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新
名
神
高
速
道
路
着
工
に
よ
り
、
篳ひ
ち
り
き篥

の
リ
ー
ド

の
生
育
地
で
あ
る
鵜
殿
ヨ
シ
原
（
大
阪
府
高
槻
市
の

淀
川
河
川
敷
）
の
ヨ
シ
の
壊
滅
的
危
機
を
迎
え
、
ヨ

シ
原
保
存
の
署
名
活
動
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、

国
際
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
協
会
（
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｓ
）
よ
り
「
淀

川
河
畔
～
篳
篥
の
魂
が
宿
っ
て
い
る
～
の
保
護
と
保

存
の
要
求
を
断
固
と
し
て
支
持
す
る
」
と
の
力
強
い

連
帯
と
応
援
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。

左
記
の
檄
文
を
出
さ
れ
た
国
際
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
協

会
は
、
世
界
50
カ
国
に
約
４
０
０
０
人
の
会
員
を
有

す
る
オ
ー
ボ
エ
や
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
な
ど
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド

の
奏
者
の
集
ま
り
で
す
。

こ
の
檄
文
の
連
名
者
の
一
人
で
も
あ
り
国
際
ダ
ブ

ル
リ
ー
ド
協
会
の
中
で
唯
一
の
日
本
人
の
役
員
・
第

二
副
会
長
で
あ
り
、
日
本
フ
ァ
ゴ
ッ
ト（
バ
ス
ー
ン
）

協
会
会
長
で
も
あ
る
菅

す
が
わ
ら
ひ
と
み

原
眸
氏
の
ご
自
宅
で
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

「
檄
文
の
中
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
の
気
持
ち
で

す
ね
。
音
楽
を
演
奏
す
る
同
じ
仲
間
と
し
て
黙
っ
て

は
い
ら
れ
な
い
。特
に
雅
楽
は
日
本
独
自
の
も
の
で
、

世
界
に
誇
れ
る
歴
史
と
演
奏
技
能
と
芸
術
性
を
有
し

て
い
ま
す
。
高
速
道
路
で
破
壊
さ
れ
た
ら
取
り
返
す

こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。歴
史
的
な
悲
劇
で
す
。

全
面
的
に
応
援
し
ま
す
」
と
話
さ
れ
、
鵜
殿
ヨ
シ
原

保
存
の
呼
び
か
け
人
も
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

こ
の
国
際
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
協
会
の
檄
文
が
掲
載
さ

れ
た
の
は
管
楽
器
専
門
月
刊
誌
『
パ
イ
パ
ー
ズ
』
５

月
号
３
８
１
号
（
「
篳
篥
の
音
が
消
え
て
し
ま
う
」

＝
お
話　

中
村
仁
美
＝
の
７
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
特
集

記
事
）
の
中
で
あ
る
。

檄
文
の
掲
載
の
経
緯
に
つ
い
て
『
パ
イ
パ
ー
ズ
』

編
集
主
幹
の
杉
原
道
夫
氏
は
「
こ
の
鵜
殿
ヨ
シ
原
の

問
題
に
つ
い
て
は
新
聞
紙
上
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
な
ど

で
も
取
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
前
々
か
ら
心
を

痛
め
て
い
ま
し
た
。
以
前
本
誌
の
「
和
楽
器
シ
リ
ー

ズ
」
で
篳
篥
奏
者
と
し
て
登
場
し
て
い
た
だ
い
た
中

村
仁
美
さ
ん
に
連
絡
を
と
り
、
詳
し
い
話
な
ど
を
聞

世
界
中
か
ら　

鵜う
ど
の殿
の
ヨ
シ
を
守
ろ
う
の
声

国
際
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
協
会
よ
り
檄
文

国際ダブルリード協会
第２副会長　菅原眸氏



-2-

雅楽だより　第 34 号

き
ま
し
て
、
署
名
活
動
な
ど
も
行
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
何
と
か
し
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と

の
思
い
か
ら
、
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
の
演
奏
家
の
世
界
的

な
組
織
で
あ
る
国
際
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
協
会
に
鵜
殿
の

状
態
を
お
話
し
、
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

届
い
た
の
が
掲
載
し
ま
し
た
檄
文
で
す
。

中
村
仁
美
さ
ん
か
ら
鵜
殿
ヨ
シ
原
を
守
る
呼
び
か

け
人
の
お
願
い
を
さ
れ
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
お
願

い
は
立
場
上
全
て
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
ま

し
た
が
、
今
回
は
黙
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
呼
び
か
け
人
を
引
き
受
け
ま
し
た
」
と
熱
い
応
援

