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西
尾
市
の
市
史
編
纂
で
自
然
部
会
の
植
物
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
西
尾
市
は
市
町
村
合
併
に
よ
り
か
な
り

広
く
な
っ
た
。
海
に
は
佐
久
島
、
梶
島
、
前
島
の
三
島
が

あ
り
、
一
方
、
三
ヶ
根
山
や
茶
臼
山
、
万
灯
山
等
の
山
も

あ
っ
て
、
様
々
な
環
境
が
あ
る
。
し
か
し
、
環
境
の
変
化

で
、
過
去
に
記
録
の
あ
る
希
少
種
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

西
尾
市
の
植
物
調
査
は
大
原
準
之
助
氏
が
一
九
七
三

（
昭
和
四
十
八
）
年
に
『
西
尾
市
史
史
料
Ⅳ　

西
尾
市

の
生
物　

植
物
』
を
著
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
田
速

氏
が
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
に
『
幡
豆
の
植
物
』
を

著
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
地
元
で
、
長
い
時
間
を
か

け
て
調
査
さ
れ
て
い
る
の
で
か
な
り
詳
し
い
。
し
か
し
、

こ
の
五
〇
年
の
間
に
温
暖
化
が
進
み
、
昔
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
暖
地
性
の
シ
ダ
植
物
が
進
出
し
て
き
て
い
る
。

昨
年
（
二
〇
二
四
年
）
の
十
一
月
、
三
ヶ
根
山
の
南

東
麓
を
調
査
し
て
い
て
、
驚
く
こ
と
に
ナ
チ
シ
ダ
、
シ

ロ
ヤ
マ
シ
ダ
、
ヒ
カ
ゲ
ワ
ラ
ビ
、
オ
ニ
ヒ
カ
ゲ
ワ
ラ
ビ

の
四
種
を
同
時
に
見
つ
け
た
。
ど
れ
も
暖
地
性
の
シ
ダ

で
、三
重
県
尾
鷲
市
あ
た
り
が
北
限
で
あ
っ
た
。し
か
し
、

現
在
は
愛
知
県
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
年
に
出
さ
れ
た
「
グ
リ
ー

ン
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
あ
い
ち
２
０
１
７
維
管
束
植
物
編
」

に
よ
る
と
、
ナ
チ
シ
ダ
は
４
区
画
、
シ
ロ
ヤ
マ
シ
ダ
は

16
区
画
、
ヒ
カ
ゲ
ワ
ラ
ビ
は
19
区
画
、
オ
ニ
ヒ
カ
ゲ
ワ

ラ
ビ
は
21
区
画
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
発
見
で

自
然
部
会　

執
筆
員　

村
松
　
正
雄

2024年11月26日　東幡豆町鹿川三ヶ根山南東麓　ナチシダ

西
尾
市
新
産
の
シ
ダ
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そ
れ
ぞ
れ
１
区
画
ず
つ
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
昔
は
ヒ

カ
ゲ
ワ
ラ
ビ
が
豊
橋
で
記
録
さ
れ
て
い
た
の
み
で
あ
っ

た
。
い
か
に
温
暖
化
が
進
ん
で
い
る
の
か
伺
い
知
れ
る

と
思
う
。
あ
る
意
味
危
機
的
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
種
類
ご
と
に
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
ナ
チ
シ
ダ
は
、
今
回
の
三
ヶ
根
山
と
九
月
に

小
野
ヶ
谷
の
２
か
所
で
見
つ
け
た
。
葉
幅
１
ｍ
ほ
ど
に

な
る
大
き
な
シ
ダ
で
あ
る
。
も
と
も
と
和
歌
山
県
那
智

山
で
発
見
さ
れ
て
、
こ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
暖
地
性

の
も
の
で
あ
る
。
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
忌
避
植
物
で
、
シ
カ

食
害
発
生
地
域
の
指
標
植
物
と
な
っ
て
い
る
。
愛
知
県

の
ほ
と
ん
ど
の
山
地
で
、山
肌
の
草
が
シ
カ
食
害
に
よ
っ

て
な
く
な
り
、
マ
ツ
カ
ゼ
ソ
ウ
、
ナ
ガ
バ
ヤ
ブ
マ
オ
な

ど
の
忌
避
植
物
だ
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
ナ
チ
シ
ダ
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
今
は
ま
だ
少
な
い
が
、
近
い
将
来

