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判
明
！
佐
久
島
の
地
層
の
堆
積
年
代

佐
久
島
は
、
貝
や
ウ
ニ
な
ど
の
化
石
を

含
む
堆
積
岩
で
で
き
て
い
ま
す
。
佐
久
島

と
同
じ
時
代
の
同
じ
海
に
堆
積
し
た
地

層
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
知
多
半
島

南
部
と
日
間
賀
島
に
分
布
す
る
師
崎
層

群
で
す
。

知
多
半
島
南
部
や
日
間
賀
島
の
地
層

と
佐
久
島
の
地
層
は
、
い
ず
れ
も
砂
岩
・

泥
岩
・
凝
灰
岩
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い

て
、
見
た
目
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
知
多

半
島
南
部
や
日
間
賀
島
、
佐
久
島
の
地
層

が
ひ
と
つ
づ
き
の
海
に
堆
積
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
根
拠
の
一
つ
で
す
。
岩
相
の
特

徴
か
ら
四
つ
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
下
位

の
地
層
ほ
ど
火
山
灰
の
混
じ
っ
た
堆
積
岩

が
多
く
な
り
ま
す
。

師
崎
層
群
の
地
質
年
代
は
、
浮
遊
性
有

孔
虫
・
放
散
虫
・
珪
藻
な
ど
の
微
生
物
の

化
石
や
貝
類
の
化
石
を
も
と
に
推
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
生
代
新

第
三
紀
中
新
世
の
地
層
で
、一
八
〇
〇
万

年
前
～
一
五
〇
〇
万
年
前
の
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
決
め

た
地
層
の
年
代
は
、
基
準
と
な
る
化
石
を

含
む
地
層
よ
り
も
下
に
あ
る
か
（
古
い
地

層
）
、
上
に
あ
る
か
（
新
し
い
地
層
）
と
い

う
相
対
的
な
決
め
方
で
あ
る
こ
と
や
、
確

実
に
地
層
の
連
続
を
確
か
め
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
相
対
年
代
と
い
い
ま
す
。

地
層
や
岩
石
の
年
代
の
示
し
方
に
は
、
こ

の
ほ
か
に
、
鉱
物
や
天
然
の
ガ
ラ
ス
に
含

ま
れ
る
放
射
性
物
質
か
ら
測
定
す
る
放

射
年
代
が
あ
り
ま
す
。

放
射
年
代
測
定
で
は
、
具
体
的
な
数

値
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
師
崎
層
群
で
は
、

小
野
浦
北
東
と
内
海
南
東
で
採
集
し
た

凝
灰
岩
中
の
ジ
ル
コ
ン
の
結
晶
を
用
い
て

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前

者
で1

6
.1

±1
.9

M
a

、
後
者
で1

5
.9

±

1
.4

M
a

（1
M

a
=

一
〇
〇
万
年
前
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。こ
の
値
は
、
化
石
か
ら
推
定
さ

れ
た
一
八
〇
〇
万
年
前
～
一
五
〇
〇
万

年
前
の
、
若
い
方
の
年
代
と
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
ま
す
。こ
の
凝
灰
岩
は
、
師
崎
層
群
の

や
や
上
部
に
あ
り
、
こ
の
年
代
値
は
、
師

崎
層
群
の
堆
積
期
間
の
後
半
を
示
し
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

図1 軽石を含む凝灰岩層の露頭

図2 軽石



一
方
で
、
師
崎
層
群
が
堆
積
を
始
め
た

こ
ろ
の
放
射
年
代
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
も
し
わ
か
れ
ば
、
化
石
か
ら
推
定
さ

れ
た
地
質
年
代
と
の
擦
り
合
わ
せ
が
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
が
平
成
28
年
12
月
に
実
施
し
た

佐
久
島
の
調
査
で
、
佐
久
島
漁
港
（
西
港
）

周
辺
（
図
３
）で
凝
灰
岩
層
を
見
つ
け
ま
し

た
。
軽
石
（
図
２
）
を
含
む
、
厚
さ
２
ｍ
ほ
ど

の
凝
灰
岩
層
で
（
図
１
）
、
ル
ー
ペ
で
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
凝
灰
岩
の
主
な
構
成
物
で

あ
る
火
山
ガ
ラ
ス
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
風
化
の
程
度
が
弱
い
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
火
山
か
ら
噴
出
後
、
あ
ま
り
流