の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
檄
文
は
現
在
の
鵜
殿
の
ヨ
シ
の
於
か
れ
て
い

る
状
況
が
と
て
も
良
く
分
か
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。

「
ヴ
ァ
ー
ル
地
域
の
資
源
が
破
壊
さ
れ
全
滅
す
れ

ば
、
西
洋
音
楽
文
化
に
壊
滅
的
影
響
を
与
え
る
こ
と

だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
淀
川
河
川
敷
に
育
つ
葦
の
危
機

を
他
人
事
と
は
思
え
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（
中
略
）
高
速
道
路
工
事
で
雅
楽
に
必
要
不
可
欠

の
産
地
を
破
壊
す
る
の
は
聖
像
を
破
壊
す
る
に
等
し

い
悲
劇
で
あ
る
。
（
中
略
）
私
た
ち
は
日
本
の
宮
内

庁
、
民
族
音
楽
専
門
家
、
雅
楽
の
愛
好
家
、
ダ
ブ
ル

リ
ー
ド
の
同
志
た
ち
と
連
帯
し
、
淀
川
河
畔
～
篳
篥

の
魂
が
宿
っ
て
い
る
～
の
保
護
と
保
存
の
要
求
を
断

固
と
し
て
支
持
す
る
」
と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
に
と
っ
て
は
と
て
も
励
ま
し
に
な
る
檄
文

で
す
。

海
外
の
雅
楽
奏
者
な
ど
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
く

ハ
ワ
イ
大
学
で
雅
楽
を
正
課
と
し
て
50
年
以
上
に

渡
り
教
え
、
ま
た
ケ
ル
ン
大
学
音
楽
部
で
も
雅
楽
を

教
え
た
社し
ゃ
も
と本

正ま
さ
と
し

登
司
氏
よ
り
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

社本正登司氏
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（
広
辞
苑
よ
り
）【
檄
】
①
昔
の
中
国
の
徴
召
ま
た
は

説
論
の
文
書
。
木
札
に
書
い
た
と
い
う
。
め
し
ぶ
み
。

ハ
ワ
イ
雅
楽
研
究
会

社し
ゃ
も
と本
正ま

さ

と

し

登
司

「
ハ
ワ
イ
大
学
音
楽
学
部
雅
楽
コ
ー
ス
に
は
毎
年

10
名
以
上
の
学
生
が
、
雅
楽
を
学
び
単
位
を
取
っ
て

い
ま
す
。
東
洋
音
楽
を
学
ぶ
学
生
は
、
ま
ず
日
本
の

雅
楽
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
す
。
日
本
に
い
る

と
気
づ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
雅
楽
は
世
界
的

な
宝
物
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
。
日
本

人
は
、
往
々
に
し
て
世
界
か
ら
見
た
ら
大
変
な
日
本

の
宝
物
を
見
過
ご
し
が
ち
で
無
関
心
で
あ
る
。

も
し
鵜
殿
の
ヨ
シ
が
絶
滅
す
る
と
し
た
ら
世
界
中

の
損
失
で
あ
る
。
雅
楽
は
世
界
の
宝
で
あ
る
こ
と
を

日
本
で
暮
ら
す
人
た
ち
は
も
っ
と
知
っ
て
欲
し
い

し
、
考
え
て
も
ら
い
た
い
」

ド
イ
ツ　

ケ
ル
ン
大
学
よ
り

ハ
ワ
イ
の
社
本
正
登
司
氏
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

唯
一
の
雅
楽
の
演
奏
団
体
で
あ
る
ケ
ル
ン
雅
楽
ア
ン

②
敵
の
罪
悪
な
ど
を
挙
げ
、自
分
の
信
義
を
述
べ
て
、

衆
人
に
告
げ
る
文
書
。
檄
文
。
檄
書
。

ロベルト・ギュンター氏

サ
ン
ブ
ル
を
誕
生
さ
せ
た
ケ
ル
ン
大
学
名
誉
教
授
ロ

ベ
ル
ト
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
博
士
よ
り
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
届
き
ま
し
た
。

