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鳥
別
大
橋
は
、
椚
和
卜
八
軒
に

開
通
す
る
は
ず
で
し
た
が
、
戦
況

悲
化
の
た
め
に
未
完
通
の
ま
ま
終

戦
を
迎
え
、
∴
十
∵
隼
に
よ
う
や

く
木
造
の
小
さ
な
橋
が
完
成
し
ま

し
た
。
道
路
が
未
整
備
の
た
め
、

そ
れ
ほ
ど
重
要
仲
は
持
ち
得
ま
せ

ん
で
し
た
。
二
卜
L
坪
に
新
橋
の

し
串
が
開
始
さ
れ
■
．
卜
九
年
に
完

成
し
ま
し
た
。
木
造
の
旧
柄
は
そ

の
後
も
使
目
さ
れ
ま
し
た
が
、

卜
行
隼
に
撤
去
さ
れ
ま
し
た
っ
新

し
い
鳥
鋸
人
柄
は
∴
巨
－
巨
ニ
ー

本
道
精
公
川
に
引
き
継
が
れ
、
〃

料
道
路
橋
第
言
り
と
な
り
ま
し
た
ゥ

∴
十
九
年
に
償
却
を
終
わ
っ
て
人

阪
府
に
移
管
さ
れ
、
無
料
閲
政
に

な
り
ま
し
た
8
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東占も
て麦夕

五
才寸
藤

村を
ムrこ

絶予て
寸」
丁と

子織
田
信
長
に
は
我
家
も
迫
害
を

受
け
た
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
弟
の
有
楽
斎
長

益
の
家
系
が
領
主
と
し
て
摂
州
境

下
郡
の
五
力
村
（
現
在
の
摂
津
市

の
一
部
）
を
治
め
ら
れ
た
事
を
私

は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
芝
村
藩

織
目
氏
の
事
を
知
り
た
く
思
い
、

今
回
の
ツ
ア
ー
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
芝
村
落
陣
屋
跡

門
前
に
は
、
味
古
屋
と
い
う
宿
屋

だ
っ
た
建
物
が
残
っ
て
お
り
、
私

の
曾
祖
父
の
村
山
伴
治
郎
ら
は
公

務
等
で
宿
狛
し
て
い
た
事
と
思
い

ま
す
。陣

屋
跡
は
織
田
小
学
校
に
な
っ

て
い
て
、
白
壁
の
塀
の
瓦
に
は
、

織
田
家
の
紋
が
入
っ
て
お
り
、
途

切
れ
て
い
る
が
毅
に
水
を
湛
え
、

武
家
屋
敷
跡
も
有
り
、
当
時
の
た

た
ず
ま
い
が
想
像
出
来
ま
し
た
。

農
村
で
あ
っ
た
摂
津
市
と
は
追

い
、
領
主
の
陣
屋
の
有
っ
た
町
の

桜
井
市
だ
と
思
い
ま
し
た
。

淀
川
の
水
面
は
キ
ラ
キ
ラ
と
ガ
ラ

ス
と
亭
つ
か
セ
ロ
ハ
ン
の
よ
う
に

光
り
榔
い
て
い
ま
す
。

平
成
九
年
初
些
人
板
府
立
中

之
島
岡
蓋
館
の
「
人
阪
・
淀
川
撃

の
冊
r
を
例
い
て
い
ま
す
。

慶
応
川
隼
ん
H
の
人
洪
水
、
明
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慶田寺にて　野