ナ
チ
シ
ダ
だ
け
の
群
落
が
出
来
上
が
る
だ
ろ
う
。

シ
ロ
ヤ
マ
シ
ダ
は
、
今
回
の
三
ヶ
根
山
の
南
東
麓
と

鳥
羽
町
姫
山
、
平
原
町
、
吉
良
町
宮
迫
の
４
か
所
で
見

つ
か
っ
て
い
る
。

ヒ
カ
ゲ
ワ
ラ
ビ
は
、
日
陰
に
多
く
生
え
て
い
る
こ
と

か
ら
名
前
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
今
回

の
三
ヶ
根
山
の
南
東
麓
と
平
原
町
、
吉
良
町
饗
庭
の
３

か
所
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
平
原
町
に
は
10
株
を
超
す

ほ
ど
群
生
し
て
い
る
。

オ
ニ
ヒ
カ
ゲ
ワ
ラ
ビ
は
、
三
ヶ
根
山
南
東
麓
の
１
か
所

だ
け
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
ヒ
カ
ゲ
ワ
ラ
ビ
よ
り
も
大
型

に
な
る
こ
と
か
ら
オ
ニ
と
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
種
は
い
ず
れ
も
温
暖
化
を
示
す
指
標
植
物

で
あ
る
。
ま
た
、別
の
場
所
で
は
ニ
セ
コ
ク
モ
ウ
ク
ジ
ャ

ク
も
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
も
温
暖
化
を
示
す
極
め
て
重

要
な
植
物
で
あ
る
。
昔
は
愛
知
県
に
記
録
は
な
か
っ
た
。

最
近
に
な
っ
て
、４
区
画
で
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、今
回
、

新
た
に
貝
吹
町
で
見
つ
け
た
の
で
５
区
画
に
増
え
た
。

自
然
が
豊
か
に
な
っ
て
い
る
と
喜
ん
で
い
い
の
か
、

人
間
に
と
っ
て
は
危
機
が
迫
っ
て
き
て
い
る
と
と
ら
え

て
い
い
の
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
危
機
的
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
手
が
加
え
ら
れ
ず
に
森

林
化
が
進
み
、
薄
暗
く
湿
度
が
増
し
た
と
こ
ろ
は
、
シ

ダ
植
物
の
好
適
地
と
な
り
、
温
暖
化
を
示
す
シ
ダ
植
物

の
住
処
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
尾
市
は
開
発
が

進
み
、
少
し
市
街
地
か
ら
離
れ
た
里
山
や
明
る
い
湿
地

は
大
き
な
工
場
が
建
ち
、
周
辺
は
大
き
な
駐
車
場
も
で

き
、
貴
重
な
場
所
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の

湿
地
性
の
植
物
は
残
念
な
が
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
の
が

現
状
で
あ
る
。

2024年11月22日　姫山
シロヤマシダ

2024年11月26日　東幡豆町鹿川
三ヶ根山南東麓　ヒカゲワラビ

2024年3月21日　家武町
ニセコクモウクジャク
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三
月
に
は
、『
新
編
西
尾
市
史　

資
料
編
５　

近
現
代
』

が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
全
四
三
九
点
の
史
料
（
こ
の
巻
で
は
、

「
資
料
」
で
は
な
く
「
史
料
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
）

を
収
め
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
「
一
色
町
の
台
風

十
三
号
災
害
日
誌
」（
史
料
番
号
４
２
０
）
に
次
の
よ
う
な

箇
所
が
あ
り
ま
す
。
一
九
五
三（
昭
和
二
十
八
）
年
九
月
の

台
風
第
十
三
号
後
の
伝
染
病
対
策
を
記
し
た
部
分
で
す
。

給
水
車
の
手
配
を
す
る
。（
井
戸
消
毒
に
よ
り
、
飲
料

水
）
は
や
た
か
丸
で
生
田
方
面
に
飲
料
水
を
配
給
す
る

（
五
〇
〇
人
分
）
杉
浦
健
吉
、
高
須
由
雄

こ
の
箇
所
、
最
初
の
「
給
水
車
の
手
配
を
す
る
。」
と
い

う
文
章
に
は
句
点
「
。」
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、よ
く
見
る
と
、

次
の
「
は
や
た
か
丸
…
」
の
文
章
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
？
実
は
元
の
史
料
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
次
の
史
料
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
西
尾
町
の
韓
国
併
合
祝
賀
会
」（
史
料
番
号
３
６
）
と

い
う
史
料
で
す
。
元
は
新
聞
記
事
で
、
一
九
一
〇
（
明
治

四
十
三
）年
八
月
三
十
日
の『
新
愛
知
』に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