ケ
ル
ン
大
学
音
楽
部
名
誉
教
授

ロ
ベ
ル
ト
・
ギ
ュ
ン
タ
ー

「
篳
篥
の
舌
の
原
料
に
な
る
鵜
殿
ヨ
シ
原
に
高
速

道
路
が
建
設
さ
れ
る
と
聞
き
、
大
き
な
関
心
を
持
っ

て
い
ま
す
。
鵜
殿
ヨ
シ
原
は
国
際
的
に
も
貴
重
な
雅

楽
と
い
う
文
化
遺
産
を
下
支
え
す
る
重
要
な
湿
原
、
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ど
う
か
後
世
に
も
残
し
て
頂
き
た
い
と
強
く
望
ん
で

い
ま
す
」韓

国　

ソ
ウ
ル
大
学
よ
り

前
韓
国
国
楽
学
会
会
長
で
、
ソ
ウ
ル
大
学
で
教
鞭

も
と
ら
れ
、
ま
た
日
本
の
雅
楽
に
も
造
詣
が
深
く
、

昨
年
10
月
の
紀
尾
井
ホ
ー
ル
で
の
「
朝
鮮
通
信
使
」

の
公
演
で
は
徳
丸
吉
彦
氏
と
対
談
さ
れ
た
黄フ
ァ
ン

俊ジ
ュ
ニ
ョ
ン淵

教

授
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
ま
し
た
。

前
韓
国
国
楽
学
会
会
長

ソ
ウ
ル
大
学
校　

音
楽
大
学
国
楽
科
教
授

黄　

俊
淵

「
篳
篥
の
リ
ー
ド
の
生
育
地
で
あ
る
鵜
殿
ヨ
シ
原

に
高
速
道
路
が
建
設
さ
れ
る
と
い
う
話
を
聞
き
、
と

て
も
驚
い
て
い
ま
す
。
現
在
の
韓
国
の
雅
楽
は
、
中

国
の
宋
の
時
代
に
当
時
の
高
麗
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の

で
、
現
在
も
文
廟
な
ど
で
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。
韓

国
の
雅
楽
と
日
本
の
雅
楽
は
中
国
か
ら
の
伝
来
の
経

路
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、共
に
大
切
な
文
化
で
す
。

絶
や
す
こ
と
な
く
後
世
の
人
た
ち
に
伝
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
」ア

メ
リ
カ　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
よ
り

２
０
０
６
年
９
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
に
は
雅
楽
コ
ー
ス
が
新
設
さ
れ
、
毎
年
大
学

内
で
演
奏
会
を
開
催
す
る
と
共
に
、
数
名
の
生
徒
さ

ん
が
来
日
し
雅
楽
を
学
ん
で
い
ま
す
。（「
雅
楽
だ
よ

日
本
の
雅
楽
に
感
動
し
、
学
ん
で
き
ま
す
。
今
年
は

南
都
楽
所
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。
篳
篥
の
リ
ー
ド
の
生
育
地
に
高
速
道
路
が
建
設

さ
れ
る
と
聞
き
、
耳
を
疑
い
ま
し
た
。
な
ん
と
し
て

も
雅
楽
の
材
料
が
無
く
な
ら
な
い
様
に
し
て
ほ
し

い
。
１
０
０
０
年
以
上
伝
え
ら
れ
て
い
る
音
楽
は
世

界
の
宝
で
す
」

中
国　

二
胡
奏
者
よ
り

中
国
の
民
族
楽
器
で
あ
る
二
胡
の
教
室
を
東
京
で

開
き
、
ま
た
中
国
と
日
本
の
文
化
の
交
流
に
多
大
な

貢
献
を
さ
れ
て
い
る
楊ヨ
ウ

智チ

氏
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

二
胡
奏
者　
　
　
　

楊　

智

「
私
は
１
５
０
０
年
以
上
前
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い

る
二
胡
を
演
奏
し
、
東
京
で
多
く
の
日
本
人
に
教
え

て
も
い
ま
す
。
二
胡
の
材
料
は
イ
ン
ド
の
紫
檀
が
最

高
で
す
が
、イ
ン
ド
は
紫
檀
の
輸
出
を
止
め
ま
し
た
。

現
在
ア
フ
リ
カ
の
紫
檀
を
使
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
値
段
が
高
騰
し
良
い
楽
器
を
手
に
す
る
の
が
と

