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西尾市

写
真
の
絵
図
は
、
寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）
年
の
鎧

池(

鎧
ヶ
淵
）
を
め
ぐ
る
争
論
の
裁
許
絵
図
の
写
し
で

す
。
今
年
度
、
吉
良
町
木
田
に
鎮
座
す
る
神
明
社
の
本

殿
取
り
壊
し
に
伴
い
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

表
面
は
鎧
池
を
中
心
に
周
辺
の
様
子
が
よ
く
描
か
れ

て
い
ま
す
。
池
の
傍
ら
に
見
え
る
「
吉
良
上こ

う

野ず
け

助の
す
け

殿
御

屋
敷
」
は
吉
良
家
岡
山
陣
屋
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
裏
面
に
は
裁
決
文
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
こ
の
争
論
は
瀬
戸
村
・
岡
山
村
が
池
の
端

を
埋
め
立
て
、
田
畑
を
開
発
し
た
こ
と
に
よ
り
起
こ
り

ま
し
た
。
三
河
代
官
の
鳥
山
牛
之
助
が
見
分
し
、
開
発

し
た
田
畑
は
切
り
捨
て
、
鎧
池
は
そ
れ
ま
で
通
り
岡
山

村
が
支
配
す
る
こ
と
、
池
の
水
は
瀬
戸
・
木
田
・
岡
山

の
三
か
村
が
田
地
用
水
に
取
水
で
き
、
池
の
魚
は
岡
山

村
だ
け
が
捕
っ
て
よ
い
と
い
う
取
り
決
め
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
れ
と
同
じ
も
の
が
岡
山
地
区
に
伝
来
し
、
市
の
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
裏
書
き
が
な

く
、
絵
図
の
性
格
が
不
分
明
で
し
た
。
今
回
の
木
田
村

の
絵
図
発
見
に
よ

り
、
そ
れ
が
明
ら

か
と
な
っ
た
の
で

す
。
ま
た
今
年
度

の
調
査
で
、
華
蔵

寺
に
も
同
じ
も
の

が
保
管
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
分
か
っ

て
い
ま
す
。

近
世
部
会
調
査
員
　

荒あ
ら

木き

　
亮ふ

さ

子こ

鎧
よろい

池
がいけ

争
そう

論
ろん

裁
さい

許
きょ

絵
え

図
ず

（吉良町木田文書 82.7×117.5cm）（表面）

（裏面）



　
西
尾
市
は
現
在
、
「
自
然
と
文

化
と
人
々
が
と
け
あ
い
心
豊
か
に

暮
ら
せ
る
ま
ち
　
西
尾
」
を
将
来

の
都
市
像
と
し
て
掲
げ
、
活
力
と

や
す
ら
ぎ
の
あ
る
町
づ
く
り
を
進

め
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

そ
の
基
礎
と
な
る
郷
土
の
歴
史
や

文
化
を
学
び
、
ふ
る
さ
と
に
対
す

る
愛
情
を
育
ん
で
い
く
こ
と
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

　
前
回
の
『
西
尾
市
史
』
編
さ
ん

事
業
が
終
了
し
て
か
ら
、
約
三
十

年
が
経
過
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、

多
く
の
新
た
な
歴
史
資
料
の
発
見

が
あ
り
、
各
分
野
の
研
究
の
進
展

に
よ
っ
て
新
し
い
知
見
が
蓄
積
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

二
十
三
年
度
に
は
、
旧
一
色
町
・

吉
良
町
・
幡
豆
町
と
合
併
し
、
新

西
尾
市
が
誕
生
し
ま
し
た
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
培
わ
れ
た
伝
統
や
文
化
、
海
・