●
西
尾
町
の
併
合
祝
賀
会　

日
韓
併
合
に
関
す
る
県

下
幡
豆
郡
西
尾
町
民
の
人
気
は
何
れ
も
喜
悦
に
満
ち

何
等
か
の
形
式
に
於
て
此
の
祝
意
を
表
せ
ん
と
寄
り

〳
〵
相
談
中
な
る
が
去
る
廿
七
日
午
後
七
時
臨
時
協

議
会
を
開
催
せ
し
に
満
場
一
致
を
以
て
愈
々
官
民
合

同
一
大
祝
賀
会
を
開
く
こ
と
に
決
せ
り
今
其
確
定
せ

し
順
序
を
聞
く
に
来
る
九
月
一
、二
の
両
日
同
町
小

学
校
に
式
場
を
設
け
午
後
二
時
祝
賀
式
を
挙
げ
各
神

社
へ
神
楽
を
奉
納
し
…

ち
ょ
っ
と
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
官
民
合

同
一
大
祝
賀
会
を
開
く
こ
と
に
決
せ
り
」
で
文
章
が
切
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
句
点
「
。」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
こ

の
記
事
に
は
、
最
後
ま
で
句
点
が
な
い
の
で
す
。
戦
前
の
新

聞
記
事
に
は
時
々
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
も
原
文
通
り
で
す
。

新
聞
記
事
か
ら
別
の
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。「
我
が
国

医
界
の
恩
人
高
橋
瑞
子
」（
史
料
番
号
１
６
２
）
で
す
。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
三
月
三
日
の
『
新
愛
知
』
の
も
の

で
す
。【

東
京
電
話
】
今
で
こ
そ
女
医
も
珍
ら
し
く
な
い
が
男

子
独
占
の
明
治
初
年
の
医
界
に
向
つ
て
女
子
の
途
を

啓
き
産
科
婦
人
科
の
泰
斗
と
し
て
世
に
知
ら
れ
た
る

高
橋
瑞
子
刀
自
は
二
十
八
日
午
後
九
時
七
十
六
歳
の

天
寿
を
終
つ
た
。

女
性
の
医
学
界
進
出
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
西
尾
出

身
の
高
橋
瑞
（
子
）
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
記
事
で
す
。「
向

つ
て
」「
終
つ
た
」
の
「
つ
」
が
大
き
い
ま
ま
で
す
（
図
参
照
）。

戦
前
の
書
籍
や
新
聞
・
雑
誌
で
は
、
こ
の
「
つ
」
は
、
大
き

い
ま
ま
で
し
た
。
こ
れ
も
元
の
史
料
の
ま
ま
で
す
。

ほ
か
の
自
治
体
史
も
同
様
で
す
が
、
こ
う
し
た
『
資
料
編
』

で
は
、
史
料
の
歴
史
性
を
尊
重
し
て
元
の
か
た
ち
や
表
記
を

生
か
し
、
で
き
る
だ
け
再
現
し
よ
う
と
し
ま
す
。　
　

た
だ
し
、
凡
例
で
断
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
手
を
加
え
た
場

合
も
あ
り
ま
す
。「
西
尾
町
の
併
合
祝
賀
会
」
は
、
全
文
が

短
く
と
く
に
読
み
難
く
は
な
い
と
判
断
し
、
句
点
が
な
い
ま

ま
に
し
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
長
文
の
場
合
は
不
自
然
で

あ
り
、
か
つ
読
み
難
く
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
最
小
限

の
範
囲
で
句
点

を
補
い
ま
し

た
。
髙
橋
瑞

子
の
史
料
で
も

「
。」
を
補
っ
た

部
分
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
場
合

に
よ
っ
て
は
、

句
点
で
は
な
く

読
点
「
、」
を

使
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
個
々
の

史
料
を
見
て
の

判
断
で
す
。
そ

の
結
果
、
こ
の

『
資
料
編
』
に

は
、
不
統
一
と

見
え
る
箇
所
も

か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
原
文
の
か
た
ち
を
尊

重
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
個
別
の
史
料
の
状
況
に
配
慮
し
つ

つ
手
を
加
え
た
と
い
う
事
情
が
絡
み
合
っ
た
結
果
で
す
。

近
現
代
の
史
料
は
、
近
世
ま
で
の
史
料
と
違
っ
て
読
む
の

は
易
し
い
の
で
は
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
近
現
代

の
史
料
で
も
く
ず
し
字
の
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、

史
料
集
に
収
め
る
原
稿
と
す
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
苦
労
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
か
つ
予
想
さ

れ
る
疑
問
に
あ
ら
か
じ
め
お
答
え
し
て
お
き
た
い
と
思
い
、

こ
の
一
文
を
書
き
ま
し
た
。『
新
編
西
尾
市
史　

資
料
編
５　

近
現
代
』
の
実
物
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

近
現
代
部
会　

編
集
委
員岡

田
　
洋
司
　

高橋瑞子の死去を伝える新聞記事

こ
れっ
て
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

　

