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２
年
間
の
連
載
『
小
牧
山　

戦
国
に
馳

せ
る
』
の
舞
台
で
、
織
田
信
長
が
城
を
築
い

た
小
牧
山
、
こ
こ
に
は
数
々
の
伝
説
、
民
話

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

『
信
長
公
記
』
で
は
小こ

ま

き

真
木
山
と
記
さ

れ
た
小
牧
山
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
別
名
が
あ

り
ま
す
。

帆ほ
ま
き巻
山　

古
代
、
船ふ

な
つ津
村
ま
で一
面
海
で
、

渡
っ
て
き
た
舟
人
が
小
牧
山
を
見
る
と
帆

を
巻
い
た
か
ら
（『
小こ

ま
き
や
ま
き
ゅ
う
き

牧
山
旧
記
』）。

駒こ
ま
き来
山　

鵜
沼
宿
で
開
か
れ
て
い
た
駒こ

ま
い
ち市

を
小
牧
宿
へ
引
馬
し
て
小
牧
で
開
く
こ
と

に
し
た
か
ら
（『
異い

ほ
ん
こ
ま
き
や
ま
き
ゅ
う
き

本
小
牧
山
旧
記
』）。

曳ひ
く
ま馬
山　

里
老
の
話
に
む
か
し
馬
市
が
あ
っ

た
か
ら
（『
尾お

わ
り
ち
め
い
こ
う

張
地
名
考
』）。

飛ひ
く
ま車
山
　（『
張ち

ょ
う
し
ゅ
う
ふ
し

洲
府
志
』）。

小こ
ま
き巻
山　
（『
小
牧
山
旧
記
』）。

「
七
つ
石
」
は
、明め
い
お
う応
元
年
（
１
４
９
２
）

狩
の
名
人
が
小
牧
山
で
、
一
列
に
並
ん
だ
鹿

の
群
れ
を
射
る
と
七
匹
に
命
中
し
、
轟ご
う
お
ん音

と
共
に
七
つ
の
石
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中

央
に
現
れ
た
千せ
ん
じ
ゅ
か
ん
の
ん

手
観
音
を
祭
っ
た
の
が
間ま

ま々

観か
ん
の
ん音
の
始
ま
り
で
、
七
つ
石
の
位
置
は
今
の

観か
ん
の
ん
ぼ
ら

音
洞
で
す
。
今
、
石
が
七
つ
な
い
の
は
名

古
屋
城
の
石
垣
と
し
て
持
っ
て
い
か
れ
た
か
ら

だ
そ
う
で
す（『
間ま

ま
か
ん
の
ん
り
ゅ
う
お
ん
じ
え
ん
か
く
し
ょ

々
観
音
竜
音
寺
沿
革
書
』・

『
正ま

さ
こ
と事
記き

』）。

三み
あ
し
か
く

足
隠
れ　

小
牧
山
を
見
な
が
ら
東
南
麓

ま
で
や
っ
て
く
る
と
、
突
然
小
牧
山
が
ま
っ

た
く
見
え
な
く
な
り
、
三
歩
も
歩
く
と
ま

た
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
不
思
議
な
場

所
の
こ
と
で
す
（『
正
事
記
』）。

乳ち
ち
か
ん
の
ん

観
音　

行
商
で
暮
ら
し
を
た
て
て
い
た
夫

婦
に
突
然
夫
の
死
と
い
う
不
幸
が
襲
い
ま

す
。
妻
は
シ
ョッ
ク
で
乳
が
全
く
出
な
く
な

り
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
は
泣
き

喚わ
め

く
ば
か
り
。
村
の
老
人
が
自
分
の
お
米

を
分
け
与
え
る
と
、
母
親
は
そ
の
お
米
を

全
部
小
牧
山
の
観
音
様
に
供
え
て
、
死
後

の
安
楽
を
祈
り
ま
し
た
。
家
に
帰
り
、
泣

き
喚
く
子
ど
も
を
抱
い
て
死
の
う
と
す
る

と
、
急
に
乳
房
が
は
っ
て
き
て
、
乳
が
あ
ふ

れ
出
た
そ
う
で
、
間
々
観
音
が
乳
観
音
と

し
て
