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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
。
梅
雨
の

季
節
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
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
。

　

今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
「
ど
う
す

る
家
康
」
。
家
康
の
家
臣
と
し
て
服

部
半
蔵
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
半
蔵

は
忍
者
だ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す

が
、
忍
者
は
隠
密
と
も
言
い
ま
す
。

　

隠
密
と
は
戦
国
時
代
か
ら
近
世
に

か
け
て
、
情
報
活
動
に
従
っ
た
下
級

武
士
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
江
戸
幕

府
に
は
御
庭
番
と
い
う
将
軍
直
属
の

隠
密
も
い
ま
し
た
。
将
軍
居
所
の
奥

庭
番
人
を
務
め
つ
つ
、
将
軍
直
々
の

命
令
を
受
け
て
諸
国
の
動
向
を
探
る

等
の
任
務
に
つ
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

隠
密
は
時
に
黒
装
束
で
大
名
屋
敷

等
に
忍
び
込
ん
で
ス
パ
イ
活
動
や
襲

撃
を
行
う
者
も
お
り
、
こ
れ
が
典
型

的
な
忍
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
服
部

半
蔵
も
含
め
、
忍
者
の
一
部
は
武
士

の
扱
い
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
「
隠
密
」
も
仏
教
用

語
で
す
。

　

仏
教
で
は
、
仏
の
教
え
の
真
髄
や

本
旨
は
お
経
の
表
面
に
明
瞭
に
顕
れ

て
説
か
れ
て
い
る
も
の
と
、
表
面
の

字
面
だ
け
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
奥
深

く
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と

し
て
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、
前
者
を
「
顕
彰
」、
後

者
を
「
隠
密
」
と
言
い
ま
す
。「
顕
彰
」

と
は
「
顕
説
」
と
も
言
い
、
お
経
に

顕
か
な
形
で
説
か
れ
て
い
る
教
え
で

す
。「
隠
密
」
は
「
隠
彰
」
と
も
言
い
、

お
経
の
字
面
に
は
顕
ら
か
に
は
説
か

れ
て
い
な
い
教
え
、
つ
ま
り
お
釈
迦

様
が
真
に
伝
え
た
か
っ
た
教
え
で

す
。

　

お
釈
迦
様
は
イ
ン
ド
の
ガ
ヤ
（
伽

耶
）
と
い
う
場
所
で
覚
り
を
開
き
ま

し
た
。
ヒ
ッ
パ
ラ
と
い
う
木
の
下
で

瞑
想
し
て
い
る
う
ち
に
覚
っ
た
の
で
、

そ
の
木
は
菩
提
樹
と
名
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
覚
っ
た
後
は
、
ひ
と
り
法
悦

（
覚
り
の
喜
び
）
に
浸
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
様
子
を
知
っ
た
天
の
最

高
神
で
あ
る
梵
天
は
「
釈
尊
が
覚
っ

た
素
晴
ら
し
い
境
地
を
衆
生
（
人
々
）

に
広
め
な
け
れ
ば
こ
の
世
は
滅
び

る
」
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
梵
天

は
お
釈
迦
様
の
前
に
現
わ
れ
、
教
え

を
説
く
よ
う
に
説
得
し
ま
し
た
。
こ

の
出
来
事
は
梵
天
勧
請
と
言
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
お
釈
迦
様
は
お
断
り
し

ま
す
。
真
理
は
言
葉
で
は
表
わ
せ
な

い
、
つ
ま
り
言
語
道
断
、
以
心
伝
心

で
す
。
説
法
し
て
も
正
し
く
は
伝
わ

ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
梵
天
が
「
そ
れ
で
は
真
理
を

誰
が
伝
え
る
の
か
。
勇
気
を
出
し
て

法
を
説
い
て
ほ
し
い
」
と
熱
心
に
説

得
し
、
と
う
と
う
お
釈
迦
様
は
教
え

を
説
き
ま
す
。
最
初
の
説
法
を
「
初

転
法
輪
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
説

法
の
内
容
に
は
「
顕
彰
」
と
「
隠
密
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

真
理
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ

を
聞
く
人
の
能
力
や
特
性
に
応
じ
て

説
き
方
を
変
え
ね
ば
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

真
理
を
い
き
な
り
話
し
て
も
理
解
さ

れ
な
い
の
で
、
教
え
を
説
く
手
段
と

し
て
方
便
（
例
え
や
比
喩
）
を
使
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
真
理
は
奥
深
く
に

隠
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
方
便
を
駆

使
し
て
伝
え
る
こ
と
を
「
隠
密
の
義
」

と
言
い
ま
す
。

　

さ
て
、
上
に
登
場
し
た
「
言
語
道

断
」
も
「
以
心
伝
心
」
も
「
方
便
」

も
み
ん
な
仏
教
用
語
で
す
。
方
便
を

駆
使
し
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
言
語
道

断
、
以
心
伝
心
の
教
え
が
「
隠
密
」

で
す
。

　

こ
と
の
真
相
、
真
理
を
探
る
と
い

う
意
味
で
、
「
隠
密
」
は
忍
者
の
意

味
に
転
じ
、
現
代
語
と
し
て
は
「
密

か
に
探
る
」
「
人
知
れ
ず
活
動
す
る
」

と
い
う
含
意
も
持
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
日
は
「
隠
密
」
な
話
を
お
伝
え

し
ま
し
た
（
笑
）
。
で
は
ま
た
来
月
。

※


