
温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
達
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど

ら
れ
て
い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な

文
化
財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

問い合わせ先　近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008

鳥
居
平

　

大
字
鳥
居
平
は
、
日
野
川
支
流
の
佐
久

良
川
中
流
域
に
位
置
し
て
お
り
、
東
は
中

之
郷
と
奥
師
、
西
は
松
尾
と
安
部
居
、
南

は
村
井
と
河
原
、
北
は
佐
久
良
と
接
し
て

い
ま
す
。
集
落
は
、「
鳥
居
平
城
跡
」
の

山
麓
に
広
が
る
字
「
上

し
ょ
う

人に
ん

谷だ
に

」
と
、
江
戸

時
代
に
開
か
れ
た
字
「
篠
原
」
に
造
ら
れ

て
い
ま
す
。

丘
に
残
る
広
大
な
城
跡
の
謎

　

字
「
上
人
谷
」
の
集
落
北
東
に
延
び
る

低
丘
陵
上
に
は
、
町
内
最
大
規
模
を
誇
る

中
世
城
郭
「
鳥
居
平
城
跡
」
が
あ
り
ま
す
。

東
西
約
8
0
0
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
広
大

な
範
囲
に
は
、
約
20
ヶ
所
の
曲く

る

輪わ

（
平
坦

地
）
や
、
曲
輪
と
曲
輪
の
間
に
設
け
ら
れ

た
大
小
の
堀
等
の
遺
構
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

特
徴
と
し
て
は
、
各
曲
輪
の
独
立
性
が

高
く
、
連
携
し
て
中
心
の
重
要
な
曲
輪

（
い
わ
ゆ
る
本
丸
等
）
を
守
る
意
識
が
低

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
中
心
区
域
に
は
、
東
西
に
延
び
る

通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
両
側

に
曲
輪
が
並
ぶ
こ
と
等
、
寺
院
の
遺
構
と

類
似
す
る
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
寺
院
を

城
と
し
て
転
用
し
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
ら
が
わ
か
る
史
資
料
は
確
認
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

城
主
に
ま
つ
わ
る
謎

　

史
資
料
な
ど
か
ら
、
戦
国
時
代
、
桜
谷

一
帯
を
支
配
し
た
の
は
、
佐
久
良
城
（
佐

久
良
）
を
本
拠
と
し
た
小
倉
氏
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
鳥
居

平
城
に
小
倉
氏
が
居
た
こ
と
を
示
す
同
時

代
の
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、「
吉よ

し

倉く
ら

氏
の
城
」
と
伝
わ
る
と
す
る

も
の
（『
近
江
蒲
生
郡
志
』）
や
、「
寺て

ら

倉く
ら

氏

の
城
」
と
記
さ
れ
た
も
の
（『
蒲
生
旧
趾

考
』
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
後
世
の

資
料
で
す
。

　

誰
が
城
主
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
武
将

の
城
郭
と
は
考
え
ら
れ
な
い
規
模
を
持

つ
、
謎
の
城
郭
と
言
え
ま
す
。

江
戸
時
代
の
開
発

　

慶
長
7
年
（
1
6
0
2
）、
徳
川
家
の

家
臣
本ほ

ん

多だ

成な
り

重し
げ

が
、
近
江
国
上
野
田
村
・

鳥
居
平
村
・
山
本
村
・
岡
屋
村
（
竜
王

町
）
で
2
千
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
ち

な
み
に
成
重
は
幼
名
を
仙せ

ん

千ち

代よ

と
言
い
、

父
（
本ほ

ん

多だ

重し
げ

次つ
ぐ

）
が
長
篠
の
戦
い
の
陣
中

か
ら
妻
に
送
っ
た
日
本
一
短
い
手
紙
と
し

て
有
名
な
「
一
筆
啓
上　

火
の
用
心　

お

仙
泣
か
す
な
、
馬
肥
や
せ
」
と
い
う
文
に

書
か
れ
た
「
お
仙
」
そ
の
人
で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
後
4
か
村
は
弟
の
主と

の

殿も
の

助す
け

に
与
え
ら
れ
、
主
殿
助
は
尾
張
徳
川
家

の
家
臣
と
な
り
ま
し
た
が
、
寛
永
9
年

（
1
6
3
2
）
に
嫡
子
な
く
死
去
し
た
た

め
、翌
年
に
尾
張
領
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

元
禄
14
年
（
1
7
0
1
）
の
「
近お

う

江み
の

国く
に

郷ご
う

帳ち
ょ
う」
に
よ
る
と
、鳥
居
平
村
の
村
高
（
総

石
高
）
は
約
4
0
0
石
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
字
鳥
居
平
文
書
に
よ
る
と
、
元
禄

7
年
に
字
観
音
平
、
元
禄
15
年
に
字
篠

原
を
開
発
し
た
こ
と
や
、
享
保
9
年

（
1
7
2
4
）
に
、
耕
作
の
為
に
字
篠
原

に
6
名
が
出で

屋や

敷し
き

を
建
て
た
こ
と
、
こ
の

間
に
字
篠
原
に
2
か
所
の
溜
池
を
築
造
し

た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
鳥
居
平
新
田
の
開
発
に
関
わ

る
記
録
で
、
少
し
で
も
耕
作
地
を
増
や
そ

う
と
努
力
す
る
、
先
人
達
の
姿
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

鳥居平城跡に残る堀（堀切）跡

鳥居平新田
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の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
朝
廷
の
権
力
が
強
か
っ
た
時
代
に
、