水
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
領
家
変
成

岩
類
や
深
成
岩
類
が
風
化
し
て
で
き
た
砂

が
あ
ま
り
混
ざ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か

り
、
放
射
年
代
を
測
定
す
る
試
料
と
し
て

適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

師
崎
層
群
が
堆
積
を
は
じ
め
た
時
期
を

知
る
た
め
の
試
料
と
し
て
も
適
切
だ
と
判

断
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
す
。
師
崎
層
群
の
地
層
は
、

知
多
半
島
南
端
の
師
崎
付
近
に
露
出
す
る

も
の
が
い
ち
ば
ん
下
位
（
古
い
も
の
）
で
、

北
西
方
向
に
向
か
っ
て
新
し
い
地
層
が
重

な
っ
て
い
ま
す
。
師
崎
の
南
東
に
あ
る
日
間

賀
島
や
佐
久
島
に
分
布
す
る
師
崎
層
群
の

地
層
は
、
師
崎
付
近
の
地
層
よ
り
下
位
の

古
い
地
層
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。つ
ま
り
、
佐
久
島
の
地
層
は
、
師
崎
層

群
が
堆
積
を
始
め
た
こ
ろ
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
す
。

平
成
29
年
12
月
に
軽
石
凝
灰
岩
の
採

集
を
行
い
ま
し
た
。
採
集
試
料
は
（
株
）

京
都
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ッ
ク
に
送
り
、

放
射
年
代
測
定
試
料
と
し
て
の
適
性
を

調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ジ
ル
コ
ン
と
い

う
鉱
物
（
図
４
）
の
結
晶
が
大
量
に
含
ま

れ
て
い
て
、
状
態
も
適
正
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
同
社
に
年
代
測
定
を
依

頼
し
、
ジ
ル
コ
ン
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト
ラ
ッ

ク
法
（
ジ
ル
コ
ン
F
T
法
）
と
ウ
ラ
ン

-

鉛

法
（
U

-

Pb
法
）
の
二
つ
の
方
法
で
放
射
年

代
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
測
定
法
を
簡
単

に
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
す
。

ジ
ル
コ
ン
F
T
法

ジ
ル
コ
ン
中
に
含
ま
れ
る
ウ
ラ
ン
が
核

分
裂
を
起
こ
す
と
、
ジ
ル
コ
ン
の
結
晶
中

に
傷
あ
と
が
残
り
ま
す
。
古
い
ジ
ル
コ
ン

ほ
ど
核
分
裂
が
進
み
傷
あ
と
も
増
え
る

の
で
、
傷
あ
と
の
密
度
の
変
化
を
も
と
に
、

鉱
物
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
の
時
間
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し

て
得
ら
れ
た
年
代
値
を
フ
ィ
ッ
シ
ョ
ン
・
ト

ラ
ッ
ク
年
代
（
F
T
年
代
）
と
い
い
ま
す
。

ウ
ラ
ン-

鉛
法
（
U-

Pb

法
）

ウ
ラ
ン
は
放
射
線
を
出
し
な
が
ら
、一

定
の
時
間
経
過
で
、
鉛
な
ど
の
別
の
物
質

に
変
わ
り
ま
す
。
岩
石
に
含
ま
れ
る
ウ
ラ

ン
な
ど
の
放
射
性
物
質
と
そ
れ
が
変
化
し

て
で
き
る
別
の
物
質
の
比
率
を
調
べ
る
こ

と
に
よ
り
、
岩
石
が
で
き
た
年
代
を
も
と

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
を
ウ
ラ
ン-

鉛
法
と
い
い
ま
す
。
今
回
は
ジ
ル
コ
ン
に
含

ま
れ
る
ウ
ラ
ン
で
測
定
を
し
ま
し
た
。

測
定
結
果

F

T

法
に
よ
る
年
代
　  1

7
.8

±1
.3

M
a

U-

Pb

法
に
よ
る
年
代
　1

7
.9

±0
.1

M
a

二
つ
の
方
法
で
得
ら
れ
た
放
射
年
代

は
、
化
石
で
推
定
さ
れ
た
師
崎
層
群
の

堆
積
期
間
で
あ
る
一
八
〇
〇
万
年
前
～

一
五
〇
〇
万
年
前
と
い
う
値
と
整
合
性

が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
師
崎
層

群
下
部
の
地
層
の
値
と
し
て
も
合
致
す

る
も
の
で
す
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
師
崎
層
群

の
堆
積
開
始
時
期
が
判
明
し
た
と
い
え

る
か
ど
う
か
は
、
基
盤
岩
で
あ
る
領
家
変

成
岩
・
深
成
岩
類
と
の
不
整
合
面
を
見

出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
年
代
測
定
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、『
新
編
西
尾
市
史
研
究　

第
５
号
』で
も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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図3 凝灰岩採集地  

図4 測定に使用したジルコンの一つ
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近
・
現
代
部
会
　
編
集
委
員

宇う

さ

み

佐

見

　

