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「歴
史
の
散
歩
道
」

鳥
居
町
　
平

尾

〓
一
千

代

今
号
は
遠
い
音
を
偲
ん
で
、
山
麓
山
周
辺
を
散
歩

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

山
麓
山
に
は

「
金
丸
山
」
と
い
う
別
名
が
あ
る
の

を
御
存
知
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
は
今
の
西
中
裏
、
そ

の
南
の
林
の
中
に
五
輪
の
塔
の
墓
が
あ
り
、
そ
れ
が

こ
の
地
の
豪
族
金
丸
氏
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
由

来
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
墓
は
す
で
に
時
代
の
波

に
の
ま
れ
跡
形
も
な
い
。

山
麓
山
か
ら
は
昭
和
五
十

一
年
夏
、
横
穴
墳
が
発

見
さ
れ
豪
華
な
副
葬
品
が
ぞ
く
ぞ
く
出
上
し
ま
し
た
。

当
時
は
新
聞
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
こ
が

大
和
朝
廷
文
化
の
東
端
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

副
葬
品
は
大
陸
文
化
の
影
響
を
受
け
た
千
三
百
年
か

ら
三
千
年
前
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
古
墳
か
ら
は
多

く
の
人
骨
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

昭
和
の
初
期
こ
の
あ
た
り
に
あ

っ
た
花
崎
家
で
た

く
さ
ん
の
古
文
書
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
古
文

書
に
は
遠
い
昔
、
あ
る
天
皇
の
皇
子
が

「
ラ
イ
病
」

に
か
か
り
死
に
場
所
を
求
め
て
あ
て
ど
な
い
旅
に
出

ら
れ
、
あ
る
時
こ
の
山
麓
山
に
た
ど
り
着
き
こ
こ
で

最
期
を
と
げ
た
と
い
う
悲
し
い
記
録
で
す
。

話
は
下
り
、
時
は
永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
年
）

今
川
義
元
の
子
氏
真
が
武
田
信
玄
に
駿
河
を
追
わ
れ
、

掛
川
城

へ
よ
う
や
く
逃
げ
込
み
や
れ
や
れ

一
体
み
を

し
て
お
り
ま
し
た
。

当
時
三
河
の
徳
川
家
康
は
、
今
川
義
元
の
息
の
か

か
っ
た
掛
川
城
を
攻
め
る
た
め
、
山
麓
山
周
辺
に
砦

を
築
き
、
配
下
の
久
野
三
郎
左
衛
門
宗
能
を
配
し
て

お
り
ま
し
た
。
こ
の
年
十
二
月
十
二
日
、
氏
真
が
城

に
逃
げ
込
む
や
、
家
康
の
家
臣
久
野
は
こ
の
期
を
逃

す
こ
と
な
く
山
麓
山
か
ら

一
気

に
掛
川
城
の
今
川
勢

を
攻
め
た
て
ま
し
た
。
こ
の
戦
は

一
進

一
退
の
戦
と

な
り
、
翌
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
翌
永
禄

十
二
年

（
一
五
六
九
年
）
五
月
、
に
は
と
う
と
う
今

川
勢
は
朝
比
奈
泰
朝
と
共
に
小
田
原

へ
の
敗
退
と
な

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

砦
跡
地
に
は
柱
の
穴
の
跡
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

の
後
の
宅
地
造
成
で
な
く
な
り
ま
し
た
。

又
山
麓
山
に
は

一
本
松
が
あ
り
、　
明
治
初
年
に
平
尾

平
治
郎
が
植
え
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
山

頂
は
小
さ
な
広
場
に
な
っ
て
お
り
、
日
清

・
日
露
戦
争

の
帰
還
兵
達
の
慰
労
の
宴
も
催
さ
れ
、
村
民
の
憩
い
の

場
と
し
て
皆
か
ら
愛
さ
れ
た
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

又
、
こ
こ
に
は
春
光
院

（寺
）

・
大
池
小
学
校

・

避
病
院
等
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
山
麓
山
は
人
々
の
永
い
間
の
苦
し
み
と
悲
し

み
を
、
や
さ
し
く
抱
い
て
く
れ
た
母
の
よ
う
な
山
で

す
。山

よ
―
　
姿
は
変
わ

っ
て
も
永
久
に
あ
れ
―

「夏
休
み
は
長
す
ぎ
る
か
？
」

今
年
も
子
供
達
の
楽
し
い
夏
休
み
が
始
ま

っ
た
。

「
早
く
学
校
が
始
ま

っ
て
く
れ
ん
か
や
ぁ
」

そ
う
言
い
な
が
ら
二
人
の
お
母
さ
ん
が
通
り
過
ぎ
た
。

確
か
に
長
い
夏
休
み
を
、
テ
レ
ビ
や

マ
ン
ガ
本
だ

け
で
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
る
子
供
の
姿
を
見
て
い
れ
ば

そ
う
思
う
の
も
無
理
は
な
い
。

つ
い
ガ
ミ
ガ
ミ
注
意

す
る
毎
日
に
な

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
休
み
は
本

当
に
暑
い
時
期
の

一
週
間
だ
け
で
よ
い
。
暑
さ
だ
け

で
長
期
間
の
休
養
を
取
る
の
は
子
供
達

に
対
す
る
過

保
護
だ
と
い
う
極
端
な
意
見
も
出
て
く
る
。

し
か
し
世
の
お
母
さ
ん
方
、
夏
休
み
の
大
半
を
部

活
で
過
ご
す
中
学
生
も
い
る
し
、
普
段
で
は
時
間
が

な
く
て
な
か
な
か
出
来
な
い
こ
と
に
没
頭
で
き
る
唯

一
の
時
で
も
あ
る
の
で
す
。

ぜ
ひ
、
今
年
も
家
族
で
工
夫
し
た
夏
休
み
を
過
ご

さ
れ
る
よ
う
お
祈
り
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
①

あ

と

が

き

す

っ
か
り
夏
空

と
な
り
、
毎
日
暑

い
日
が
続
き
ま

す
が
、

い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
年
度
も
広
報
部
員

一
同
頑
張

っ
て
い
ま
す
。
皆

様
か
ら
の
ご
意
見
と
、

ホ
ッ
ト
な
話
題
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
む
ら