山
・
川
に
恵
ま
れ
た
豊
か
な
自

然
、
肥
沃
な
平
野
を
生
か
し
た
産

業
や
観
光
な
ど
、
さ
ら
に
魅
力
あ

る
町
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
新
し

い
西
尾
の
全
体
像
を
、
歴
史
資
料

か
ら
も
う
一
度
分
析
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て

ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
背
景
の
も
と
に
、
『
新
編
西

尾
市
史
』
の
編
さ
ん
事
業
を
開
始

い
た
し
ま
し
た
。

　
現
在
の
計
画
で
は
、
今
後
、
平

成
四
十
年
度
ま
で
の
十
五
年
間

に
、
本
編
五
巻
、
資
料
編
七
巻
、

別
巻
四
巻
の
計
十
六
巻
を
刊
行
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め

に
、
各
分
野
の
優
秀
な
専
門
委
員

に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
機
に
、
こ
れ

ま
で
埋
も
れ
て
き
た
資
料
や
文
化

財
に
つ
い
て
も
調
査
や
収
集
を
進

め
、
未
来
へ
と
伝
え
て
ゆ
く
努
力

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

ご
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　
市
民
に
愛
さ
れ
、
活
用
さ
れ

る
、
充
実
し
た
『
新
編
西
尾
市

史
』
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
皆

さ
ま
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

『
新
編
西
尾
市
史
』
の

編
さ
ん
事
業
に
む
け
て

西
尾
市
史
編
さ
ん
委
員
長

西
尾
市
長

榊さ
か
き

原ば
ら

　
康や

す

正ま
さ

新
編
西
尾
市
史

編
さ
ん
計
画
の
概
要

❶
基
本
方
針

⑴
学
問
的
水
準
の
反
映

近
年
の
学
問
的
水
準
が
反
映
さ
れ

る
よ
う
、
学
界
の
研
究
成
果
を
広
く

取
り
入
れ
る
。

⑵
広
汎
な
資
料
調
査
　
　

市
民
の
理
解
と
協
力
の
も
と
に
、

市
内
外
に
わ
た
っ
て
広
範
囲
な
歴
史

資
料
調
査
を
行
う
。
ま
た
、
旧
幡
豆

郡
３
町
の
埋
蔵
文
化
財
分
布
調
査
、

社
寺
の
美
術
工
芸
品
・
建
築
の
調
査

を
行
う
。

⑶
資
料
編
の
充
実

時
代
の
変
遷
や
歴
史
的
評
価
の
変

化
に
左
右
さ
れ
な
い
「
資
料
編
」
に

重
点
を
置
く
。
先
の
『
西
尾
市
史
』

で
未
掲
載
で
あ
っ
た
資
料
、
新
し
く

収
集
し
た
資
料
を
で
き
る
か
ぎ
り
掲

載
す
る
。

⑷
平
易
な
表
現

市
民
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
、
で

き
る
だ
け
平
易
な
文
章
で
記
述
し
、

斬
新
な
レ
イ
ア
ウ
ト
で
写
真
や
図
表

な
ど
を
多
く
用
い
る
。

⑸
資
料
の
電
子
化

収
集
し
た
資
料
は
、
情
報
を
デ
ジ

タ
ル
化
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築

す
る
。

⑹
収
集
資
料
の
整
理
・
保
存
・
活
用

収
集
し
た
資
料
は
、
将
来
の
市
民
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新
た
に
『
新
編
西
尾
市
史
』
を

編
さ
ん
・
刊
行
す
る
計
画
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
四
旧
市
町
が

合
併
し
て
新
市
域
が
成
立
し
た
機

会
に
、
改
め
て
新
し
い
市
域
を

基
礎
と
し
た
市
史
の
編
さ
ん
を
目

指
す
も
の
で
す
。
編
さ
ん
計
画
で

は
、
広
く
市
民
に
親
し
ま
れ
る
こ

と
、
ま
た
情
報
を
広
く
収
集
し
て

公
開
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
ま

す
。

　｢

市
史
」
は
市
域
を
単
位
と
し

た
地
域
史
と
も
い
え
ま
す
。
一
般

に
地
域
と
い
え
ば
、
そ
の
広
が
り

は
大
小
い
ろ
い
ろ
で
す
が
、
い
ず

れ
も
現
在
の
市
民
が
生
活
を
営
む

場
で
す
。
住
民
は
も
ち
ろ
ん
何
等

か
の
目
的
で
や
っ
て
く
る
人
々
を

含
め
、
そ
こ
で
様
々
な
活
動
を
す

る
人
々
の
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

地
域
の
実
情
や
由
来
を
知
る
こ
と

は
、
自
ら
の
歴
史
を
確
認
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
分
自
身
を

知
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
例
え

ば
地
域
の
地
形
条
件
や
環
境
変
化

を
知
る
こ
と
は
、
防
災
を
含
め
た

日
常
の
行
政
や
日
常
生
活
に
直
接

か
か
わ
り
ま
す
。
多
く
の
場
合
、

地
域
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域

へ
の
愛
着
も
生
ま
れ
ま
す
。
新
し

い
市
域
を
知
る
こ
と
は
市
民
に

と
っ
て
と
り
わ
け
意
義
の
大
き
い

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
地
域
が
、
日
本
の
歴
史
や
日
本

全
体
の
中
で
、
立
地
条
件
か
ら
見

て
、
ま
た
文
化
的
、
経
済
的
に
ど

の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の

か
、
と
い
う
の
は
自
ら
を
知
る
た

め
に
も
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
る

で
し
ょ
う
。
地
域
史
を
編
む
意
義

は
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
事
柄
に
地

域
の
目
で
迫
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
地
域
の
目
と
は
、
地
元
に
残

