
　
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
で
き

た
西
尾
城
跡
は
、
そ
の
後
、
一
角
に

旧
近
衛
邸
が
京
都
か
ら
移
築
さ
れ
る

な
ど
、
歴
史
公
園
と
し
て
の
整
備
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
月
　
日
に

１１

２２

そ
の
旧
近
衛
邸
で
開
催
さ
れ
た
歴
史

講
座
「
絵
図
か
ら
見
た
西
尾
城
」
の

模
様
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
会
場
に
入
る
と
男
性
　
名
、
女
性

２８

５
名
、
合
計
　
名
の
参
加
者
が
期
待

３３

に
満
ち
た
表
情
で
講
演
の
開
始
を
待

っ
て
い
ま
し
た
。
講
師
は
考
古
学
が

専
攻
と
い
う
市
教
育
委
員
会
文
化
振

興
課
の
浅
岡
優
さ
ん
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
を
使
用
し
て
の
話
は
、
な
か
な

か
め
り
は
り
が
利
い
て
、
興
味
を
引

く
内
容
で
し
た
。

　
始
め
に
文
献
史
料
に
つ
い
て
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。
史
料
に
は
一
次

史
料
と
二
次
史
料
が
あ
り
、
前
者
は

同
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
を
い
い
、

後
者
は
後
の
時
代
に
な
っ
て

書
か
れ
た
も
の
の
こ
と
で
、

当
然
、
前
者
の
ほ
う
が
価
値

が
高
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

西
尾
城
に
つ
い
て
は
、
一
次

史
料
と
し
て
『
家
忠
日
記
』

が
、
二
次
史
料
と
し
て
『
鶴

城
記
』
や
『
西
尾
城
城
郭
覚

書
』
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
続

い
て
城
の
絵
図
を
見
る
と
き

の
着
眼
点
に
つ
い
て
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。
絵
図
を
見
る

と
き
は
、
た
だ
漫
然
と
見
る

の
で
は
な
く
、
原
本
で
あ
る

か
模
写
で
あ
る
か
、
天
守
が

ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
な
ど
、

目
的
を
持
っ
て
見
る
こ
と
が

大
事
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
西
尾
城
の
新
し
い

事
実
と
し
て
、
内
閣
府
が
ま

と
め
た
『
１
７
０
７
宝
永
地

震
報
告
書
』
に
つ
い
て
解
説
が
あ
り

ま
し
た
。
江
戸
時
代
中
期
に
起
き
た

こ
の
地
震
は
、
遠
州
灘
か
ら
紀
伊
半

島
沖
を
震
源
と
す
る
も
の
で
、
こ
の

地
方
で
も
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
時
の
大
老
柳
沢
吉
保
の
公

用
日
記
『
楽
只
堂
年
録
』
に
よ
れ
ば
、

西
尾
城
は
、
天
守
の
大
破
、
櫓
４
か

所
の
大
破
、
侍
屋
敷
の
破
損
　
軒
、

２６

町
家
の
破
損
１
３
８
軒
な
ど
の
被
害

が
明
ら
か
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
講
演
の
後
、
参
加
者
は
お
い
し
い

抹
茶
と
お
菓
子
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
に
は
、
講
師
の
浅
岡
さ
ん
に
質
問

を
投
げ
掛
け
て
い
る
方
も
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。

　
残
念
な
が
ら
明
治
時
代
の
始
め
に

取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
西
尾
城
で

す
が
、
絵
図
を
見
な
が
ら
在
り
し
日

の
城
の
姿
を
想
っ
た
も
の
で
し
た
。

広広報報平成２７年２月１日号 １１８８

広報サポーター
鍋田哲雄さん（細池町）

広
報
サ
ポ
ー
タ
ー
は
公
募
に
よ
り
選
ば

れ
た
市
民
記
者
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
市

民
の
目
線
で
市
内
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
取
材
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１．歴史公園内にある旧近衛邸。この日は紅葉真っ盛り
でした。２．鮮明に描かれた江戸時代前期の西尾城絵図

３

２

１

３．参加者の皆さんは熱心に講師の話に耳を傾けていました。４．講演の後は、西
尾の抹茶を飲みながら、西尾城の歴史話に花を咲かせていました。

４

歴
史
講
座
「
絵
図
か
ら
見
た
西
尾
城
」