正ま

さ

し史

こ

ち

ら

近

・

現

代

部

会

で

す

。

近
・
現
代
部
会
は
、
二
〇
二
三
年
度
に

資
料
編
、
二
〇
二
五
年
度
に
通
史
編
１
、

二
〇
二
七
年
度
に
通
史
編
２
を
刊
行
す

る
予
定
で
、
ま
ず
は
資
料
編
の
完
成
に
向

け
て
鋭
意
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
自
治
体
史
が
太
平

洋
戦
争
の
降
伏
受
諾
（
一
九
四
五
年
八

月
）
前
後
に
よ
っ
て
近
代
と
現
代
を
区
分

し
て
部
会
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代
編
と

現
代
編
を
刊
行
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

新
編
西
尾
市
史
で
は
、
近
・
現
代
部
会
が

明
治
時
代
の
初
め
か
ら
平
成
の
町
村
合

併
に
よ
る
新
西
尾
市
の
成
立
に
至
る
約

一
四
〇
年
間
を
一
貫
し
て
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
日
本
の
近
現
代
史
研
究
で
は
、

太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
を
区
切
り
に
截
然

と
時
代
を
区
分
す
る
の
で
は
な
く
、
戦

前
・
戦
時
・
戦
後
を
通
じ
た
歴
史
の
変
化

を
、
近
代
社
会
か
ら
現
代
社
会
へ
の
移
行

の
過
程
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
視

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
研
究
の
潮
流

か
ら
み
て
、
一
つ
の
部
会
が
西
尾
市
域
の

近
代
・
現
代
史
を
描
き
き
る
こ
と
は
誠
に

時
宜
を
得
た
も
の
と
言
え
ま
す
。
近
・
現

代
部
会
は
、
歴
史
研
究
の
最
新
成
果
を
踏

ま
え
て
、
約
一
四
〇
年
間
に
わ
た
る
西
尾

市
域
の
人
び
と
の
営
み
を
叙
述
す
る
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、一
色
町
・
幡
豆
町
・
吉
良
町

と
の
合
併
を
経
た
現
在
の
西
尾
市
域
は
、

ほ
ぼ
旧
幡
豆
郡
の
領
域
に
相
当
し
て
お

り
、
昭
和
・
平
成
の
町
村
合
併
を
経
て
、
旧

幡
豆
郡
か
ら
豊
坂
村
が
離
脱
し
（
額
田
郡

幸
田
町
へ
合
併
）
、
旧
碧
海
郡
明
治
村
大

字
米
津
・
南
中
根
が
加
わ
る
と
い
う
か
た

ち
で
現
市
域
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
新
編
西
尾
市
史

の
編
さ
ん
は
、
新
し
い
幡
豆
郡
史
を
つ
く

る
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
一
口
に
幡
豆
郡
と
言
っ
て
も
、

郡
内
の
町
村
は
多
様
性
に
富
ん
で
い
ま

す
。
面
積
な
ど
の
地
勢
や
自
然
条
件
は
も

と
よ
り
、
大
正
時
代
を
例
に
戸
数
・
人
口

を
み
る
と
、
図
の
よ
う
に
町
村
に
よ
っ
て

大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
戸
数
の
ほ
と

ん
ど
が
農
家
で
あ
る
福
地
村
・
三
和
村
・

室
場
組
合
村
（
室
場
村
・
花
明
村
・
家
武

村
・
平
原
村
の
連
合
）
、
対
照
的
に
商
工
業

戸
数
が
多
く
、
農
家
が
戸
数
の
四
～
五
割

程
度
で
し
か
な
い
西
尾
町
・
平
坂
町
と
い

う
よ
う
な
（
『
大
正
十
三
年
調　

愛
知
県

幡
豆
郡
勢
一
班
』
）
、
各
町
村
の
特
性
を
考

慮
し
な
が
ら
市
史
の
構
成
や
叙
述
方
法

を
工
夫
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
・
現
代
部
会
は
、
市
域
と
な
っ
て
い
る

旧
町
村
の
地
域
的
特
性
に
十
分
に
目
配

り
し
な
が
ら
編
さ
ん
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
自
治
体
史
の
編
さ
ん
に
は
、
す
で