る
生
活
・
活
動
の
歴
史
に
視
点
を

据
え
る
こ
と
で
す
し
、
そ
れ
を
語

る
地
元
の
資
料
を
重
視
す
る
こ
と

で
す
。

　
地
域
史
の
史
料
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
例
え
ば
、
目
に
見
え
る
形
で

残
る
古
墳
は
も
と
よ
り
、
地
下
に

発
見
さ
れ
た
考
古
遺
跡
、
遺
物

は
、
具
体
的
な
遺
構
や
実
物
を

通
し
て
過
去
の
様
々
な
事
実
の
断

片
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
と
は
い

え
、
文
字
で
記
さ
れ
た
歴
史
資
料

が
地
域
史
を
編
む
う
え
で
も
基
本

的
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
資
料

に
は
そ
の
地
域
以
外
の
と
こ
ろ
で

伝
え
ら
れ
て
来
た
も
の
や
、
さ
ら

に
は
編
纂
さ
れ
た
文
献
も
あ
り
ま

す
が
、
地
域
の
目
に
と
っ
て
何
よ

り
重
要
な
の
は
、
そ
の
地
域
に
伝

わ
っ
た
史
料
で
す
。
古
く
か
ら
の

『
新
編
西
尾
市
史
』
の

編
さ
ん
開
始
に
つ
い
て

西
尾
市
史
　
編
集
委
員
長

古
代
・
中
世
部
会
　
編
集
委
員

金き
ん

田だ

　
章あ

き

裕ひ
ろ

利
用
に
供
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、

整
理
、
保
存
を
進
め
る
。

❷
編
さ
ん
刊
行
計
画

⑴
名
称

　

『
新
編
西
尾
市
史
』
と
す
る
。

⑵
事
業
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
四
十
年
度

ま
で
の
十
六
年
間
を
予
定
す
る
。

⑶
市
史
の
編
成

　
　

本
編
五
巻
、
資
料
編
七
巻
、
別
巻

四
巻
の
計
十
六
巻
と
す
る
。

❸
編
さ
ん
体
制

⑴
西
尾
市
史
編
さ
ん
委
員
会

市
史
編
さ
ん
に
関
す
る
企
画
及

び
市
史
の
編
集
援
助
及
び
出
版
に

関
す
る
事
項
を
審
議
し
、
決
定
す

る
。
市
長
を
委
員
長
と
し
、
十
五

名
以
内
の
委
員
か
ら
な
る
。

⑵
編
集
委
員
会

執
筆
及
び
編
集
な
ど
、
編
さ
ん
の

専
門
的
事
項
を
審
議
し
、
決
定
す
る
。

委
員
会
の
構
成
は
、
考
古
、
古
代
・
中

世
、
近
世
、
近
・
現
代
、
自
然
、
美
術

工
芸
・
建
造
物
、
民
俗
、
学
芸
・
文
化

の
各
部
会
長
か
ら
な
る
。

⑶
部
会編

さ
ん
の
専
門
的
事
項
を
時
代
ま

た
は
分
野
別
に
、
調
査
、
研
究
、
執

筆
な
ど
を
行
う
。
部
会
の
構
成
は
、

編
集
委
員(

部
会
長
）
、
執
筆
員
、

調
査
員
か
ら
な
る
。
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部　会 編集委員（部会長） 所　属

考古部会 加藤　安信 大同大学大同高等学校校長

古代・中世部会
金田　章裕
田島　　公
山田　邦明

京都大学名誉教授
東京大学史料編纂所教授
愛知大学教授

近世部会 池内　　敏
神谷　　智

名古屋大学教授
愛知大学教授

近・現代部会 岡田　洋司
宇佐見正史

元富山国際大学教授
岐阜経済大学教授

自然部会 増田　元保 碧南海浜水族館館長

美術工芸・ 建造物部会 神谷　　浩 名古屋市博物館副館長

民俗部会 野本　欽也 岡崎むかし館主任専門員

学芸・文化部会 塩村　　耕 名古屋大学教授

■部会および編集委員 （敬称略）
刊行年度 本　編 資料編 別　巻

30 考古編

31 古代・中世編

32 近世編 1（領主）

33 原始・古代・中世編 近世編 2（農村 1）

34 近世編 1（領主） 美術工芸・建造物編

35 近世編 3（農村 2） 自然編

36 近世編 2（農村） 近代編 1

37 民俗編

38 近代編 1 近代 2・現代編

39 近代 2・現代編

40 年表・索引

■年次刊行計画

な
る
資
料
の
収
集
に
は
、
執
筆
を

担
当
す
る
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、

編
さ
ん
業
務
に
か
か
わ
る
市
の
職

員
の
努
力
が
必
要
で
す
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

地
元
の
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
が

な
け
れ
ば
十
分
な
収
集
は
困
難
で

す
。
改
め
て
、
市
民
各
位
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
『新
編
西
尾
市
史
』
は
、
本
編