こ
ち
ら

近
現
代
部
会
で
す
。
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大
給
松
平
家
と
し
て
西
尾
藩
主
第
四
代
と
な
る
松
平

乗の
り

全や
す

は
、
奏
者
番
、
寺
社
奉
行
、
大
坂
城
代
を
歴
任
し

た
の
ち
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
西
丸
老
中
に
就
任

し
ま
す
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
は
本
丸
老
中
と

な
り
ま
す
が
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
免
職
と
な

り
ま
す
。
同
五
年
に
再
び
老
中
と
な
り
、
大
老
井
伊
直

弼
の
も
と
で
内
政
・
外
交
に
尽
力
し
ま
す
が
、
万
延
元

年
（
一
八
六
〇
）
に
免
職
と
な
り
ま
す
。

こ
の
松
平
乗
全
に
か
か
わ
る
四
〇
〇
点
弱
の
史
料
が
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
近
世
部
会
と

し
て
昨
年
秋
か
ら
何
回
か
に
分
け
て
史
料
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。
史
料
は
老
中
と
し
て
の
職
務
に
関
わ
る
も
の
が

大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
西
尾
藩
内
の
様
子
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
な
か
で

も
、
大
給
松
平
家
の
家
紋
に
か
か
わ
る
史
料
が
少
し
だ
け

あ
り
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
史
料
は
、
乗
全
の
実

父
で
西
尾
藩
主
第
三
代
の
乗の
り

寛ひ
ろ

に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
二
月
二
十
三
日
、
老
中
松

平
和
泉
守
乗
寛
は
、
江
戸
城
西
丸
で
前
将
軍
家
斉
の
脇
差

を
家
斉
か
ら
直
に
拝
領
し
、
ひ
き
つ
づ
き
本
丸
で
新
将
軍

家
慶
か
ら
「
御
紋
付
の
御
鞍
・
鐙
」
を
直
に
拝
領
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
こ
の
年
九
月
二
日
、
徳
川
家
慶
が
江
戸
城
に
勅

使
を
招
い
て
将
軍
宣
下
を
う
け
る
に
際
し
て
、
乗
寛
が
老

中
と
し
て
骨
折
り
出
精
し
た
こ
と
に
対
す
る
褒
賞
で
し
た
。

こ
こ
で
乗
寛
が
拝
領
し
た
御
鞍
・
鐙
に
は
「
御
紋
」
す

な
わ
ち
徳
川
宗
家
の
紋
所
で
あ
る
三
つ
葉
葵
の
紋
が
入
っ

て
い
ま
し
た
。
乗
寛
は
、
大
給
松
平
家
初
代
の
乗
元
か
ら

五
代
真
乗
ま
で
代
々
家
紋
と
し
て
「
御
紋
」
を
用
い
て
き

た
こ
と
、
六
代
家
乗
の
と
き
か
ら
「
御
紋
」
を
憚
っ
て
「
蔦

紋
」
を
家
紋
と
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
、「
前
々
三
ツ
葉

葵
御
紋
を
（
先
祖
が
）
ご
使
用
に
な
っ
て
き
た
」
経
緯
を

踏
ま
え
て
、
頂
戴
し
た
「
御
紋
付
の
御
鞍
・
鐙
」
を
日
常

的
に
使
用
し
た
い
こ
と
を
筆
頭
老
中
の
水
野
越
前
守
忠
邦

に
問
い
合
わ
せ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
は
、「
御
紋
付
の
御
鞍
・
鐙
」
の
馬
と
蔦
紋
の

鞍
・
鐙
の
馬
の
二
頭
を
同
時
に
牽
か
せ
る
こ
と
、「
御
紋
付
」

の
方
に
は
虎
皮
の
覆
い
を
掛
け
る
こ
と
、
を
条
件
と
し
て

認
め
ら
れ
ま
し
た
。
乗
寛
は
虎
皮
の
鞍
覆
い
を
す
ぐ
に
準

備
し
て
揃
え
、
正
月
元
日
か
ら
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
た

と
い
い
ま
す
。
将
軍
家
か
ら
特
別
な
計
ら
い
を
受
け
た
こ

と
を
、
ハ
レ
の
儀
式
で
登
城
す
る
諸
大
名
に
対
し
て
可
視

化
し
て
示
そ
う
と
す
る
意
図
、
乗
寛
の
誇
ら
し
げ
な
気
持

ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
大
給
松
平
家
の
家
紋
は
、『
武
鑑
』
で
追
究
で