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
来
の
こ

と
で
す（『
間
々
観
音
竜
音
寺
沿
革
書
』）。

小
牧
山
の
カ
サ
サ
ギ　

尾
張
藩
が
山
に
カ

サ
サ
ギ
を
放
っ
た
の
は
、
元
禄
７
年

（
１
６
９
４
）４
月
の
こ
と
で
し
た
。
尾
が
長

く
背
と
腹
が
碧

み
ど
り

色
の
美
し
い
鳥
で
し
た
。

し
か
し
、
鳥
で
す
か
ら
自
由
に
飛
び
回
り
、

百
姓
た
ち
は
役
人
か
ら
言
い
つ
け
ら
れ
た

通
り
カ
サ
サ
ギ
を
追
い
か
け
、
山
か
ら
逃

げ
る
と
捕
ら
え
て
ま
た
山
に
放
ち
ま
し
た
。

こ
の
鳥
が
ふ
え
る
と
国
が
栄
え
る
と
い
わ
れ

て
い
た
の
で
、
放
た
れ
た
も
の
で
す

（『
鸚お

う
む
ろ
う
ち
ゅ
う
き

鵡
籠
中
記
』）。

小
牧
山
の
狐　

麓
の
間
々
村
に
名
誉
の
狐

と
讃
え
ら
れ
た
狐
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

「
石
を
投
げ
よ
」
と
い
う
と
石
を
投
げ
、

「
踊
れ
」
と
い
う
と
踊
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
力
持
ち
で
、
大
き
な
石
を
投
げ
た
り
持

ち
上
げ
た
そ
う
で
す
。
麓
の
家
に
現
れ
、

家
財
道
具
の
上
に
乗
っ
た
り
降
り
た
り
し

て
戯
れ
る
こ
と
が
好
き
な
狐
で
、
村
の
人

気
者
で
し
た
。
あ
る
時
、
こ
の
狐
に
紙
と

筆
を
渡
し
て
「
何
か
書
け
」
と
い
っ
た
村

人
が
お
り
、
し
ば
ら
く
し
か
め
っ
面
し
て
い

た
狐
は
、
や
が
て
紙
に
何
や
ら
ぬ・

・

・

・

た
く
り

ま
し
た
。
見
る
と
絵
と
も
字
と
も
分
か
ら

ぬ
も
の
で
し
た
。
ま
も
な
く
狐
は
姿
を
消

し
た
そ
う
で
す
（『
正
事
記
』）。

吉
五
郎
狐
に
つ
い
て
は
、
昭
和
初
期
、
郷

土
史
家
の
津つ

だ田
応お
う
す
け助
氏
が
『
老
狐
小
牧
山

吉
五
郎
』
を
書
き
ま
し
た
が
こ
れ
は
創
作

で
す
。
た
だ
序
文
に
鷹た

か
ぎ木
村
（
春
日
井
市
）

の
旧
家
に
伝
わ
る
『
老ろ

う
こ
や
ま
き
ち
た
ん

狐
山
吉
譚
』、
江
崎

家
で
見
た
『
旧き

ゅ
う
ほ
ん
じ
ん
き
ろ
く

本
陣
記
録
』
の
記
憶
と
自

分
が
聞
い
た
話
を
参
考
に
し
た
と
記
し
て
い

ま
す
。
前
記
二
書
は
、
所
在
不
明
で
見
る
こ

と
が
で
き
ず
省
き
ま
し
た
。

※
原
話
に
近
い
も
の
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
、
明
治
以
前
の
文
献
が
残
る
昔
話
だ
け

を
集
め
て
み
ま
し
た
。

小牧山

第 24 回 小牧山のむかしむかし
小牧市文化財保護審議会委員

入谷　哲夫

問
合
先  

文
化
振
興
課 （
☎
76
─
１
１
８
９
）

小
牧
山
の
別
名

▲観音洞

小
牧
山
の
世
間
話
な
ど

小
牧
山
の
七
つ
石
と
観
音
洞

平
成
20
年
４
月
15
日
号
か
ら
連
載
し
て
き
ま
し
た

「
小
牧
山
戦
国
に
馳
せ
る
」
は
今
回
を
持
っ
て
終
了

し
ま
す
。
ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小牧山 戦国に馳せる
小牧山のむかしむかし　