五
巻
、
資
料
編
七
巻
、
別
巻
四
巻

か
ら
な
る
予
定
で
す
。
こ
れ
か
ら

の
地
元
資
料
の
収
集
や
そ
れ
に
基

づ
く
執
筆
に
よ
っ
て
変
更
は
あ
り

え
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
地

域
史
の
視
点
に
立
ち
な
が
ら
、
近

年
の
学
問
水
準
に
拠
っ
て
、
平
易

な
記
述
と
し
て
、
市
民
に
親
し
ま

れ
る
刊
行
物
と
し
た
い
と
お
も
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
長
い
編
さ
ん
過
程

へ
の
、
市
民
、
市
当
局
双
方
の
深

い
ご
理
解
と
、
ご
協
力
を
か
さ
ね

て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

か
と
い
っ
た
状
況
を
知
る
こ
と
の

で
き
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

　
古
地
図
の
一
種
で
あ
る
地
籍
図

は
、
明
治
の
初
め
か
ら
中
ご
ろ
に

一
定
の
基
準
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

作
ら
れ
た
時
点
で
の
、
土
地
区

画
、
地
目
（
土
地
利
用
）
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
小
字
地

名
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
字

地
名
は
そ
の
土
地
の
様
々
な
由
来

を
反
映
す
る
貴
重
な
土
地
の
記
録

で
す
。

　
地
元
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の

の
中
に
は
、
時
に
文
字
で
表
現
さ

れ
た
こ
と
が
ら
以
上
に
雄
弁
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。
口
頭
で
伝
え
ら

れ
て
き
た
様
々
な
伝
承
や
行
事
、

習
慣
な
ど
で
す
。
か
つ
て
使
用
さ

れ
た
り
、
作
ら
れ
た
り
し
て
き
た

道
具
類
な
ど
も
そ
う
で
す
。
こ
れ

ら
の
多
様
な
事
柄
を
、
民
俗
あ
る

い
は
民
具
と
称
し
て
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
も
地
域
史
を
編
む
た
め
に

は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
で

す
。

　
こ
う
い
っ
た
様
々
な
特
性
か
ら

寺
院
や
神
社
、
あ
る
い
は
町
・
区

な
ど
の
地
域
の
組
織
は
も
ち
ろ

ん
、
多
く
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
日

記
や
メ
モ
の
よ
う
な
記
録
に
も
、

し
ば
し
ば
貴
重
な
も
の
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

　
文
字
に
書
か
れ
た
資
料
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
社
や
寺
院
の

建
築
物
は
、
文
化
や
技
術
の
担
い

手
や
交
流
を
も
の
が
た
り
、
例
え

ば
襖
に
描
か
れ
た
絵
画
や
、
神
社

に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
で
あ
っ
て
も

し
ば
し
ば
貴
重
な
資
料
と
な
り
ま

す
。
カ
メ
ラ
技
術
が
入
っ
た
明
治

後
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
古
い

写
真
が
見
つ
か
れ
ば
、
こ
れ
も
ま

た
貴
重
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
地
域
に
伝
わ
る
資
料

に
は
古
地
図
も
含
ま
れ
ま
す
。
こ

こ
で
古
地
図
と
称
し
て
い
る
の

は
、
し
ば
し
ば
絵
図
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
、
明
治
以
前
の
地
図
類
で

す
。
身
近
な
町
や
村
を
描
い
た
も

の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
の
実
状

あ
る
い
は
そ
の
時
期
の
人
々
が
描

か
れ
た
対
象
を
ど
う
見
て
い
た
の
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考
古
部
会
は
、
『
新
修
西
尾
市
史
資

料
編
』
に
お
い
て
は
旧
石
器
時
代
か
ら

江
戸
時
代
ま
で
の
遺
跡
や
発
掘
調
査
で

発
見
さ
れ
た
遺
構
・
遺
物
な
ど
の
考
古

資
料
を
扱
い
、
本
編
で
は
お
そ
ら
く
古

墳
時
代
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
原
始
」
時

代
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
部
会
で

す
。
資
料
編
に
は
部
会
が
あ
る
の
に
本

編
に
は
部
会
が
な
い
、
こ
の
捻ね

じ
れ
の

よ
う
な
齟そ

齬ご

は
、
歴
史
資
料
の
解
析
方

法
の
違
い
と
世
界
史
的
な
時
代
区
分
か

ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
考
古
部
会
が
対
象
と
す
る
資
料
の
多

