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3 はじめに

は
じ
め
に

　

古
代
・
中
世
の
時
代
か
ら
矢
作
（
岡
崎
市
矢
作
町
）
の
地
は
東
西
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
東
海
道
が

矢
作
川
を
渡
る
地
点
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
世
に
な
る
と
こ
の
矢
作
の
地
に
日
本
一
長
い
橋
が
幕
府
に
よ
っ

て
架
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

矢
作
橋
は
旅
案
内
の
「
道
中
記
」
や
紀
行
文
、
東
海
道
の
様
子
を
描
い
た
屏
風
や
絵
巻
に
も
描
か
れ
、
東
海
道

一
の
橋
と
し
て
旅
人
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
近
世
後
期
に
は
岡
崎
宿
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
浮
世
絵
に

も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

矢
作
橋
の
長
さ
日
本
一
を
表
す
も
の
に
橋
の
番
付
表
が
あ
る
（
写
真
１
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
東
の
大
関
は
矢

作
橋
二
〇
八
間
、
西
は
岩
国
錦
帯
橋
一
二
五
間
で
あ
る
。
二
〇
八

間
と
い
う
の
は
、
番
付
表
の
な
か
で
は
最
長
に
な
る
。
こ
の

二
〇
八
間
は
板
橋
と
し
て
の
最
初
の
矢
作
橋
の
長
さ
で
、
十
七
世

紀
後
期
の
掛
替
で
一
五
六
間
に
な
る
。
こ
の
一
五
六
間
が
以
後
矢

作
橋
の
標
準
の
長
さ
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
日
本
一
の
長
さ
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

矢
作
橋
は
幕
府
が
直
轄
工
事
を
行
う
公
儀
普
請
の
橋
で
あ
る
。

東
海
道
と
い
う
幕
府
の
全
国
支
配
に
重
要
な
基
幹
道
路
に
架
か
る

橋
だ
か
ら
で
あ
る
。
幕
府
役
人
が
現
地
に
赴
い
て
工
事
を
指
揮
す

る
。
近
世
に
「
矢
作
御
橋
」「
御
橋
」
と
岡
崎
地
域
の
人
々
に
呼
ば

れ
る
の
も
こ
の
公
儀
普
請
の
故
で
あ
る
。

【写真1】日本大橋尽
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東
海
道
に
は
矢
作
川
の
よ
う
に
川
幅
の
広
い
河
川
に
は
大
井
川
や
天
龍
川
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
河
川
で
は
渡

渉
や
船
渡
し
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
矢
作
川
に
は
橋
が
架
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
湯ゆ

浅あ
さ

常じ
ょ
う
ざ
ん
山
著
の
『
常
山
紀
談
』

（
巻
之
十
八
）
に
一
つ
の
逸
話
が
あ
る
、
矢
作
橋
が
洪
水
で
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
家
康
が
修
造
を
命
ず
る
と
、

老
臣
ら
が
費
用
の
膨
大
な
の
と
橋
が
な
い
ほ
う
が
城
の
防
衛
上
都
合
が
い
い
の
で
、
以
後
は
船
渡
し
の
み
に
し
て

は
ど
う
か
と
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
街
道
の
旅
行
に
不
便
で
あ
る
か
ら
す
ぐ
に
架
橋
す
る
よ
う
に
命
じ
た
と

い
う
。
家
康
は
「
往
来
の
旅
人
を
苦
し
め
ん
は
わ
が
志
に
非
ず
、
又
要
害
も
其
本
を
論
ず
れ
ば
、
唯
国
民
の
和
と

不
和
と
に
あ
り
、
険
を
頼
み
て
敵
を
防
ぐ
は
、
道
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
云
っ
た
と
い
う
。
民
の
平
和
を
基
本
と

す
る
家
康
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
を
通
じ
て
架
橋
・
修
復
工
事
が
幕
府
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と

に
は
家
康
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
で
は
、
幕
府
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
工
事
過
程
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
近
世
の
矢
作
橋
の
歴
史
を
辿
る
。

そ
こ
に
は
広
域
の
流
通
・
物
流
と
と
も
に
、
幕
府
、
藩
、
領
民
の
ほ
か
、
様
々
な
地
域
と
階
層
の
人
々
が
関
与
し

て
い
る
。
そ
の
歴
史
理
解
は
一
地
域
の
み
な
ら
ず
、
広
く
近
世
社
会
の
理
解
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
る
。