に
収
集
さ
れ
た
資
料
の
整
理
・
活
用
だ
け

で
な
く
、
新
た
な
資
料
の
渉
猟
・
発
掘
・
整

理
・
活
用
が
不
可
欠
で
す
。
こ
の
た
め
近
・

現
代
部
会
は
、
行
政
文
書
を
は
じ
め
企

業
・
団
体
・
学
校
・
個
人
等
が
所
蔵
す
る
資

料
を
、
西
尾
市
内
は
も
と
よ
り
県
内
、
あ

る
い
は
全
国
的
に
可
能
な
限
り
調
査
・
収

集
す
る
こ
と
を
追
求
し
て
い
き
ま
す
。
そ

の
際
、
明
治
・
大
正
時
代
の
愛
知
県
庁
文

書
（
国
文
学
研
究
資
料
館
・
徳
川
林
政
史

研
究
所
所
蔵
）
や
、
市
域
を
経
由
し
た
西

尾
鉄
道
・
三
河
鉄
道
・
碧
海
電
気
鉄
道
と

い
っ
た
私
鉄
の
関
係
資
料
（
国
立
公
文
書

館
所
蔵
の
鉄
道
院
・
鉄
道
省
文
書
）
な
ど
、

東
京
に
所
在
の
資
料
の
調
査
・
収
集
も

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
地
域
の
歴
史
を
知
る
た
め
に
は
、

『
新
愛
知
』（
現
『
中
日
新
聞
』
）
な
ど
の

地
方
新
聞
の
市
域
に
関
連
す
る
記
事
も

重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の

収
集
は
す
で
に
調
査
員
に
よ
っ
て
相
当
な

作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
自
治
体
史
の
編
さ
ん
事
業

が
、
成
果
と
な
っ
た
刊
行
物
の
内
容
は
も

と
よ
り
、
収
集
し
た
資
料
の
保
存
・
公
開

体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
含

め
て
評
価
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。

編
集
委
員
会
の
一
員
と
し
て
、
市
史
編

さ
ん
の
過
程
で
収
集
し
た
資
料
が
幅
広

く
活
用
さ
れ
、
近
隣
の
自
治
体
史
編
さ
ん

や
地
域
史
研
究
に
役
立
て
て
も
ら
う
こ

と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

出典：幡豆郡役所『大正十三年調 愛知県幡豆郡勢一班』より作成。

現市域の幡豆郡町村の戸数・人口（1923年末）
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市
史
編
さ
ん
室
長

石
い

し

か

わ川

　

浩こ

う

じ治

新
編
西
尾
市
史
の
編
さ
ん
で
は
、
考
古

部
会
執
筆
員
の
奥
田
敏
春
氏
を
中
心
に

中
世
城
館
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市

内
に
は
約
60
も
の
中
世
城
館
が
あ
り
ま
し

た
が
、
東
条
城
や
寺
部
城
、
室
城
の
よ
う
に

丘
陵
上
に
築
か
れ
た
も
の
を
除
き
、
多
く

が
平
地
に
築
か
れ
て
い
た
た
め
、
廃
城
後

は
堀
や
土
塁
が
破
壊
さ
れ
て
現
在
そ
の
姿

を
留
め
る
も
の
は
少
な
く
、『
三
河
国
二
葉

松
』
な
ど
の
江
戸
期
の
地
誌
に
そ
の
名
が

知
ら
れ
る
だ
け
で
、
位
置
さ
え
も
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
い
る
城
館
も
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
た
城
館
を
調
べ
る
に
は
、
明
治
期
に
作
ら

れ
た
地
籍
図
の
調
査
や
地
元
で
の
聞
き
取

り
調
査
、
実
地
調
査
、
発
掘
調
査
な
ど
の
方

法
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
う
し
た
調
査

に
よ
っ
て
新
た
に
位
置
が
判
明
し
た
鵜
ケ

池
城
と
巨
海
城
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

鵜
ケ
池
城
は
、
西
尾
市
鵜
ケ
池
町
地
内

に
あ
り
ま
し
た
が
、
位
置
や
構
造
は
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
西
尾
私
史
』

に
よ
る
と
城
主
の
富
永
忠
安
は
吉
良
氏
の

家
臣
で
、
新
城
市
の
野
田
村
の
館
か
ら
永

禄
七
（
一
五
六
四
）
年
に
鵜
ケ
池
城
に
隠
居

し
、
翌
年
徳
川
家
康
か
ら
寺
を
建
て
る
土

地
と
寺
領
を
安
堵
さ
れ
て
妙
満
寺
を
建
て

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
地
籍
図
や
現
地
調
査
に
よ
っ
て

鵜
ケ
池
町
上
屋
敷
地
内
で
鵜
ケ
池
城
の
位

置
が
判
明
し
ま
し
た
。
地
籍
図
に
よ
る
と

鵜
ケ
池
城
は
約
60
ｍ
四
方
の
方
形
居
館

で
、
同
地
に
は
現
在
も
富
永
氏
の
ご
子
孫

が
お
住
ま
い
で
、
隣
に
旧
地
名
「
妙
満
寺
」

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
妙
満
寺
は
富
永

氏
の
菩
提
寺
で
現
在
は
大
給
町
に
移
転
し

て
い
ま
す
が
、
鵜
ケ
池
城
と
菩
提
寺
が
並

列
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
地
籍
図
を
見
る
と
鵜
ケ
池
城
と
妙
満