く
は
、
発
掘
調
査
と
い
う
考
古
学
の
手

法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た

め
、
八
ツ
面
山
北
部
山
麓
に
あ
る
奈

良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
や
西
尾
小
学
校

周
辺
で
発
見
さ
れ
た
中
世
の
西
条
城
の

堀
跡
、
江
戸
初
期
の
幡
豆
の
矢や

穴あ
な

石
、

西
尾
城
跡
出
土
の
近
世
の
遺
構
や
陶
磁

器
類
な
ど
に
つ
い
て
も
、
市
史
資
料
と

こ
ち
ら

考
古
部
会
で
す
。

長圓寺発掘現場での調査のようす

し
て
考
古
部
会
が
ま
と
め
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
考
古
資
料
が

明
ら
か
に
す
る
昔
の
人
た
ち
の
生
活
の

様
子
は
、
文
献
史
資
料
を
中
心
に
綴
ら

れ
て
い
く
古
代
以
降
の
西
尾
の
歴
史
に

深
み
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま

す
。
『
新
修
西
尾
市
史
　
資
料
編
　
考

古
』
は
、
次
の
よ
う
な
観
点
で
編
集
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
第
一
は
、
杉
浦
敦
太
郎
先
生
が
中
心

と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
昭
和
四
十
八
年

刊
行
の
『
西
尾
市
史
一
　
自
然
環
境
・

原
始
古
代
』
の
視
点
を
大
切
に
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
当
時
は
地
方
自
治
体

史
を
編
さ
ん
す
る
場
合
に
、
本
文
編
と

資
料
編
と
を
分
け
て
作
成
す
る
と
い
う

考
え
方
が
全
国
的
に
希
薄
で
し
た
か

ら
、
こ
の
本
に
は
土
器
の
拓
本
な
ど
の

た
く
さ
ん
の
資
料
が
本
文
と
一
緒
に
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
逆
に
そ

の
こ
と
に
よ
り
、
大
昔
の
人
た
ち
の
息

遣
い
や
遺
跡
の
調
査
・
資
料
の
発
見
に

携
わ
っ
た
人
た
ち
の
思
い
が
伝
わ
っ
て

く
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

　
第
二
は
、
平
成
二
十
三
年
の
市
町
村

合
併
で
市
域
が
広
く
な
り
、
平
野
と
丘

陵
、
矢
作
川
と
三
河
湾
、
そ
し
て
島
が

あ
る
自
然
豊
か
な
市
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
多
様
性
あ
る
風
土
に
生
き
た
大
昔

の
人
た
ち
の
暮
ら
し
と
文
化
の
流
れ
が

想
像
で
き
る
よ
う
な
記
述
に
心
が
け
た

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
伊
勢
の
海
か
ら

三
河
湾
、
そ
し
て
矢
作
川
が
情
報
伝
達

の
大
き
な
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
遺
跡
や
考
古
資
料
か
ら

紡
ぎ
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
第
三
は
、
全
編
カ
ラ
ー
印
刷
の
効
果

を
最
大
限
に
発
揮
し
た
市
史
を
作
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
特
に
考
古
資
料
の
場

