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今つながり、解き明かされる 「尾張名古屋の通史」
先史時代から知られざる幕末史まで　尾張名古屋を知りつくすための一冊

尾
張
名
古
屋
は
畿
内
と
近
く
、
古
代
よ
り
都
と
東
国
、

鎌
倉
、
江
戸
を
つ
な
ぐ
街
道
の
要
所
で
あ
り
、
街
道
の

発
展
と
と
も
に
社
寺
、
城
郭
、
町
の
歴
史
が
形
成
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

本
書
で
は
、
鎌
倉
街
道
、
名
古
屋
城
下
町
、
城
下
町
か

ら
東
西
南
北
に
延
び
る
脇
街
道
を
探
訪
し
、
尾
張
国
の

地
政
・
歴
史
を
概
観
し
ま
す
。

先
史
時
代
か
ら
幕
末
ま
で
、
尾
張
名
古
屋
の
歴
史
を
よ

り
深
く
知
る
た
め
の
一
冊
で
す
。
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
五
月
も

盛
り
。
過
ご
し
や
す
い
時
期
で
す
が
、

梅
雨
が
近
づ
く
季
節
の
変
わ
り
目
で

も
あ
り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛

く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
学
１
年
生
も
そ
ろ
そ
ろ
キ
ャ
ン

パ
ス
生
活
に
慣
れ
て
き
た
頃
で
す

ね
。
希
望
校
に
合
格
で
き
た
人
は
自

業
自
得
で
す
ね
。
「
え
？
」
と
思
わ

れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、「
自

業
自
得
」
の
こ
の
使
い
方
は
間
違
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
自
業
自
得
」

は
仏
教
用
語
で
す
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
お
経
に
登

場
す
る
「
カ
ル
マ
」
と
い
う
言
葉
を

漢
字
に
訳
す
際
に
「
業
」
の
字
が
当

て
ら
れ
ま
し
た
。「
カ
ル
マ
」
は
「
業
」

す
な
わ
ち
「
行
為
」
「
行
い
」
と
い
う

意
味
で
す
。
自
業
自
得
は
「
自
分
の

行
い
の
結
果
は
自
分
で
得
る
」
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

　

悪
い
こ
と
が
起
き
た
時
に
は
「
そ

れ
は
自
業
自
得
だ
」
と
言
わ
れ
た
り
、

自
分
で
も
そ
う
思
っ
た
り
し
ま
す
が
、

悪
い
こ
と
が
起
き
た
時
だ
け
が
自
業

自
得
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
い
結
果

が
起
き
た
時
も
自
業
自
得
で
す
。
仏

教
で
は
、
全
て
の
出
来
事
、
全
て
の

運
命
が
自
業
自
得
と
教
え
て
い
ま
す
。

善
い
こ
と
も
、
悪
い
こ
と
も
、
自
業

自
得
で
す
。

　

善
い
種
を
蒔
け
ば
喜
び
や
良
い
こ

と
が
起
き
、
悪
い
種
を
蒔
け
ば
苦
し

み
や
悪
い
こ
と
が
起
き
ま
す
。
自
分

の
蒔
い
た
種
か
ら
出
た
芽
や
草
木
は
、

自
分
で
刈
り
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
、
自
因
自

果
と
い
う
仏
教
用
語
も
あ
り
ま
す
。

全
て
の
結
果
は
「
因
」
と
「
縁
」
に

よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

「
因
」
と
は
自
分
の
行
い
の
こ
と
。「
縁
」

と
は
環
境
や
他
人
の
行
い
な
ど
、
自

分
の
行
い
以
外
の
こ
と
。
「
因
」
だ
け

で
結
果
は
生
じ
ま
せ
ん
し
、
「
縁
」
だ

け
で
も
生
じ
ま
せ
ん
。「
因
」
と
「
縁
」

が
揃
っ
て
結
果
が
生
じ
、
そ
の
結
果

は
自
業
自
得
で
す
。
起
き
る
現
象
は

全
て
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
、
自
因

自
果
で
す
。

　

因
縁
因
果
の
道
理
が
わ
か
れ
ば
、
他

人
の
幸
せ
を
妬
ま
ず
、
自
分
の
不
幸

も
恨
ま
ず
、
心
は
平
静
で
す
。
他
人

の
成
功
も
、
自
分
の
失
敗
も
、
全
て

自
業
自
得
だ
と
納
得
で
き
る
か
ら
で

す
。

　

全
て
の
行
い
は
消
え
る
こ
と
な
く

「
業
種
子
（
ご
う
し
ゅ
う
じ
）
」
と
し

て
残
り
ま
す
。
「
業
因
」
と
も
言
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
「
業
力
（
ご
う
り

き
）
」
と
い
う
目
に
見
え
な
い
力
を

及
ぼ
し
ま
す
。

　

善
い
行
い
に
は
幸
福
と
い
う
結
果

を
生
み
出
す
善
業
力
が
あ
り
ま
す
。

善
因
善
果
で
す
。
悪
い
行
い
に
は
不

幸
と
い
う
結
果
を
生
み
出
す
悪
業
力

が
あ
り
ま
す
。
悪
因
悪
果
で
す
。
業

力
は
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
の
で
業

力
不
滅
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

自
業
自
得
、
業
力
不
滅
が
分
か
る

と
、
廃
悪
修
善
の
心
が
生
じ
ま
す
。

「
悪
い
こ
と
は
や
め
よ
う
」
「
善
い
こ

と
を
し
よ
う
」
と
い
う
心
で
す
。

　

自
分
の
悪
い
種
蒔
き
が
不
幸
せ
を

生
み
出
し
て
い
る
と
知
れ
ば
、
悪
い

種
蒔
き
を
止
め
よ
う
と
し
ま
す
。
自

分
の
善
い
種
蒔
き
が
幸
せ
を
生
み
出

し
て
い
る
と
知
れ
ば
、
善
い
種
蒔
き

を
し
よ
う
と
し
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
「
自
分
の
幸
せ
、
自

分
の
不
幸
せ
を
決
め
て
い
る
の
は
、

自
分
の
行
い
」
と
教
え
て
く
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
自
業
自
得
と
い
う
言

葉
の
本
来
の
意
味
で
す
。

　

蒔
か
ぬ
種
は
芽
を
出
さ
ず
、
蒔
い

た
種
は
必
ず
芽
を
出
す
こ
と
が
得
心

で
き
れ
ば
、
生
き
方
や
言
動
も
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
廃
悪
修
善
で
頑
張
り

ま
し
ょ
う
。
で
は
ま
た
来
月
。