寺
に
そ
れ
ぞ
れ
通
じ
る
道
が
あ
り
、
城
と

寺
が
並
列
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

鵜
ケ
池
城
は
吉
良
氏
滅
亡
後
に
富
永
氏

が
隠
居
し
た
城
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
菩
提
寺
と
居
館
が
並
び
立
つ
構

造
は
寺
津
城
等
吉
良
氏
の
家
臣
に
み
ら
れ

る
構
造
で
、
鵜
ケ
池
城
は
た
だ
の
隠
居
屋

敷
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
富
永
一

族
の
拠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
富
永
氏
は
室
城(

西
尾
市

室
町)

が
本
拠
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
他

に
も
岡
山
城(

吉
良
町
岡
山)

も
支
配
し
て

お
り
、
富
永
一
族
は
、
室
城
、
鵜
ケ
池
城
、
岡

山
城
と
い
う
複
数
の
城
館
を
支
配
下
に
置

き
、
幡
豆
郡
域
の
一
部
を
支
配
す
る
一
族
と

し
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

巨
海
城
は
『
三
河
国
二
葉
松
』
に
城
主

が
巨
海
新
左
衛
門
と
伝
え
ら
れ
る
の
み

で
、
場
所
に
つ
い
て
は
寺
津
中
学
校
校
庭

南
の
台
地
の
端
の
枯
木
宮
と
言
わ
れ
る

場
所
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
、

地
籍
図
の
調
査
で
寺
津
小
学
校
の
南
の

長
寿
尼
寺
跡
付
近
に
90
ｍ
四
方
の
区
画

を
確
認
し
、
巨
海
城
の
跡
と
推
定
し
ま
し

た
。
巨
海
城
推
定
地
の
現
状
は
畑
地
で
、

周
囲
に
は
藪
地
目
の
細
長
い
区
画
が
巡
っ

て
い
ま
す
。こ
れ
は
、
堀
又
は
土
塁
の
痕
跡

と
思
わ
れ
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
形

状
で
、
南
側
は
方
形
で
す
が
、
北
側
は
円

形
に
な
っ
て
お
り
、
軍
事
的
な
改
修
が
行

わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
付
近
の
発

掘
調
査
で
は
15
～
16
世
紀
の
住
居
跡
や

鉄
滓
な
ど
の
遺
物
が
出
て
い
ま
す
。
城
主

の
巨
海
氏
は
吉
良
氏
の
家
臣
で
あ
り
、
巨

海
城
の
付
近
に
は
永
正
五
（
一
五
○
八
）

年
巨
海
勘
解
由
尉
秀
国
の
棟
札
が
あ
る

八
剣
神
社
や
吉
良
氏
縁
の
願
成
寺
や
長

寿
尼
寺
が
あ
り
、
巨
海
城
を
中
心
と
し
た

集
落
が
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
今
後
城
跡

の
発
掘
調
査
の
機
会
が
あ
れ
ば
更
に
詳

し
い
こ
と
が
判
明
す
る
で
し
ょ
う
。

中
世
の
史
料
は
残
さ
れ
て
い
る
文
書
が

少
な
い
の
で
す
が
、
城
館
の
構
造
を
調
査

す
る
こ
と
で
文
献
史
料
に
は
表
れ
な
い
地

域
史
の
資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
回
紹
介
し
た
鵜
ケ
池
城
や
巨
海
城
の

調
査
成
果
は
、来
年
度
春
に
販
売
す
る『
新

編
西
尾
市
史 

資
料
編
1 

考
古
』に
掲
載
さ

れ
ま
す
の
で
、是
非
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

明治17年地籍図 鵜ケ池城跡周辺 S＝1/1500

明治17年地籍図 巨海城跡周辺 S＝1/1500

字
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邸
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剱

神
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墓

字
宮
東

長
寿　　
寺

字
比
脇

福
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調
査
報
告

二
つ
の
城
館
跡
の
位
置
が
判
明
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編
さ
ん
委
員
会　