合
、
モ
ノ
ク
ロ
と
カ
ラ
ー
と
で
は
伝
え

る
こ
と
の
で
き
る
情
報
の
深
さ
が
違
い

ま
す
。
す
で
に
旧
幡
豆
町
は
苦
し
い

財
政
状
況
の
中
で
『
幡
豆
町
史 

本
文

編
』
を
カ
ラ
ー
印
刷
に
さ
れ
ま
し
た

し
、
『
安
城
市
史
』
『
新
修
豊
田
市

史
』
も
全
編
カ
ラ
ー
印
刷
で
刊
行
さ
れ

て
い
ま
す
。
親
し
み
が
湧
き
、
見
て
も

楽
し
い
市
史
に
し
て
い
く
こ
と
が
課
題

と
な
る
で
し
ょ
う
。

　
日
本
で
は
昭
和
四
十
年
代
後
半
以

降
、
土
地
開
発
に
伴
う
遺
跡
調
査
が
急

増
し
た
た
め
、
全
国
の
地
方
自
治
体
は

考
古
学
を
学
ん
だ
人
た
ち
を
教
育
委
員

会
や
博
物
館
な
ど
の
職
員
と
し
て
採
用

し
て
き
ま
し
た
。
県
や
市
町
村
の
文
化

財
保
護
体
制
の
自
立
を
図
る
べ
く
こ
の

よ
う
な
動
向
を
応
援
し
て
き
た
立
場
か

ら
し
て
、
地
方
自
治
体
史
の
特
に
資
料

編
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た

専
門
的
知
識
と
技
術
を
持
つ
職
員
に
、

自
ら
が
調
査
し
た
遺
跡
の
記
述
を
少
し

で
も
担
当
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切

で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
考

古
部
会
に
は
何
人
か
の
市
職
員
の
方
が

執
筆
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま

す
。
地
域
史
を
ま
と
め
て
い
く
た
め
に

は
、
何
よ
り
も
現
場
主
義
の
考
え
方
が

重
要
で
す
か
ら
、
心
強
い
限
り
で
す
。

｢

資
料
編
　
考
古
」
が
市
民
の
方
々
の

史
跡
や
遺
跡
に
対
す
る
一
層
の
理
解
に
繋

が
れ
ば
、
大
変
に
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

考
古
部
会
　
編
集
委
員加か

藤と
う

　
安や

す

信の
ぶ
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一
、
宿
は
平
坂
村
の
古
居
八
次
郎
方
へ
申

し
付
け
る
。
役
人
は
総
勢
十
二
、
三

人
で
あ
る
が
、
同
家
は
大
き
な
屋
敷

で
あ
り
、
何
の
差
し
支
え
も
な
い
と

思
わ
れ
る
。

一
、
食
事
は
、
上
の
者
が
一
汁
三
菜
、
下

の
者
が
一
汁
二
菜
に
申
し
付
け
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
上
分
の
者
に
は
菓
子
を
差
し
出
す
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
旅
宿
の
門
前
へ
盛
砂
・
飾
手
桶
を
差
し

出
す
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
夜
分
の
火
之
元
見
廻
り
を
油
断
の
な

い
よ
う
に
申
し
付
け
る
べ
き
こ
と
。

一
、
諸
用
の
た
め
、
西
尾
藩
正
権
少
属
の

内
一
人
が
罷
り
出
て
、
旅
宿
へ
控
え

て
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
史

生
出
仕
の
内
一
人
、
使
部
二
人
を
罷

り
出
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
。

一
、
御
支
配
地
通
行
の
節
、
箒
持
ち
が
一

人
先
に
立
つ
。
村
役
人
が
案
内
し
、

捕
亡
一
人
が
先
払
い
し
て
往
来
の
者

を
控
え
さ
せ
る
よ
う
に
申
し
付
け
る

べ
き
こ
と
。

一
、
用
物
な
ど
の
継
ぎ
立
て
を
差
し
支
え

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
村
方
へ
申
し

付
け
、
人
足
共
の
不
作
法
も
な
い
よ

う
に
申
し
付
け
る
べ
き
こ
と
。

一
、
菊
間
出
張
所
大
浜
村
へ
越
さ
れ
る
な

ら
ば
、
河
原
洲
鼻
（
中
畑
村
烏
ヶ

鼻
）
通
り
が
順
路
で
あ
る
の
で
、
右

へ
案
内
さ
せ
る
。
且
つ
右
渡
船
場
へ

出
仕
の
内
一
人
を
出
さ
れ
、
渡
船
が

差
し
支
え
な
い
よ
う
に
致
す
こ
と
。

尤
も
通
行
の
道
筋
を
掃
除
致
さ
せ
る

よ
う
申
し
付
け
る
べ
き
こ
と
。

近
世
部
会
執
筆
員
　
松
井
　
直
樹

新
編
西
尾
市
史
の
編
さ
ん
に
あ

た
っ
て
、
歴
史
資
料
の
見
直
し
や
収

集
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、

熊
味
町
の
個
人
宅
か
ら
、
古
い
ふ
す

ま
の
下
張
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　

下
張
り
の
文
書
は
断
片
的
で
あ
る

た
め
、
史
料
の
内
容
が
と
ら
え
に
く

い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
一
枚
ず

つ
剥
が
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
く

と
、
西
尾
藩
に
関
わ
る
新
し
い
史
料

が
発
見
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
一
点
を
紹
介
し
ま
す
。

文
書
は
二
枚
か
ら
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
内
容
を
読
み
解
く
な
か
で
繋

が
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の

内
容
は
、
民
部
省
の
役
人
が
地
方
視

察
の
た
め
に
蒸
気
船
で
平
坂
湊
に
着

き
、
平
坂
村
で
一
泊
す
る
際
の
取
扱

い
を
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
へ
の
対
応
を

書
き
上
げ
た
も
の
で
す
。
西
尾
藩
の

回
答
は
次
の
よ
う
で
す
。

断片的な文書が貼り合わされたふすまの下張り

一枚ずつ剥がして整理します

明
治
政
府
の
西
尾
領
内
巡
見

資
料
紹
介

　
年
月
日
は
不
明
で
す
が
、
西
尾
藩

の
官
職
名
や
民
部
省
の
名
称
な
ど
か

ら
明
治
三
年
九
月
～
四
年
七
月
頃
と

思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
当
時
、
明
治
政

府
に
よ
っ
て
藩
制
の
改
革
が
要
請
さ

れ
、
西
尾
藩
で
は
陸
海
軍
資
の
増
額

と
藩
債
の
支
償
を
目
途
と
し
、
諸
費

節
減
を
計
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料

に
よ
っ
て
、
政
府
民
部
省
の
役
人

十
二
、
三
人
の
一
行
が
西
尾
藩
領
内

を
視
察
に
訪
れ
、
巡
見
し
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

市
史
編
さ
ん
事
業
の
重
要
な
活
動

の
一
つ
に
新
史
料
の
発
掘
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
も
し
皆
様
の
と
こ

