上

自
動
車
増
加
で

別
名
「
バッ
タ
ン
橋
」
に

信
濃
川
に
架
か
る
橋
は
新
潟
市
内
に
は
萬
代
橋
し
か

な
か
っ
た
た
め
、駅
の
あ
る
沼
垂
と
新
潟
の
往
来
は
船
に

な
り
ま
し
た
。県
は
火
災
翌
日
か
ら
渡
し
船
の
就
航
を

決
め
ま
し
た
が
、１
日
の
利
用
者
お
よ
そ
５
千
人
を
運
ぶ

た
め
に
、汽
船
で
複
数
の
和
船
を

曳
航
し
て
対
応
し
ま
し
た
。焼
け

残
っ
た
部
分
を
活
用
し
た
仮
橋

が
完
成
す
る
ま
で
の
１
１
４
日

間
に
、汽
船
の
往
復
回
数
は
お
よ

そ
７
６
０
０
回
、駅
に
到
着
し
た

郵
便
物
を
運
ぶ
郵
便
船
も
２
千

回
あ
ま
り
往
復
し
て
い
ま
す
。

焼
失
で
橋
が
な
か
っ
た
間
は

ど
う
し
た
の
？

乗客で混雑する渡船場の様子


