
太田庄兵衛の銘が残る半鐘
（西尾資料館蔵）

鋳物製の「福かえる」

鋳物製の太田家の墓
（西尾市楠村町・阿弥陀院）

市内に多く残る丸型ポスト

鋳物組合と地元企業の協力で行われた鋳造体験

　

西
尾
市
立
平
坂
小
学
校
の
校
庭
に
は
、

「
福
か
え
る
」の
置
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

平
成
6
年
3
月
に
当
時
の
6
年
生
が
卒
業
記

念
品
と
し
て
地
元
の
鋳
物
組
合
の
協
力
を
得

て
制
作
し
た
も
の
で
す
。
彼
ら
は
、
5
年
生

の
時
に
も
社
会
科
の
授
業
で
「
平
坂
の
鋳

物
」
を
扱
い
、
そ
の
学
習
の
成
果
と
し
て
校

内
に
期
間
限
定
の
「
鋳
物
博
物
館
」
を
開
館

し
ま
し
た
。
鋳
物
組
合
を
巻
き
込
ん
だ
取
り

組
み
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
縁
で
卒
業
制
作

で
も
協
力
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

30
年
以
上
経
っ
た
今
も
訪
れ
る
方
の
目
を
引

い
て
い
ま
す
。

　
鋳
物
工
場
が
点
在
す
る
平
坂
の
町

　
本
校
の
校
歌
3
番
に
「
ふ
き
の
炎
の
天
を

も
こ
が
す
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
校
歌
が
作
詞
さ
れ
た
当
時
、
学
校
か
ら

見
え
た
鋳
物
工
場
の
キ
ュ
ー
ポ
ラ
か
ら
出
る

火
の
粉
の
光
景
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
平
坂
は
鋳
物
の
町
で
す
。
工
場
の
数
こ
そ

減
り
ま
し
た
が
、
今
で
も
校
区
に
は
鋳
造
所

が
点
在
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
歴
史
は
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
平
坂
鋳
物
の
起
源
に
は
諸
説
あ
り
ま
し

た
が
、
太
田
庄
兵
衛
、
甚
兵
衛
の
両
名
が
近

江
国
栗
田
郡
辻
村
（
滋
賀
県
）
か
ら
移
転
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
「
宗
旨
請
状
」
と
「
手

形
」
の
写
し
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
1
6

7
1
（
寛
文
11
）
年
を
起
源
と
す
る
こ
と
が

定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
両
名
の
出
身
地
で
あ
る
近
江
国
辻
村
は
、

鋳
造
業
が
た
い
へ
ん
盛
ん
な
地
で
、
こ
の
村

出
身
の
鋳
物
師
が
全
国
で
活
躍
し
て
い
ま
し

た
。
近
辺
で
は
碧
南
の
国
松
家
、
岡
崎
の
木

村
家
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
平
坂
地
区
で
特
に
鋳
物
業
が
発
展

し
た
理
由
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

①

平
坂
港
が
あ
り
、
原
材
料
や
製
品
の
輸

送
に
都
合
が
良
か
っ
た
こ
と

②

矢
作
川
が
運
ん
だ
砂
が
鋳
物
砂
と
し
て

利
用
で
き
た
こ
と

③

三
河
三
都
（
豊
橋
・
岡
崎
・
西
尾
）
の

一
つ
と
し
て
、
釜
や
鍋
の
需
要
が
高
か
っ

た
こ
と

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
今
か
ら
3
5
0
年

ほ
ど
前
に
平
坂
の
地
で
鋳
物
づ
く
り
が
始
ま

り
ま
し
た
。

　
梵
鐘
造
り
か
ら
始
ま
っ
た
鋳
物
業

　
太
田
庄
兵
衛
・
甚
兵
衛
は
、
平
坂
三
問
屋

の
一
人
で
あ
っ
た
市
川
彦
三
郎
の
援
助
を
う

け
、
鋳
物
業
を
営
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

太
田
家
は
鍋
や
釜
な
ど
の
日
用
品
の
他
に
、

寺
院
の
梵
鐘
の
製
作
を
請
け
負
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

　
太
田
家
が
製
作
し
た
梵
鐘
の
中
で
最
も
古

い
も
の
は
、
1
6
7
2
（
寛
文
12
）
年
10
月

15
日
と
記
さ
れ
た
上
矢
田
町
桂
岩
寺
の
も
の

で
す
が
、
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

現
在
、
西
尾
市
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

田た

貫ぬ
き

徳と
く

受じ
ゅ

院い
ん

の
半
鐘
に
は
、
元
禄
12
（
1
6

9
9
）
年
の
銘
が
残
っ
て
お
り
、
作
者
太
田

庄
兵
衛
の
名
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
太
田
家
の
梵
鐘
製
作
が
一
番
盛
ん
だ
っ
た

の
は
、
1
7
0
0
年
代
で
し
た
。
西
浅
井
町

源
空
院
の
梵
鐘
を
皮
切
り
に
、
こ
の
1
0
0

年
間
で
27
も
の
梵
鐘
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

　
梵
鐘
か
ら
日
用
品
へ

　
1
8
0
0
年
代
に
入
り
、
生
産
の
中
心
が

梵
鐘
か
ら
鍋
や
釜
な
ど
の
日
用
品
に
移
行
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
近
隣
の
寺
院
か