「
争
い
を
せ
ず
、
議
論
を
し
ま
し
ょ

う
」
と
呼
び
か
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
時
代
の

変
化
に
対
応
し
て
国
の
難
題
を
乗
り

越
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

令
和
と
な
り
大
き
く
時
代
が
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
の
流
行
は
象
徴
的
で
す
が
、
か
ね

て
か
ら
の
人
口
減
少
問
題
は
ま
す
ま

す
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
、

デ
ジ
タ
ル
化
を
は
じ
め
と
す
る
技
術

革
新
、
社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

は
一
層
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
さ
に
時

代
の
変
わ
り
目
、
も
し
も
今
の
時
代

に
太
子
様
が
お
ら
れ
た
ら
「
広
く
議

論
し
て
、
み
ん
な
で
立
ち
向
か
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
！
」
と
お
っ
し
ゃ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

太
子
様
に
は
到
底
及
び
ま
せ
ん
が
、

「
和
」
を
、
そ
し
て
「
議
論
」
を
大

事
に
し
、
困
難
な
課
題
、
解
決
の
糸

口
が
見
い
だ
せ
ず
先
延
ば
し
さ
れ
て

き
た
課
題
に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合

う
、
そ
ん
な
一
年
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

聖
徳
太
子

�

１
４
０
０
年

　

令
和
4
年
も

早
や
一
月
が
過

ぎ
ま
し
た
。
今

年
は
聖
徳
太
子

様
が
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
1
4
0
0
年
と
い
う

節
目
の
年
で
す
。近
隣
2
市
2
町（
近

江
八
幡
市
・
東
近
江
市
・
竜
王
町
・

日
野
町
）
で
は
関
係
寺
社
と
連
携
し

た
記
念
事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま

す
が
、
感
染
症
が
流
行
す
る
こ
の
時

代
に
お
い
て
、
太
子
様
と
の
ご
縁
の

意
味
を
深
く
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

太
子
様
は
西
暦
5
7
4
年
に
お

生
ま
れ
に
な
り
、
時
の
推
古
天
皇
の

摂せ
っ

政し
ょ
うと
し
て
政
治
を
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
日
本
は
飢き

饉き
ん

や
疫
病
、
戦
乱

が
頻
発
す
る
今
と
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
く
ら
い
不
安
定
な
世
の
中
で
し

た
。
そ
こ
で
17
条
の
憲
法
な
ど
を
制

定
し
世
の
中
を
治
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

第
1
条
の
「
和

や
わ
ら
ぎを
も
っ
て
、
貴と

う
と

し

と
な
す
・
・
」
の
言
葉
が
有
名
で
す

が
、一
番
最
後
の
17
条
に
は
「
議
論
」

日野町長　堀江 和博

青雲之志
〜町長コラム〜

　

天
神
社
は
、
日
野
町
小
野
に
鎮
座
す
る
、

千
年
ほ
ど
の
歴
史
を
持
つ
神
社
で
、
太
子

が
立
ち
寄
っ
て
休
息
を
し
た
と
伝
え
ら
れ

る
「
聖
徳
太
子
腰
掛
の
石
」
が
参
道
に
置

か
れ
て
い
ま
す
。

　

祭
神
は
少

す
く
な

彦び
こ

名な
の

命み
こ
とと
菅す

が

原わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

と
さ
れ
、

一
条
天
皇
の
寛
弘
元
年（
1
0
0
5
）
に

こ
の
地
に
社
殿
を
創
建
し
、
同
年
３
月
１

日
に
北
野
天
満
宮
よ
り
勧か

ん

請じ
ょ
うさ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

　
『
近
江
蒲
生
郡
志
』
に
は
、
明
和
年
間

（
1
7
6
4
～
1
7
7
2
）
の
棟む

な

札ふ
だ

が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
本
殿

は
、
文
明
10
年（
1
4
7
8
）
に
再
建
さ

れ
、
天
文
年
間
に
檜
皮
葺
へ
改
修
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

の
ち
明
和
5
年（
1
7
6
8
）
に
再
建

さ
れ
ま
す
が
、
明
治
29
年（
1
8
9
6
）

9
月
7
日
の
暴
風
雨
・
洪
水
の
た
め
裏
山

が
崩
壊
し
、
破
壊
さ
れ
た
た
め
、
翌
年
に

再
建
、
さ
ら
に
昭
和
55
年（
1
9
8
0
）に

は
瓦
葺
き
を
銅
板
葺
に
改
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
拝
殿
は
明
和
年
間
に
修
復
さ
れ
、

文
化
3
年（
1
8
0
6
年
）
に
再
建
さ
れ

た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
天
神
社
に
は
、室む

ろ

徒と

株か
ぶ

と
い
う
宮
座（
祭

祀
に
携
わ
る
村
落
内
の
特
権
的
な
組
織
）

が
明
治
中
期
ま
で
17
軒
存
在
し
、
社
守
を

継
承
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現

在
は
地
域
の
氏
子
全
体
で
奉
仕
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

例
大
祭
は
、
毎
年
4
月
24
日
に
行
わ
れ

ま
す
。

近
江
の
聖
徳
太
子
魅
力
発
信
事
業

太
子
が
休
息
し
た
地
と
伝
わ
る
天て

ん

神じ

ん

社じ

ゃ

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
日
野
町
商
工
観
光
課

　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
6
2

　
東
近
江
市
観
光
物
産
課

　
☎
0
5
0

−

5
8
0
1

−

5
6
6
2
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