４
月
25
日

編
集
委
員
会　
　

5
月
7
日
・
1
月
21
日

考
古
部
会
 

「
資
料
編
１　

考
古
」
の
執
筆
・
編
集
作
業

●
調
査

５
月 

梶
島
（
吉
良
町
）
矢
穴
石
調
査

５
月 

市
内
石
塔
調
査

7
月 

市
内
出
土
人
骨
調
査

7
月 

鳥
羽
神
宮
寺
跡
（
鳥
羽
町
）
測
量

調
査

9
月 

岡
島
遺
跡
出
土
品
調
査

11
月 

絵
図
調
査
（
豊
橋
市
美
術
博
物
館
）

古
代
・
中
世
部
会

●
部
会

4
月
21
日
（
中
世
）
・
8
月
18
日
（
中
世
）
・
11
月
24
日

（
中
世
）

●
調
査

５
月
１
～
３
日 

広
島
大
学
附
属
中
央
図
書
館
・

文
学
部
日
本
史
学
研
究
室

９
月
25
日 
豊
田
市
郷
土
資
料
館

10
月
３
日 
石
水
博
物
館
（
三
重
県
）

●
研
究
委
託

４
月
～ 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

近
世
部
会

●
部
会

４
月
21
日
・
８
月
２
日
・
11
月
23
日

●
調
査

10
月
20
日 

国
文
学
研
究
資
料
館
（
東
京
都
）

10
月
21
日 

都
立
中
央
図
書
館
（
東
京
都
）

●
寄
託
・
寄
贈
文
書
整
理

４
月
～
12
月 

の
べ
26
回　

小
崎
家
文
書
（
矢
島
貞

廉
旧
蔵
）
、
滝
家
文
書
（
法
応
寺
旧

蔵
）、
正
顕
寺
文
書
ほ
か

●
翻
刻

４
月
～
12
月 

田
代
家
文
書
（
馬
場
町
）
・
鈴
木
家

文
書
（
吉
良
町
寺
嶋
）
ほ
か

近
・
現
代
部
会

●
部
会

6
月
16
日
・
12
月
2
日

●
調
査

5
月
30
日 

製
塩
業
・
海
苔
養
殖
業
聞
取
り
調
査

8
月
21
日 

国
立
公
文
書
館
（
東
京
都
）

10
月
7
日 

一
色
町
漁
業
聞
取
り
調
査

11
月
26
日 

疎
開
体
験
者
聞
取
り
調
査
（
岩
倉
市
）

●
寄
託
・
寄
贈
文
書
整
理
・
調
査

4
月
～
12
月 

の
べ
43
回　

神
谷
和
正
氏
収
集
資
料
・

中
畑
町
杉
浦
家
文
書
・
中
町
鳥
山
利

平
家
文
書
・
鳥
羽
町
倉
地
家
文
書
・
近

代
町
村
史
・
吉
良
町
専
売
局
資
料
ほ
か

● 
近
代
新
聞
（
『
新
愛
知
』
）
調
査
 
名
古
屋
市
鶴
舞
中

央
図
書
館

4
月
～
12
月　

の
べ
81
回

主
な
活
動
記
録

（
平
成
30
年
4
月
～
31
年
1
月
現
在
）

梶島での矢穴石調査のようす
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自
然
部
会

●
部
会

6
月
27
日

●
調
査

市
内
の
地
質
・
植
物
・
動
物
（
哺
乳
類
・
鳥
類
・
爬
虫
類
・

両
生
類
・
魚
類
・
軟
体
動
物
・
昆
虫
・
蜘
蛛
な
ど
）

4
月　

の
べ
14
回

5
月　

の
べ
19
回

6
月　

の
べ
24
回

7
月　

の
べ
14
回

8
月　

の
べ
33
回

9
月　

の
べ
20
回

10
月　

の
べ
26
回

11
月　

の
べ
21
回

12
月　

の
べ
15
回

美
術
工
芸
・
建
造
物
部
会

●
調
査

10
月
20
日

●
調
査

5
月
17
日 

堯
雲
寺
（
吉
良
町
岡
山
）
予
備
調
査

5
月
20
日 

明
正
寺
（
西
幡
豆
町
）
・
浄
教
寺

（
平
坂
町
）　

彫
刻

5
月
25
日 

旧
一
色
町
役
場
庁
舎
・
西
奥
田
新
田

樋
門
と
伊
勢
湾
台
風
復
興
住
宅　

建

造
物

6
月
15
日 

康
全
寺
（
満
全
町
）
・
東
禅
寺
（
小

島
町
）　

絵
画

6
月
29
日 

田
貫
町
神
明
社　

建
造
物

7
月
7
日 

満
国
寺
（
一
色
町
味
浜
）　

絵
画

7
月
13
日 

厳
西
寺
（
今
川
町
）
・
大
通
院
（
吉

良
町
寺
嶋
）　

絵
画

7
月
31
日 

県
立
西
尾
高
等
学
校　

建
造
物

9
月
10
日 

善
福
寺
（
中
町
）
・
真
正
寺
（
吉
良

町
富
好
新
田
）　

彫
刻

12
月
12
日 

宝
光
院
（
吉
良
町
駮
馬
）
予
備
調
査

12
月
15
日 

東
向
寺
（
駒
場
町
）　

彫
刻

12
月
19
日 

妙
安
寺
（
上
永
良
町
）　

彫
刻

1
月
27
日
・
28
日

 