き
る
範
囲
で
み
る
と
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
の
こ
ろ

か
ら
蔦
紋
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
第
二
代
西
尾
藩

主
乗の
り

完さ
だ

の
時
代
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
『
武
鑑
』

で
も
蔦
紋
だ
け
が
描
か
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
乗
寛
時
代
の

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
『
武
鑑
』
か
ら
は
、
蔦
紋
の

ほ
か
に
副
紋
と
し
て
「
丸
に
陰
一
つ
葵
」
や
「
葵
字
」
の

紋
が
添
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、そ
の
後
、

乗
全
、
乗の
り

秩つ
ね

の
と
き
に
も
同
様
で
す
。

＊
図
は
い
ず
れ
も
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
。

近
世
部
会　

編
集
委
員

池
内
　
敏
　

『安永武鑑』松平乗完部分
1780年

『天保武鑑』 松平乗寛部分 1833年『文久武鑑』 松平乗全部分 1861年

こ
ち
ら

大
給
松
平
家
の
紋
所

こ
ち
ら

近
世
部
会
で
す
。
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『
西
尾
市
史　

三
』
や
、
堀
江
登
志
実
「
西
尾
藩
主
松

平
乗
寛
時
代
の
財
政
改
革
」（『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』
第

三
号
、
二
〇
一
七
年
）
で
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寛

政
八
（
一
七
九
六
）
年
二
月
、
郡
奉
行
の
配
下
と
し
て
大

庄
屋
が
設
置
さ
れ
、
深
谷
半
左
衛
門
と
外
山
善
助
の
二
人

が
任
じ
ら
れ
た
。
二
人
の
役
目
は
、
領
民
撫
育
に
手
を
抜

か
ず
勤
め
る
も
の
と
さ
れ
、
少
し
も
贔
屓
偏
頗
な
く
下
意

上
達
を
し
て
、
末
々
ま
で
も
仁
恵
の
思
し
召
し
を
す
る
こ

と
で
、
地じ

方か
た

役や
く

所し
ょ

と
村
方
と
の
仲
介
を
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
の
中
で
、
寛
政
期
の
改
革
を
受
け
て
、
郷

宿
に
関
す
る
願
書
が
大
庄
屋
か
ら
地
方
役
所
へ
四
月
十
日

に
差
し
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、

郷
宿
の
役
割
や
設
置
の
ね
ら
い
が
わ
か
る
。

一
、
村
役
人
が
藩
の
御
用
で
西
尾
城
下
へ
行
く
際
、

多
く
の
賄
ま
か
な
いな

ど
の
費
用
が
掛
か
る
た
め
、
賄
料

を
決
め
て
お
け
ば
費
用
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
結
果
、
村
の
負
担
す
る
費
用
が
明
白

と
な
っ
て
、
小
百
姓
も
疑
念
を
持
つ
こ
と
も
な

く
な
る
。

二
、
郷
宿
は
郡
中
の
庄
屋
が
集
ま
る
中
町
の
宙
八
方

を
指
定
し
、
食
事
代
を
十
文
、
菓
代
を
十
文
程

と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
外
煮
屋
や
居
酒
屋

な
ど
で
飲
食
し
て
い
た
費
用
を
村
で
負
担
す
る

こ
と
を
停
止
す
る
。

三
、
郷
宿
に
対
し
て
藩
か
ら
少
し
の
経
費
を
負
担
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

四
、
宙
八
を
「
書
役
」
と
し
て
大
庄
屋
ら
が
召
し
抱

え
て
い
た
が
、
藩
の
仕
法
改
め
に
よ
っ
て
、
村
々

の
願
書
は
少
々
の
誤
字
・
悪
筆
が
あ
っ
て
も
村

方
で
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
庄
屋
も
自
分
で
書

け
ば
、
内
容
の
呑
み
込
み
も
よ
く
な
る
と
思
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
慣
例
に
よ
っ
て
宙
八
と
父

の
太
郎
右
衛
門
に
よ
る
代
書
（
代
筆
）
が
続
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
庄
屋
が
文
書
を
書
く

こ
と
に
馴
染
ん
で
い
な
い
た
め
で
、
庄
屋
も
苦

労
し
て
い
る
。
役
所
で
も
面
倒
な
こ
と
も
生
じ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
折
角
の
思
し
召
し
で
あ

る
が
、
村
方
へ
藩
の
下
知
が
行
き
渡
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
の
で
、無
筆
同
様
の
庄
屋
に
は
、宙
八
・