ろ
に
眠
っ
て
い
る
史
料
が
あ
れ
ば
、

ご
連
絡
下
さ
い
。
一
枚
の
史
料
に

よ
っ
て
新
た
な
歴
史
を
付
け
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

所
蔵
者
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
地

域
の
歴
史
を
解
明
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
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満国寺での調査の様子

編
さ
ん
委
員
会
　
26
年
4
月
25
日

編
集
委
員
会
　
　
26
年
6
月
25
日

考
古
部
会
　

●
部
会

26
年
4
月
27
日
・
5
月
13
日
・
7
月
19
日
・
11
月
2
日

●
調
査

26
年
6
月
6
日
　
鳥
羽
神
宮
寺
採
集
瓦

　
　

6
月
15
日
　
八
王
子
貝
塚
出
土
石
器

　
　

8
月
24
日
　
　
〃

　
　

9
月
13
日
　
　
〃

　
　
10
月
11
日
　
　
〃

　
　
11
月
3
日
　
　
〃

　
　
　
12
月
3
日
　
長
根
古
墳
・
宮
前
古
墳
・
和
尚
塚
古

墳
・
蕨
迫
古
墳
・
西
風
入
古
墳

　
　
　
12
月
27
日
　
長
圓
寺
（
貝
吹
町
）
発
掘
現
場

　
27
年
1
月
10
日
　
大
名
旗
本
墓
地
予
備
調
査

●
打
ち
合
わ
せ
等

　
26
年
10
月
9
日
　
南
山
大
学
　

　
27
年
1
月
7
日
　
京
都
府
立
大
学
　

古
代
・
中
世
部
会

●
部
会
　

26
年
8
月
2
日
（
中
世
）
・
11
月
7
日
（
古
代
・
中

世
）
・
12
月
6
日
（
中
世
）

●
調
査

　
26
年
8
月
2
日
　
吉
良
氏
関
係
（
平
姓
吉
良
氏
）
文
書

　
　
　
12
月
6
日
　
吉
良
氏
関
係
（
鎌
倉
期
）
文
書

	

小
笠
原
氏
文
書

近
世
部
会

●
部
会

26
年
5
月
11
日
・
7
月
5
日
・
12
月
13
日

●
調
査

26
年
8
月
29
日
　
華
蔵
寺
（
吉
良
町
）
文
書

	

(愛
知
県
史
と
合
同
）

　
　

9
月
6
日
　
花
岳
寺
（
吉
良
町
）
文
書

	