二
日
七
日
　
（
〓
）

ロ
バ
ス
で
旧
芝
村
滞

雨
降
る
中
、
午
前
九
時
マ
イ
ク

（
桜
井
市
）
に
向
か
っ
て
出
発
し

ま
し
た
。
芝
村
落
の
港
毘
寺
（
塵
田
寺
）
そ
し
て
芝
村

癌
陣
尾
跡
、
．
二
輪
神
社
と
め
ぐ
り
、
奈
良
県
文
化
財
保

護
指
導
委
‖
艮
軍
井
孝
昭
先
生
の
絶
妙
な
言
葉
に
参
加
者

二
十
九
名
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

拾
Ⅲ
氏
を
通
じ
て
、
摂
津
市
と
桜
井
市
と
の
以
外
な

つ
な
が
り
に
驚
き
の
山
日
で
し
た
。

淀
一挺Jり

警芸
．ll　　、∴

淀
川
に
春
が
や
っ
て
き
ま
し
た

わ
ん
ど
は
茶
色
の
フ
リ
ル
の
よ
う

で
す
。
黄
色
の
タ
ン
ポ
ポ
は
太
陽

の
光
を
い
っ
ぱ
い
に
受
け
て
い
ま

す
。
ロ
ウ
バ
イ
の
木
が
高
く
そ
び

え
、
西
洋
ス
ス
キ
の
美
し
い
庭
が

あ
り
ま
す
。
小
犬
が
石
臼
に
つ
な

が
れ
て
い
て
、
小
猫
は
古
い
脱
穀

機
の
上
で
ね
そ
べ
っ
て
い
ま
す
。

治
十
八
咋
（
∵
八
八
九
年
）
、
未

曾
有
の
人
洪
彗
大
阪
府
が
発
行
　
こ

し
た
公
式
記
録
『
洪
水
誌
』
に
よ

れ
は
、
「
被
災
町
村
…
k
宥
圧
　
Ⅷ

浸
水
…
日
数
七
五
，
七
七
八
、
被
害

率
擢
∴
し
　
∵
扁
〇
、
死
＃
・
行
．

方
不
明
彗
・
二
L
名
等
々
」
と
な
　
川

っ
て
い
る
。
続
い
て
明
治
∴
巨

隼
に
も
綻
川
は
氾
濫
し
、
右
岸
（

鳥
本
町
・
高
槻
・
茨
木
∴
摂
津
・

吹
州
各
市
）
　
の
住
民
・
川
畑
は
人

き
な
被
音
を
受
け
た
。

こ
の
よ
う
に
淀
川
の
歴
史
は
、

ま
た
洪
水
の
層
史
で
も
あ
り
ま
し

た
。淀

川
の
人
′
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が

あ
り
、
ゴ
ル
フ
場
も
あ
り
ま
す
。

′
、
．
面
で
は
早
く
も
水
上
バ
イ
ク
が

・
日
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
し
て

い
ま
す
。

淀
川
の
春
は
大
阪
の
人
々
の
春

な
の
で
す
。
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封
建
社
会
で
は
農
業
生
産
が
そ

の
経
済
的
な
地
盤
と
な
り
ま
す
の

で
、
支
配
者
は
何
を
お
い
て
も
し

地
制
度
を
確
L
止
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
す
で
に
荘
園
制
の
複
雛

な
領
存
閥
係
を
脱
却
し
て
、
土
地

人
民
に
対
す
る
完
全
よ
配
が
進
行

し
て
い
く
の
に
つ
れ
て
、
戦
目
諸

侯
は
〓
分
の
手
で
‖
分
の
標
準
に

よ
っ
て
検
地
を
行
い
、
ま
た
そ
の

換
地
に
よ
っ
て
完
仝
支
配
を
お
し

進
め
て
行
き
ま
し
た
っ

豊
臣
秀
吉
は
大
正
ト
・
隼
（
一
五

八
∴
隼
）
本
僅
々
の
変
の
翌
月
に

は
、
山
城
国
の
　
「
析
出
（
さ
し
だ

L
J
」
　
（
卜
地
ム
〓
幌
の
基
礎
）
を

提
糾
さ
せ
て
い
ま
す
。
摂
津
周
で

は
、
大
正
十
一
年
に
大
坂
城
に
入

っ
て
ま
も
な
く
検
地
を
始
め
た
と

推
定
さ
れ
、
全
開
の
平
定
が
完
了

し
た
人
正
十
一
九
年
に
も
検
地
を
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
秀
吉
は
各
地
の