太
郎
右
衛
門
に
申
し
出
て
、
紙
一
枚
あ
た
り
の

筆
料
を
決
め
、
文
書
を
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

五
、
村
方
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
庄
屋
の
心
得
方
に

よ
っ
て
、
費
用
が
多
分
に
懸
る
の
で
、
こ
れ
か

ら
は
、
村
方
の
雑
用
帳
面
を
取
り
寄
せ
て
調
べ
、

止
め
て
も
よ
い
も
の
は
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
し

た
い
と
思
う
。

こ
れ
に
対
し
て
地
方
役
所
は
、
賄
や
諸
掛
り
な
ど
を

な
る
べ
く
減
ら
し
、
少
し
で
も
村
の
た
め
に
な
る
こ
と

を
心
掛
け
て
、
取
り
計
ら
う
よ
う
に
と
の
触
を
村
々
へ

出
し
た
。
六
月
三
日
に
は
、
郷
宿
に
関
す
る
願
い
を
聞

き
入
れ
、
郡
中
庄
屋
が
集
ま
る
中
町
の
宙
八
方
に
申
し

付
け
、
年
々
米
三
俵
ず
つ
を
与
え
る
こ
と
を
決
め
、
村
々

へ
も
郷
宿
の
利
用
を
申
し
付
け
た
。「
村
々
達
方
地
方
役

案
」
に
よ
る
と
、
そ
の
内
容
は
、「
村
方
の
負
担
を
厳
し

く
縮
小
し
て
倹
約
し
、
公
用
で
出
向
く
際
の
賄
費
を
減

ら
す
心
が
け
が
最
も
大
切
で
あ
る
。
費
用
は
各
自
の
負

担
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
、
村
方
の
た
め
、
自
身
の

た
め
に
も
な
る
」
と
あ
り
、
御
用
で
西
尾
城
下
に
行
く

時
は
、
村
人
は
郷
宿
に
て
食
事
を
と
り
、
煮
売
屋
・
居

酒
屋
で
飲
食
し
た
費
用
を
村
方
の
負
担
に
す
る
こ
と
を

停
止
し
た
。
ま
た
、
郷
宿
の
取
り
計
ら
い
は
す
べ
て
大

庄
屋
の
責
任
と
し
、
地
方
役
所
が
勘
定
帳
を
点
検
す
る

こ
と
と
し
た
。

な
お
、
郷
宿
の
経
営
者
は
入
札
で
決
め
ら
れ
た
と
思

わ
れ
、
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
五
月
の
町
奉
行
の
記

録
に
は
、「
中
町
郷
宿
兵
吉　

払
、
家
屋
敷
闕
所
に
相

成
り
、
入
札
に
申
し
付
け
、
代
金
御
賄
方
へ
相
渡
し
候
」

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
郷
宿
の
役
割
は
、
郡
中
の
庄
屋
が
集

ま
る
場
で
あ
り
、
西
尾
城
下
に
出
張
す
る
時
の
宿
や
食

事
の
提
供
、
諸
願
書
な
ど
の
代
書
で
あ
り
、
そ
の
運
営

は
大
庄
屋
に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
郷

宿
の
場
所
は
地
方
役
所
へ
行
く
の
に
庄
屋
ら
が
便
利
で

あ
る
、
大
手
門
前
付
近
の
中
町
に
置
か
れ
て
い
た
。

［
典
拠
］

『
地
方
旧
例
草
稿
』　

成
瀬
弼
勝
編

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
資
料

109
‐
94

近
世
部
会　

執
筆
員

松
井
　
直
樹

郷ご
う
宿や
ど
の
役
割

市
史
編
さ
ん
の
現
場
か
ら
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編
さ
ん
委
員
会　
６
年
４
月
24
日