(愛
知
県
史
と
合
同
）

　
　
10
月
5
日
　
　
〃

　
　
11
月
7
日
　
愛
知
県
史
編
さ
ん
室
所
蔵
デ
ー
タ

近
代
・
現
代
部
会

●
部
会
　
26
年
9
月
7
日

●
調
査
　
27
年
1
～
3
月
　
「
新
愛
知
」
新
聞

自
然
部
会

●
部
会
　
26
年
7
月
16
日
・
1
月
14
日

美
術
工
芸
・
建
造
物
部
会

●
部
会

　
26
年
5
月
25
日
・
1
月
24
日

●
調
査
　

26
年
7
月
27
日
　
西
福
寺
（
吉
良
町
）
ほ
か
建
造
物

9
月
5
日
　
観
音
寺
（
一
色
町
）
・
満
国
寺

（
同
）
絵
画

9
月
6
日
　
花
岳
寺
（
吉
良
町
）
建
造
物

民
俗
部
会

●
部
会
　

26
年
9
月
15
日
・
12
月
6
日

●
調
査

26
年
7
月
18
日
　
西
尾
祇
園
祭
町
ぞ
ろ
い

8
月
3
日
　
鍵
万
燈

9
月
21
日
　
鳥
羽
・
八
幡
・
小
野
ヶ
谷
現
地
踏
査

9
月
28
日
　
西
幡
豆
・
寺
部
現
地
踏
査

12
月
6
日
　
市
保
管
民
具

12
月
7
日
　
鳥
羽
の
火
祭
り

寺
院
予
備
調
査

26
年
6
月
19
日
　
満
国
寺
（
一
色
町
）
・
光
粒
寺

(同
）
・
普
門
寺
（
同
）

6
月
26
日
　
宝
珠
院
（
吉
良
町
）
・
観
音
寺
　

(同
）
・
大
島
教
会
（
同
）
ほ
か

9
月
18
日
　
崇
用
寺
（
一
色
町
）
・
源
北
寺
(同
）

ほ
か

11
月
26
日
　
長
久
院
（
一
色
町
）

主
な
活
動
記
録

（
平
成
26
年
4
月
〜
27
年
1
月
現
在
）

調査にご協力をいただいた皆さま、
情報をお寄せいただいた方々へ 
心より感謝を申し上げます。
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新
編

第1号 2015.2.1

『
吉
良
家
日
記
』

Ｂ
５
判　

箱
入
上
製
本　

本
文
八
八
○
頁　

口
絵
二
頁　

五
○
○
○
円

　

幕
府
の
儀
式
典
礼
を
掌
り
、
朝
廷
・
寺
社
等
で
の
公
式
行
事
に
お
い

て
将
軍
の
名
代
を
務
め
た
高
家
職
の
任
に
あ
っ
た
吉
良
家
の
当
主
（
義

弥
・
義
冬
・
義
央
）
が
、
職
務
遂
行
の
た
め
の
覚
と
し
て
書
き
残
し
た

記
録
で
す
。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
『
吉
良
家
日
記
』
全
二
七
冊
を
翻
刻

し
、
解
題
及
び
特
論
二
編
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
翻
刻
本
文
は
全
頁
に

脚
注
を
付
し
、
巻
末
に
は
年
月
日
と
索
引
を
付
載
し
ま
し
た
。

販
売
所　

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
（
亀
沢
町
）
・
尾
﨑
士
郎
記
念
館
（
吉
良

町
荻
原
）

＊
郵
送
で
も
販
売
し
て
い
ま
す
。
下
記
担
当
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第
一
号

Ａ
４
判　

平
成
二
十
七
年
春
刊
行
予
定　

た
だ
い
ま
編
集
中
！

　

市
史
編
さ
ん
事
業
の
過
程
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
い
ち
早
く
ご
紹

介
し
ま
す
。

（
内
容
）
「
延
暦
十
八
年
の
崑
崙
人
（
天
竺
人
）
の
参
河
国
漂
着
と
綿

種
の
伝
来
」
「
永
禄
年
間
の
三
河
国
争
乱
と
幡
豆
小
笠
原
氏
」
「
京
都

所
司
代
板
倉
勝
重
の
出
自
と
登
用
」
「
板
倉
重
矩
編
『
自
心
受
用
集
』

の
翻
刻
と
解
題
」
「
西
尾
城
に
関
す
る
絵
図
資
料
に
つ
い
て
」
「
小
島

城
に
つ
い
て
」
ほ
か
（
予
定
）

好評
販売中

刊行
予定

刊
行
物
の
ご
案
内

・
古
文
書
や
古
い
日
記
、
手
紙
な
ど

・
神
社
、
寺
院
、
町
内
会
、
団
体
な

ど
で
引
き
継
い
で
い
る
書
類

・
戦
前
の
市
内
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌

や
広
告
、
ポ
ス
タ
ー

・
昔
の
暮
ら
し
や
年
中
行
事
に
関
す

る
も
の

・
昭
和
四
十
年
代
以
前
の
西
尾
の
風

景
や
行
事
を
写
し
た
写
真
、
絵
は

が
き

・
古
い
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品

・
地
震
や
高
潮
な
ど
、
災
害
に
関
す

る
資
料
や
写
真

・
そ
の
ほ
か
、
西
尾
に
ゆ
か
り
の
深

い
資
料

資
料
や
情
報
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

三河地震　西尾町丁田の被害（萩原律氏撮影）

担
当
・
お
問
い
合
わ
せ

西
尾
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
課 

市
史
編
さ
ん
担
当

〒
四
四
五
─

〇
八
四
七
　
西
尾
市
亀
沢
町
四
八
〇
　

　
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
内

　
T
E
L
　
〇
五
六
三
─

五
六
─

二
四
五
九

　
F
A
X
　
〇
五
六
三
─

五
六
─

二
七
八
七

　E
-m

ail
　iw

asebunko
@

city.nishio.lg.jp

　
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
調
査
を
行

い
、
今
後
の
市
史
編
さ
ん
活
動
に
役

立
て
ま
す
。

新
編
西
尾
市
史
第
一
号
　
平
成
27
年
2
月
1
日
発
行

第1号（8）新編 西尾市史だより




