
鏡
野
町
役
場
か
ら
竹
田
橋
を
渡
っ
て
約

40
ｍ
東
に
、
か
つ
て
東
竹
田
公
会
堂
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
た
建
物
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
建
物
は
も
と
は
地
下
芝
居
を
行
う

た
め
の
芝
居
小
屋
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い

た
建
物
で
し
た
。

「
地
下
芝
居
」
と
は
、
プ
ロ
の
役
者
に

よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
芝
居
で
は
な
く
、
地

元
の
人
々
が
役
者
と
な
っ
て
、
神
社
の
祭

礼
や
村
の
特
別
な
日
に
演
じ
ら
れ
て
い
た

芝
居
の
こ
と
で
、「
地
芸
」
と
も
言
わ
れ
ま

す
。美

作
は
地
下
芝
居
の
盛
ん
で
あ
っ
た
地

域
で
、
現
在
で
も
奈
義
町
の
横
仙
歌
舞
伎

な
ど
が
地
下
芝
居
の
技
術
の
継
承
に
努
め

て
い
ま
す
。

鏡
野
町
で
も
戦
後
間
も
な
い
昭
和
20
年

代
ま
で
は
、
各
地
に
芝
居
小
屋
が
あ
り
、

芝
居
小
屋
の
な
い
地
区
で
も
神
社
の
建
物

や
公
会
堂
、
仮
設
の
舞
台
な
ど
で
青
年
団

に
よ
っ
て
地
下
芝
居
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
戦
後
の
復
興
と
共
に
生
活
様
式
が

変
化
し
て
い
く
中
で
、
か
つ
て
の
娯
楽
も

次
第
に
姿
を
消
し
ま
し
た
。

東
竹
田
の
芝
居
小
屋
も
、
現
在
で
は
見

ら
れ
な
く
な
っ
た
地
方
の
芸
能
・
娯
楽
を

知
る
上
で
貴
重
な
民
俗
資
料
で
す
の
で
、

町
で
も
保
存
を
含
め
た
建
物
の
利
用
に
つ

い
て
検
討
し
ま
し
た
が
、
諸
事
情
に
よ
り

叶
わ
ず
、
本
年
度
に
建
物
は
取
り
壊
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
が
、
解
体
に
際
し
て
建

物
の
調
査
を
行
い
、「
記
録
保
存
」
と
い
う

形
で
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
竹
田
芝
居
小
屋
は
、
戦
後
は
公
会
堂

と
し
て
近
年
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た

の
で
、
改
築
・
増
築
が
行
わ
れ
、
解
体
前

は
写
真
１
の
状
態
で
し
た
が
、
芝
居
小
屋

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
頃
は
、
写
真
に

見
え
る
長
辺
側

（
西
側
）の
壁

や
窓
は
な
く
、

戸
板
が
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
戸

板
を
は
ず
す
と

舞
台
に
な
る
と

い
う
仕
組
み
で
、

戸
板
は
芝
居
の

際
に
は
花
道
や

客
席
の
垣
な
ど

に
使
用
さ
れ
ま

し
た
。

舞
台
上
部
に

あ
る
、
径
約
30
㎝
の
松
丸
太
の
高
梁
は
、

舞
台
の
正
面
で
あ
っ
た
名
残
で
す
。

建
物
の
建
築
年
代
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
江
戸
時
代
末
期
、
明
治
時
代
な
ど
の

説
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
調
査
に

よ
っ
て
、
屋
根
裏
か
ら
棟
札
が
発
見
さ
れ
、

棟
札
に
は
大
正
10
年
（
１
９
２
１
）
の
年

号
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

建
築
技
法
は
明
治
時
代
後
期
頃
か
ら
多

用
さ
れ
る
「
洋
小
屋
組
」
で
、
柱
材
の
成

形
も
手
斧
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

釘
も
和
釘
で
は
な
く
現
在
見
ら
れ
る
も
の

と
同
じ
洋
釘
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
棟
札
の
年
代
で
あ
る
大
正
10
年
に
建

て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

ま
た
、
使
用
さ
れ
て
い
る
材
木
は
、
転

用
材
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
建
物

の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
材
木
は
良
質
と
い
え

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
娯
楽
の
た

め
の
建
物
で
あ
っ
た
た
め
、
建
築
に
多
額

の
経
費
を
か
け
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

残
念
な
が
ら
建
物
を
保
存
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
解
体
す
る
こ
と

に
よ
り
判
明
し
た
こ
と
も
多
く
、
こ
う
し

た
デ
ー
タ
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も
一
つ

の
文
化
財
保
護
と
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
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