編
集
委
員
会　
　

６
年
６
月
23
日
・
７
年
１
月
13
日

近
世
部
会

●
『
通
史
編
2　
近
世
』
の
構
想
検
討
・
史
料
調
査

●
部
会

5
月
19
日
・
10
月
31
日

●
資
料
調
査

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

西
尾
町
・
木
綿
商
い
に
関
す
る
資
料

祇
園
祭
に
関
す
る
資
料

●
寄
託
・
寄
贈
・
購
入
文
書
整
理

西
尾
藩
士
梅
沢
家
文
書
・
中
畑
町
浜
家
組
秋
葉
講
資

料
・
鶴
城
町
高
木
由
紀
子
氏
所
蔵
資
料
・
西
尾
藩
士

梅
沢
家
文
書
（
西
洋
砲
術
関
係
資
料
）

近
現
代
部
会

●
『
資
料
編
５　
近
現
代
』
の
編
集

●
『
通
史
編
３　
近
代
１
』
の
執
筆

●
『
通
史
編
４　
近
代
２
・
現
代
』
の
構
想
検
討

●
部
会
・
編
集
会
議

５
月
12
日
・
８
月
４
日
・
９
月
１
日

●
資
料
調
査

安
城
市
図
書
情
報
館
・
知
多
市
歴
史
民
俗
博
物
館
・

愛
知
県
図
書
館
・
安
城
市
歴
史
博
物
館
・
名
古
屋
市

鶴
舞
中
央
図
書
館
・
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研

究
・
教
育
機
構
図
書
資
料
館

●
寄
託
・
移
管
・
購
入
資
料
整
理

高
河
原
町
加
藤
安
信
氏
寄
贈
資
料
・
米
津
村
役
場
資

料
・
西
尾
鉄
道
社
報
・
西
尾
鉄
道
営
業
報
告
書
ほ
か

自
然
部
会

●
『
別
編
２　
自
然
１
』
の
編
集
・
刊
行

●
市
内
の
植
物
・
化
石
の
追
調
査

民
俗
部
会

●
『
別
編
４　
民
俗
』
の
執
筆

●
部
会

６
月
12
日
・
９
月
12
日
・
12
月
11
日

●
市
内
の
祭
礼
・
習
俗
な
ど
の
追
調
査　

吉
良
町
富
田
神
社
秋
の
大
祭
（
試
楽
祭
）

森
組
八
幡
社
・
小
見
行
組
津
島
神
社
・
上
畑
組
上
畑
神

社
・
桑
畑
組
白
山
神
社
・
六
番
組
門
内
神
社
秋
の
例
祭

西
幡
豆
町
荒
佐
分
の
馬
頭
観
音
堂
の
絵
馬
調
査

上
永
良
町
天
白
の
秋
葉
山
常
夜
燈
調
査
な
ど　

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
。 沖島の植物調査

安城市歴史博物館でのガラス乾板調査

主
な
活
動
記
録

（
令
和
６
年
４
月
～
令
和
７
年
２
月
現
在
）
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西
尾
市
岩
瀬
文
庫
特
別
展 

『
新
編
西
尾
市
史　

別
編
１
／
資
料
編
４
』
刊
行
記
念

『
隠
れ
た
宝
、再
発
見
。』

本
展
で
は
、
令
和
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
別
編
１　

美
術
工
芸
・
建
造
物
』『
資
料
編
４　

近
世
２
』
の
編

さ
ん
過
程
で
得
ら
れ
た
成
果
を
も
と
に
、
新
発
見
・
再

発
見
の
「
宝
」
を
ご
紹
介
し
、そ
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

『
新
編
西
尾
市
史
』
は
、
平
成
23
年
４
月
の
西
尾

市
・
一
色
町
・
吉
良
町
・
幡
豆
町
の
合
併
に
よ
り
誕
生

し
た
新
し
い
西
尾
市
の
姿
を
歴
史
・
文
化
・
自
然
・
美

術
・
民
俗
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
す
。
通
史
編
・
資
料
編
・
別
編
の
14
冊
の
刊
行

を
予
定
し
、
こ
れ
ま
で
に
７
冊
を
刊
行
し
ま
し
た
。

■
頒
布
場
所

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
・
西
尾
市
資
料
館
・
一
色
学
び
の
館
・

尾
﨑
士
郎
記
念
館
・
西
尾
市
塩
田
体
験
館

※
休
館
日
は
各
館
の
H
P
で
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

■
通
信
頒
布

西
尾
市
史
編
さ
ん
室
（
次
頁
参
照
）
ま
で
メ
ー
ル
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
刊

 『
別
編
2　

自
然
１
』

『
新
編
西
尾
市
史
』
の
第
７
冊
目
と
し
て
『
別
編
２　

自
然
１
』
を
刊
行
し
ま
し
た
。
お
お
よ
そ
10
年
の
フ
ィ

ー
ル
ド
調
査
の
成
果
で
す
。
西
尾
市
の
自
然
を
地
形
・

地
質
、
気
象
、
海
藻
・
海
草
、
高
等
菌
類
（
き
の
こ
）、

動
物
の
５
分
野
に
分
け
て
収
録
。
動
物
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
、
海
岸
無
脊
椎
動
物
、
軟
体
動
物
、
昆
虫
、
ク
モ