て
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
楽
器
の
材
料
が
手
に

入
ら
な
い
の
は
楽
器
が
無
く
な
っ
た
も
同
然
で
す
。

篳
篥
が
千
年
以
上
前
、
中
国
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
路

で
日
本
に
伝
わ
っ
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本

に
伝
わ
っ
た
篳
篥
が
無
く
な
る
と
し
た
ら
と
て
も
悲

し
い
こ
と
で
す
。
ヨ
シ
を
守
り
、
雅
楽
を
守
り
、
共

に
文
化
を
生
か
し
な
が
ら
中
国
と
日
本
の
友
好
を
深

り
」
７
、
９
、
11
、
12
、
31
号
参
照
）

そ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
バ
ー
バ
ラ
・
ル
ー
シ
ュ

名
誉
教
授
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
名
誉
教
授　

バ
ー
バ
ラ
・
ル
ー
シ
ュ

「
篳
篥
の
リ
ー
ド
の
生
育
地
で
あ
る
鵜
殿
ヨ
シ
原

に
高
速
道
路
が
建
設
さ
れ
る
と
い
う
話
を
聞
き
、
と

て
も
心
を
痛
め
て
い
ま
す
。日
本
の
文
化
で
も
あ
り
、

世
界
の
文
化
で
も
あ
る
雅
楽
を
守
る
た
め
に
心
よ
り

応
援
し
ま
す
」　

イ
タ
リ
ア　

ロ
ー
マ
よ
り

イ
タ
リ
ア
で
東
ア
ジ
ア
の
音
楽
文
化
を
紹
介
し
た

『
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
音
楽
と
伝
統
』
を
２
０
１
０

年
に
出
版
す
る
な
ど
、
イ
タ
リ
ア
で
日
本
の
雅
楽
も

含
め
東
洋
の
音
楽
の
研
究
を
す
す
め
て
い
る
ダ
ニ
エ

レ
・
セ
ス
テ
ィ
ー
リ
氏
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
ま

し
た
。

元
ロ
ー
マ
大
学
講
師

ダ
ニ
エ
レ
・
セ
ス
テ
ィ
ー
リ

「
ロ
ー
マ
大
学
の
学
生
が
日
本
に
留
学
す
る
と
、

め
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」　

Ｓ
Ａ
Ｖ
Ｅ	

Ｔ
Ｈ
Ｅ	

鵜
殿
ヨ
シ
原
～
雅
楽
を
未
来

に
つ
な
ぐ
～
実
行
委
員
会
代
表
の
中
川
英
男
氏
（
大

阪
楽
所
代
表
理
事
）
よ
り
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　
「
国
際
ダ
ブ

ル
リ
ー
ド
協
会

様
よ
り
の
熱
い

檄
文
、
及
び
海

外
の
雅
楽
関
係

者
の
方
々
か
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
、
と
て
も
心
強
く

思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
鵜
殿
の
ヨ
シ
を
守
る
運
動

を
さ
ら
に
大
き
く
し
、絶
対
に
鵜
殿
ヨ
シ
原
を
守
り
、

篳
篥
の
最
良
の
リ
ー
ド
を
後
世
に
残
す
決
意
を
よ
り

一
層
強
く
し
て
い
ま
す
。
署
名
も
７
月
末
を
目
途
に

10
万
筆
を
目
指
し
て
続
け
て
い
き
ま
す
。「
雅
楽
だ

よ
り
」
の
読
者
の
皆
様
も
署
名
の
さ
ら
な
る
ご
協
力

を
今
後
と
も
お
願
い
い
た
し
ま
す
」

（
今
号
も
署
名
用
紙
を
同
封
し
て
お
り
ま
す
）

第
２
回
検
討
会
が
開
か
れ
た

「
新
名
神
高
速
道
路 

鵜
殿
ヨ
シ
原
の
環
境
保
全

に
関
す
る
検
討
会
第
２
回
」
が
６
月
23
日
（
日
）
午

後
２
時
半
よ
り
、
高
槻
市
市
民
会
館
で
開
か
れ
た
。

主
な
議
題
は
、
鵜
殿
地
域
全
体
の
既
往
調
査
結
果
の

報
告
、
篳
篥
用
の
ヨ
シ
と
一
般
的
な
ヨ
シ
の
育
成
状

況
の
違
い
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
報
告
ほ
か
。

（
詳
細
は
次
号
に
掲
載
し
ま
す
。
第
１
回
検
討
会

の
内
容
は
「
雅
楽
だ
よ
り
」
33
号
に
掲
載
）

黄　俊淵氏

バーバラ・ルーシュ氏ダニエレ・セスティーリ氏

楊　智氏

中川英男氏