実
相
寺
（
上
町
）　

彫
刻
・
工
芸

民
俗
部
会

●
部
会

６
月
２
日
・
９
月
８
日
・
12
月
８
日

●
調
査

・
新
村
町
・
西
浅
井
町
の
御
田
扇
祭
り

・
西
尾
祇
園
祭
（
中
町
大
屋
形
・
肴
町
大
名
行
列
・

天
王
町
神
楽
獅
子
）

・
米
津
町
米
津
神
社
の
舞
台
方

・
西
尾
・
吉
良
の
製
茶
業
と
茶
の
あ
る
く
ら
し

・
一
色
の
大
提
灯
祭
り
・
龍
神
祭
り

・
瀬
門
神
社
・
中
畑
八
幡
社
の
馬
掛
け
神
事

・
海
岸
部
の
漁
業
・
養
鰻
業
・
製
塩
業
・
ノ
リ
養
殖

業
・
海
運
業
な
ど

・
秋
葉
信
仰
の
広
が
り
と
実
態

・
岡
島
町
鍬
神
明
宮
の
御
蔭
祭
り

・
お
日
待
ち
と
庚
申
講

・
平
坂
・
米
津
・
寺
津
・
中
畑
・
福
地
地
区
の
暮
ら
し

と
生
業

・
ム
シ
ロ
織
り
と
カ
マ
ス
作
り
技
術

そ
の
他
、
市
内
の
祭
礼
調
査
や
聞
取
り
調
査
等

4
月
～
12
月 

の
べ
2
2
6
回

調
査
に
ご
協
力
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
。

ムシロ織り機による実演
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日
時　

平
成
30
年
12
月
9
日
（
日
）　

会
場　

西
尾
市
岩
瀬
文
庫　

地
階
研
修
ホ
ー
ル　
　

①
「
海
の
古
代
寺
院
―
寺
部
堂
前
遺
跡
（
寺
部
廃
寺
）

出
土
の
型
押
簾
状
文
軒
平
瓦
を
中
心
に
―
」

永
井
邦
仁
氏
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査

研
究
主
任
／
考
古
部
会
調
査
員
）

②
「
西
尾
市
の
地
形
・
地
質
探
偵
団
～
基
盤
岩
類
の
謎

と
佐
久
島
の
地
層
の
ミ
ス
テ
リ
ー
～
」

内
田
義
和
氏
（
岡
崎
学
園
高
等
学
校
副
校
長
／
自
然

部
会
執
筆
員
）、
山
本
康
孝
氏
（
同
調
査
員
）、
吉
村

暁
夫
氏
（
同
調
査
員
）　

本
年
度
も
、
市
史
編
さ
ん
の
成
果
を
市
民
に
ご
紹
介
す

る
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

最
初
は
、
考
古
部
会
調
査
員
で
古
代
瓦
を
専
門
と
す
る

永
井
邦
仁
氏
が
、
西
尾
市
寺
部
町
に
あ
る
寺
部
堂
前
遺
跡

と
そ
の
出
土
瓦
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
は
、

三
河
湾
に
面
し
、
「
寺
部
廃
寺
」
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

瓦
は
八
世
紀
初
頭
以
降
と
み
ら
れ
、
軒
丸
瓦
の
「
型
押
簾

状
文
」
と
呼
ば
れ
る
文
様
は
、
東
三
河
地
方
や
三
重
県
桑

名
市
、
静
岡
県
浜
松
市
の
出
土
瓦
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、

海
路
を
介
し
た
技
術
交
流
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
遺

跡
か
ら
は
中
世
陶
器
も
出
土
し
て
お
り
、
北
側
に
あ
る
幡

豆
小
笠
原
氏
の
居
城
で
あ
っ
た
寺
部
城
跡
と
の
関
係
も
伺

わ
れ
ま
す
。

次
に
、
自
然
部
会
の
地
形
・
地
質
班
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
調
査
成
果
を
中
心
に
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
内
田
氏
か

ら
は
西
尾
市
の
地
形
と
地
質
の
概
要
に
つ
い
て
、
山
本
氏
か

ら
は
基
盤
岩
類
の
変
成
、
特
に
深
成
岩
類
に
つ
い
て
、
吉

村
氏
か
ら
は
今
年
度
に
実
施
し
た
佐
久
島
の
地
層
の
放
射

性
絶
対
年
代
測
定
の
成
果
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
（
こ
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
１
～
2
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

永
井
氏
お
よ
び
地
形
・
地
質
班
の
三
氏
に
ご
講
演
い
た

だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第
四

号
（
既
刊
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
佐
久
島
の
地
層
の

年
代
測
定
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
四
月
上
旬
刊
行
予
定
の

同 

第
五
号
に
掲
載
予
定
で
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
購
読
く
だ
さ
い
。