平
定
を
進
め
る
に
し
た
が
っ
て
検

地
を
実
施
し
、
全
問
に
及
ぼ
し
て

い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ

て
検
地
の
カ
法
も
整
備
さ
れ
ま
し

た
。
文
禄
三
年
（
一
㍍
九
四
咋
）

全
国
的
に
統
」
し
た
基
準
を
も
っ

て
徹
底
し
た
検
地
を
実
施
し
ま
し

た
。

検
地
に
あ
た
っ
て
は
、
換
地
奉
行

を
現
地
に
派
遣
し
ま
す
ゥ
ま
ず
、

m
畑
・
屋
敷
な
ど
の
土
地
を
一
筆

ご
と
に
測
量
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

面
梢
を
確
定
し
、
さ
ら
に
一
筆
ご

と
に
地
味
を
調
べ
て
・
－
二
・
申
・
下

な
ど
の
晶
等
づ
け
を
し
ま
す
。
－

反
に
つ
き
上
爪
は
米
い
ポ
正
斗
、

中
山
は
一
石
三
斗
、
下
閏
は
一
石

川
斗
、
L
畑
は
一
石
∴
斗
、
中
畑

は
∵
勺
下
畑
は
八
斗
の
収
穫
が

あ
る
と
み
な
し
ま
す
。
畑
の
生
産

物
は
す
べ
て
米
に
換
算
し
て
い
ま

す
ゥ
こ
の
公
定
の
収
穫
率
を
石
盛

（
こ
く
も
り
）
と
い
い
ま
す
。

一
筆
ご
と
の
両
税
に
応
じ
た
石
盛

を
掛
け
る
と
、
一
筆
ご
と
に
米
の

収
穫
高
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
石

高
に
よ
る
表
現
が
で
き
ま
す
。

太
閤
検
地
で
は
、
従
来
ま
ち
ま

ち
で
あ
っ
た
面
積
の
単
位
を
六
尺

三
寸
を
一
歩
に
統
一
し
、
従
来
の

三
六
〇
歩
〓
反
）
を
三
〇
〇
歩

（
一
反
）
に
改
め
、
新
し
く
三
十

歩
を
一
畝
の
単
位
を
設
け
ま
し
た
。

※
秀
吉
の
場
合
、
通
常
二
公
一
民

つ
ま
り
村
高
の
三
分
の
二
を
年

貢
と
し
て
村
か
ら
納
め
ま
す
。

村
高
そ
の
も
の
が
年
貢
高
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

昧
舌
卜
村
の
太
閤
検
地
転

は
、
表
紙
に
「
摂
州
大
闇
郡

味
古
之
内
下
村
御
検
地
帳
」

「
文
鱒
二
隼
」
　
「
姶
月
十
八

日
」
と
記
し
、
庄
屋
村
の
太

閤
検
地
帳
は
、
「
摂
州
大
損

郡
内
味
舌
村
ノ
症
昆
村
御
検

地
帳
」
　
「
文
禄
三
咋
」
　
「
九

月
け
六
日
」
と
記
し
て
い
ま

す
。
両
村
と
も
に
検
地
奉
行

は
、
八
嶋
久
兵
術
で
し
た
。

文
禄
．
∴
隼
、
摂
津
国
の
検
地

奉
行
の
片
桐
は
．
几
、
浅
野
長

政
、
八
嶋
久
兵
衛
な
ど
は
か

な
り
手
な
れ
た
検
地
功
者
と

し
て
名
が
売
れ
て
い
ま
し
た
。

味
古
下
村
は
村
高
九
托
し

石
六
斗
∴
升
八
合
（
両
親
八

六
附
∵
畝
に
歩
）
、
圧
掃
射

は
相
席
二
二
〇
石
∴
斗
九
升

ヒ
人
目
（
■
七
町
二
－
畝
∴
H
歩
）

と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
両
村

と
も
低
緑
地
で
、
水
雷
が
多

く
、
排
水
の
惑
い
水
捌
村
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

検
地
の
風
景

『
日
本
の
歴
史
』
小
学
館
よ
り

「
近
世
農
民
生
活
史
」

「
摂
津
市
史
」
よ
り
　
担
当
（
着
荷
）



4

g

雑

や

∵

＝

‥

■

一

．

′

′

水
望
立
地
．
し

弟　に：最揮い計1し　乱調が

ヽ／
′

－

■

－

1

二

．

は
じ
め
に

ノ
／＼

．

　

■

l

、

日
本
文
化
は
稲
作
の
文
化
だ
と

よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
t
業

社
会
と
し
て
成
立
・
発
展
す
る
以

前
の
社
会
に
お
い
て
コ
メ
は
流
通

柾
済
の
中
心
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

も
過
‥
．
1
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
っ
ま
た

さ
ま
ざ
ま
な
牛
沼
の
行
部
に
も
コ

メ
は
関
係
し
て
き
ま
す
。
正
目
に

は
コ
メ
の
餅
を
雑
煮
に
い
れ
て
祝

う
し
、
め
で
た
い
折
り
に
は
赤
飯

を
炊
き
ま
す
。

日
本
人
に
と
っ
て
コ
メ
は
、
王

こ
　
食
や
牛
虎
〓
州
と
い
う
以
上
に
文
化

‖
…
的
・
社
会
的
な
価
値
が
あ
る
よ
う

第12　号
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で
す
。
数
年
前
の
全
国
的
な
米
不