類
、
両
生
類
・
爬
虫
類
、
魚
類
、
鳥
類
、
哺
乳
類
の

８
つ
に
分
け
て
紹
介
し
て
お
り
、
い
わ
ば
西
尾
市
の
自

然
図
鑑
と
い
え
ま
す
。
豊
富
な
写
真
の
数
々
は
見
る
だ

け
で
も
ワ
ク
ワ
ク
し
、
自
然
豊
か
な
西
尾
を
実
感
し
て

い
た
だ
け
ま
す
。

A
４
判　

オ
ー
ル
カ
ラ
ー　

6
5
5
頁　

５
０
０
０
円

■
内
容

『
新
編
西
尾
市
史
』

　
　
関
連
行
事

『
新
編
西
尾
市
史
』

　
　
刊
行
の
ご
案
内

開
催
期
間　

令
和
７
年
２
月
22
日（
土
）～
５
月
18
日（
日
）

休
館
日　
　

月
曜
日（
祝
日
を
除
く
）・
３
月
13
日（
木
）
・

４
月
17
日
（
木
）
・
５
月
15
日
（
木
）

開
館
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時　
　
　

観
覧
料　
　

無
料

会
場　
　
　

西
尾
市
岩
瀬
文
庫　

２
階
企
画
展
示
室

※
詳
細
は
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
H
P
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第１章　地形・地質 ／ 第２章　気象
第３章　海藻・海草 ／ 第４章　高等菌類
第５章　動物
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『
資
料
編
１　

考
古
』

A
４
判　

７
９
０
頁　

オ
ー
ル
カ
ラ
ー　

西
尾
市
の
遺
跡
位
置
図
付　

５
０
０
０
円

既
刊

残
部
僅
少

『
別
編
１　

美
術
工
芸
・
建
造
物
』

A
４
判　

６
４
３
頁　

オ
ー
ル
カ
ラ
ー　

５
０
０
０
円　

既
刊

『
資
料
編
３　

近
世
１
』

A
５
判　

７
９
０
頁　

モ
ノ
ク
ロ　

カ
ラ
ー
口
絵
付　

本
文
収
録
C
Dｰ

R
O
M
と「
三
州
幡
豆
郡
吉
良
庄
西
尾
城
之
図
」

複
製
（
B
２
判
）
付　

４
０
０
０
円

既
刊

『
資
料
編
４　

近
世
２
』

A
５
判　

７
５
８
頁　

モ
ノ
ク
ロ　

カ
ラ
ー
口
絵
付

本
文
収
録
C
Dｰ

R
O
M
と「
三
河
国
幡
豆
郡
吉
良
庄
西
尾
城

御
領
分
図
画
」
複
製
（
B
２
判
）
付　

４
０
０
０
円

既
刊

第
二
号
～
第
九
号

す
べ
て
A
４
判　

口
絵
カ
ラ
ー
・
本
文
モ
ノ
ク
ロ

５
０
０
～
７
０
０
円

既
刊

『
資
料
編
５　

近
現
代
』

A
５
判　

８
３
０
頁　

モ
ノ
ク
ロ　

カ
ラ
ー
口
絵
付  

本
文
収
録
C
Dｰ

R
O
M
と「
愛
知
県
幡
豆
郡
全
図
」「
碧
海
郡

全
図
」
複
製
（
B
２
判
）
付　

４
０
０
０
円

令
和
７
年
４
月
24
日
刊
行
予
定

新
刊

『
資
料
編
２
　
古
代
・
中
世
』 『
通
史
編
Ⅰ
　
原
始
・
古
代
・
中
世
』

は
完
売
し
ま
し
た
。

市
史
編
さ
ん
の
た
め
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
、
論
文
・

調
査
報
告
・
資
料
紹
介
の
形
で
い
ち
早
く
ご
紹
介
し
ま
す
。

『
新
編
西
尾
市
史
研
究
』

『
新
編
西
尾
市
史
研
究　

第
十
号
』

A
５
判　

１
３
４
頁　

モ
ノ
ク
ロ　

カ
ラ
ー
口
絵
付

１
１
０
０
円  

令
和
７
年
４
月
上
旬
頒
布
予
定

刊
行
予
定

※
各
号
の
内
容
は
『
新
編
西
尾
市
史
』
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
頒
布
場
所　
西
尾
市
岩
瀬
文
庫

※
祝
日
を
除
く
月
曜
日
・
第
３
木
曜
日
ほ
か

■
通
信
頒
布　

西
尾
市
史
編
さ
ん
室
（
左
記
参
照
）
ま
で

メ
ー
ル
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

資
料
や
情
報
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

西
尾
市
史
編
さ
ん
に
役
立
ち
そ
う
な
資
料
（
古
文

書
や
市
内
で
刊
行
さ
れ
た
古
い
出
版
物
な
ど
）
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
市
史
編
さ
ん
室
へ
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

〈 

担
当
・
問
合
先 

〉

西
尾
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課 

市
史
編
さ
ん
室

〒
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
―
八
七
一
一

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
五
六
三
―
五
六
―
二
七
八
七

E-m
ail　

 shishi@
city.nishio.lg.jp

新
編 

西
尾
市
史
だ
よ
り 

第
十
一
号

令
和
７
年
３
月
20
日
発
行