特
別
講
座
「
市
史
編
さ
ん
の
現
場
か
ら
Ⅲ

」

講演会のようす

右より内田義和氏、山本康孝氏、吉村暁夫氏 永井邦仁氏

（7）第5号 新編 西尾市史だより



『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第
五
号

　

Ａ
４
判　

平
成
三
十
一
年
四
月
上
旬
刊
行
予
定　

た
だ
い
ま
編
集
中
！
　

　
市
史
編
さ
ん
の
過
程
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を

い
ち
早
く
ご
紹
介
し
ま
す
。

（

内

容

）

「

吉

良

義

信

と

吉

良

義

元

」

「
一
九
一
〇
～
三
〇
年
代
の
町
村
誌
に
お
け
る
郷

土
意
識
―
愛
知
県
幡
豆
郡
の
事
例
」
「
江
戸
前
期

に
成
立
し
た
二
本
の
三
河
吉
良
氏
の
系
図
に
つ
い

て
」
「
三
河
湾
の
ウ
ミ
ウ
シ
に
つ
い
て
」
「
佐
久

島
の
地
層
の
放
射
性
絶
対
年
代
」
「
稲
・
藁
・
叺

―
イ
ネ
・
ワ
ラ
・
カ
マ
ス
―
」
「
昭
和
三
十
～

四
十
年
代
「
葦
の
文
化
会
」
活
動
の
軌
跡
」
「
豊

橋
市
美
術
博
物
館
寄
託
　
大
河
内
文
書
「
寺
津
古

城
之
図
」
に
つ
い
て
」
（
予
定
）

刊行

予定『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第
四
号

A
４
判
　
1
2
0
頁
　
7
０
０
円

『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第
三
号

A
４
判
　
1
1
0
頁
　
7
０
０
円

『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第
二
号

A
４
判
　
7
6
頁
　
5
０
０
円

い
ず
れ
も
岩
瀬
文
庫
休
憩
室
で
販
売
中

既

刊

既

刊

既

刊

刊
行
物
の
ご
案
内

　

西
尾
の
歴
史
や
文
化
、
風
土
に
関
す
る
資
料
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
今
後
の
市
史
編
さ
ん
活
動

に
役
立
て
ま
す
。

・
古
文
書
や
古
い
日
記
な
ど

・
戦
前
の
市
内
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌

新
編
西
尾
市
史
で
は
通
史
編
（
本
編
）
５
巻
、
資
料
編

５
巻
、
別
編
４
巻
の
合
計
14
巻
を
発
刊
予
定
で
す
。

（
１
）
市
内
の
ヒ
キ
ガ
エ
ル
・
イ
モ
リ
・
タ
ケ
ク

マ
バ
チ
・
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
・
フ
ク
ロ
ウ
・
ア
オ

バ
ズ
ク
・
化
石
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
集
め
て
い

ま
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
（h

ttp
s://w

w
w

.city
.n

ish
io

.a
ich

i.jp
/in

d
e

x
.

cfm
/8

,5
0

4
5

2
,9

1
,6

7
4

,h
tm

l

）

（
２
）
魚
類
に
つ
い
て
川
、
海
を
問
わ
ず
珍
し
い
も
の
を

見
か
け
た
場
合
は
市
史
執
筆
員
が
所
属
す
る
碧
南
海
浜
水

族
館
（
〇
五
六
六
―
四
八
―
三
七
六
一
）
ま
で
情
報
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

資
料
や
情
報
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

新
編
西
尾
市
史 

年
次
別
刊
行
計
画

自
然
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

西尾市教育委員会文化振興課 市史編さん室
〒445-0847　西尾市亀沢町４８０

　西尾市岩瀬文庫内

　TEL　　０５６３─ ５６─ ６６６０

　FAX　　０５６３─ ５６─ ２７８７

　E-mail　shishi@city.nishio.lg.jp

新
編 

西
尾
市
史
だ
よ
り
第
五
号
　
平
成
31
年
2
月
1
日
発
行

担当・お問い合わせ
ⓒsmallcopper

年度 通史編 資料編 別編 計

2018 1 考古 1

2019 2 古代・中世 1

2020 3 近世1 1

2021 1 原始・古代・中世 1

2022 4 近世2 1 美術工芸・建造物 2

2023 5 近現代 2 自然 2

2024 2 近世1 1

2025 4 近代1 3 民俗 2

2026 3 近世2 1

2027 5 近代2・現代 1

2028 4 年表・索引 1

計 5 5 4 14

第5号（8）新編 西尾市史だより