足
の
お
り
直
面
し
た
問
題
は
、
改

め
て
日
本
人
と
コ
メ
と
の
デ
リ
ケ

ー
ト
な
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

見
て
き
ま
す
と
確
か
に
円
本
の
伝

統
文
化
の
中
に
稲
作
は
離
れ
が
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
市
は
確
か
で

す
。
し
か
し
一
般
的
に
コ
メ
の
収

穫
量
が
急
速
に
向
上
す
る
の
は
、

明
治
以
後
と
言
わ
れ
、
と
り
わ
け

中
世
以
前
の
古
代
社
会
に
お
い
て

稲
作
が
ど
こ
ま
で
庶
民
の
生
活
を

支
え
て
い
た
か
は
疑
問
が
残
り
ま

す
。
古
来
日
本
の
農
民
が
祈
願
し

て
き
た
の
は
　
「
五
穀
の
魯
穣
」
　
で

コ
メ
だ
け
で
な
く
ア
ワ
、
ヒ
工
、

ム
ギ
、
マ
メ
な
ど
の
畠
作
物
の
豊

穣
も
重
要
だ
っ
た
事
で
し
■
よ
う
。

近
年
は
、
水
田
遺
跡
や
良
作
追

跡
の
調
査
も
進
み
さ
ま
ざ
ま
な
視

点
か
ら
比
較
・
検
討
さ
れ
、
目
覚

ま
し
い
成
果
が
全
国
で
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で

は
水
冊
や
各
種
生
産
遺
跡
の
発
掘

調
査
の
成
果
を
説
明
し
な
が
ら
摂

津
市
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

弥
生
時
代
の
稲
作
の
は
じ
ま
り

は
湿
潤
性
に
恵
ま
れ
た
場
所
で
セ

っ
た
こ
と
は
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
陸
稲
の

問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
稲

作
経
営
に
は
用
水
の
確
保
が
最
重

要
課
題
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
一
般
的
に
弥
生
時
代
の
集

落
は
、
河
川
の
氾
濫
に
よ
り
形
成

さ
れ
た
自
然
堤
防
上
の
微
高
地
に

営
み
、
背
後
に
形
成
さ
れ
る
後
背

緑
地
が
水
田
経
常
の
場
と
し
て
利

用
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
通
常
検
旧

さ
れ
る
西
日
本
の
水
田
遺
跡
の
多

く
は
洪
水
に
よ
る
流
1
二
∴
流
砂
に

よ
り
埋
没
し
た
も
の
で
す
。
当
時

の
人
々
は
洪
水
の
リ
ス
ク
を
負
い

な
が
ら
も
洪
水
に
よ
り
微
妙
に
変

化
す
る
地
形
卜
．
　
　
∵
水
川
を

拝
聞
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

摂
津
直
は
、
淀
川
を
は
じ
め
人

小
の
糾
川
が
流
れ
用
水
の
碗
保
と

い
う
点
で
は
心
ま
れ
て
い
た
と
‥
「
‥

え
ま
す
。
今
後
本
市
で
も
古
代
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
水
Ⅲ
跡
が
発
見
さ

れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
ま
す
。

【
し
】
　
地
震
考
古
学

○
遺
跡
に
見
ら
れ
る
地
震
の
痕
跡

を
明
ら
か
に
し
、
地
震
の
発
隼
年

代
を
考
え
よ
う
と
す
る
研
究
っ
○

考
古
学
と
の
接
点
は
古
墳
の
地
震

に
よ
る
変
形
、

地
震
に
よ
る
睦
域

海lこいたる川の変イヒ

の
水
没
な

わ
た
り
ま

た
過
去
の

証
し
将
来

き
る
分
野

持
さ
れ
て

・凋
＿」

ど
多
岐
に

す
。
○
ま

災
宮
を
故

へ
椚
用
で

…
㌦
忠
と
し
て
期

■
・
古
山
い
ま
す
。
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暮

．
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■
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▲

．

」

○
最
近
兵
庫
腺
に
所
在
す
る
西
求

女
塚
古
墳
の
究
鋸
朋
薫
で
江
い
時

代
の
地
震
に
よ
り
倒
壊
し
た
石
基

が
倹
冊
さ
れ
誘
惑
に
な
り
ま
し
た

た
。
　
　
　
担
当
　
（
伊
部
）