ら
の
注
文
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
、
庶
民
の

生
活
向
上
に
よ
り
鍋
や
釜
の
需
要
が
増
え
た

こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
1
8
2
4
（
文
政
7
）
年
、
太
田
家
は
こ

れ
ま
で
よ
り
設
備
を
拡
大
し
、
日
用
品
の
注

文
増
加
に
対
応
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
太

田
家
と
同
じ
近
江
国
出
身
で
あ
り
、
須
田
町

で
開
業
し
て
い
た「
鍋
屋
」を
営
む
辻
利
八
が

そ
う
し
た
日
用
品
の
販
売
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　
明
治
期
、
太
田
家
は
鋳
物
業
で
得
た
収
益

を
土
地
購
入
へ
投
資
す
る
こ
と
で
大
地
主
と

な
り
ま
し
た
。「
三
河
国
幡
豆
郡
地
価
鏡
」
に

よ
る
と
、
10
代
太
田
倭
三
郎
の
時
に
は
、
地

価
額
で
郡
内
第
3
位
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
太
田
家
の
菩
提
寺
は
、
一
色
町
味
浜
に
あ

る
普
元
寺
で
す
が
、
代
々
の
墓
石
は
住
ま
い

に
近
い
楠
村
町
の
阿
弥
陀
院
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
傍
ら
に
倭
三
郎
の
墓
も
現
存
し
て
お
り
、

鋳
物
製
で
高
さ
1.8
ｍ
の
円
筒
形
の
一
段
と
目

立
つ
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
鋳
物
工
業
協
同
組
合
設
立

　
12
代
太
田
庄
三
の
時
、
2
0
0
年
以
上
に

わ
た
っ
て
栄
え
た
太
田
家
が
衰
退
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

庄
三
が
鋳
物
業
の
他
に
、
石
炭
・
塩
田
・
紡

績
な
ど
の
事
業
に
手
を
出
し
、
失
敗
し
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
1
8
9
4（
明
治
27
）年
、太
田
金
屋
が
廃

業
す
る
と
、
太
田
金
屋
の
番
頭
を
務
め
た
こ

と
の
あ
る
伊
藤
小
三
郎
が
買
収
に
乗
り
出
し

ま
し
た
。
小
三
郎
は
金
物
屋
と
し
て
販
路
を

広
げ
る
と
と
も
に
製
造
に
も
着
手
し
ま
し
た
。

平
坂
に
伊
藤
鋳
造
所
を
設
立
す
る
と
、
意
欲

的
に
規
模
の
拡
張
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
1
9
2
1
（
大
正
10
）
年
に
は
、
小
三
郎

を
初
代
理
事
長
と
し
て
平
坂
鋳
物
同
盟
会
が

結
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
名
称
変
更
を
幾

度
か
経
て
、
現
在
の
西
尾
市
鋳
物
工
業
協
同

組
合
と
な
り
ま
し
た
。

　
西
尾
市
に
は
丸
形
ポ
ス
ト
が
多
く
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
県
内
最
多
の
14
基
が
現
存
し
、

今
も
現
役
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な

赤
色
ポ
ス
ト
の
ほ
か
、
最
近
は
抹
茶
色
や
ピ

ン
ク
色
で
彩
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
丸
形
ポ
ス
ト
の
多
く
は
、
西
尾

市
内
の
鋳
物
工
場
で
製
造
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

伊
藤
小
三
郎
が
設
立
し
た
伊
藤
鋳
造
所
は
、

現
在
平
坂
鋳
工
と
名
称
を
変
更
し
て
い
ま
す

が
、
ポ
ス
ト
を
製
造
し
て
い
た
と
い
う
記
録

が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
地
元
で
息
づ
く
平
坂
の
鋳
物
業

　
西
尾
市
鋳
物
工
業
協
同
組
合
は
設
立
か
ら

1
0
0
年
を
超
え
ま
し
た
。
そ
の
記
念
事
業

の
一
つ
と
し
て
本
校
と
共
同
し
て
コ
ラ
ボ
企

画
が
始
ま
り
ま
し
た
。
実
際
に
鋳
型
・
砂
型

を
用
い
て
行
う
鋳
造
体
験
で
す
。
令
和
5
年

度
は
平
坂
小
学
校
5
年
生
が
自
分
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
形
ど
っ
た
鋳
物
を
製
作
し
ま

し
た
。
児
童
は
「
砂
型
を
使
う
こ
と
を
初
め

て
知
っ
た
」
「
鋳
物
作
り
が
盛
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
自
慢
し
て
い
き
た
い
」
等
の
感
想
を

も
ち
、
有
意
義
な
活
動
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
江
戸
時
代
か
ら
続
く
モ
ノ
づ

く
り
の
町
・
平
坂
の
鋳
物
業
は
今
も
地
元
で

し
っ
か
り
息
づ
い
て
い
ま
す
。
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