
　

あ
た
ら
し
い
藤
枝
市
史
の
編
さ
ん
は
、二
〇
世
紀
の
終
わ
り

に
近
い
平
成
十
年（
一
九
九
八
）に
始
ま
り
、二
十
一
世
紀
を
迎

え
た
の
ち
、十
五
年
を
要
し
て
終
了
し
た
大
き
な
文
化
事
業
で

し
た
。

　

こ
の
間
、平
成
二
十
一
年
に
岡
部
町
と
合
併
し
た
の
ち
、藤

枝
市
は
今
や
、静
岡
県
内
二
三
市
の
な
か
で
六
番
目
の
人
口
を

擁
す
る
都
市
に
発
展
し
て
い
ま
す
。
藤
枝
出
身
の
作
家
で
あ

る
藤
枝
静
男
が
、幼
い
頃
に
抱
い
て
い
た
と
い
う
、志
太
郡
第
一

の
文
化
の
中
心
地
と
し
て
の
誇
り
は
、こ
れ
か
ら
も
引
き
継
が

れ
、い
っ
そ
う
の
成
熟
へ
の
方
策
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、平
成
二
十
三
年
の
東
日
本
大
震
災
は
、日
常
と
非
常

の
い
の
ち
の
営
み
を
考
え
さ
せ
る
大
規
模
自
然
災
害
で
あ
り
、

長
く
記
憶
に
と
ど
め
て
、語
り
継
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

当
初
、十
三
年
間
の
予
定
で
始
ま
っ
た
編
さ
ん
事
業
は
、財

政
事
情
に
よ
り
二
年
延
長
さ
れ
て
十
五
年
間
に
及
び
ま
し
た
。

具
体
的
な
成
果
と
し
て
、通
史
編
二
冊
、資
料
編
五
冊
、別
編

民
俗
一
冊
を
始
め
、大
正
時
代
の
未
刊
行
の
旧
村
誌
な
ど
を
公

刊
し
た
市
史
叢
書
一
六
冊
、市
史
研
究
一
三
号
、市
史
だ
よ
り

二
八
号
の
刊
行
物
の
他
、編
さ
ん
中
の
調
査
研
究
成
果
を
市

民
に
解
説
す
る
市
民
学
習
会
二
四
回
、通
史
編
の
成
果
の
要

所
を
紹
介
す
る
市
史
講
座
一
五
回
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
回
を
開

催
し
ま
し
た
。
昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）の
市
制
施
行
十

周
年
記
念
事
業
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、上
・
下
二
冊
の
市
史

を
継
承
し
つ
つ
も
一
新
す
る
内
容
に
な
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

過
去
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、こ
れ
か
ら
の
険

し
い
道
の
り
を
確
か
な
足
取
り
で
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私

た
ち
の
力
を
尽
し
た
市
史
が
、そ
の
た
め
の
拠
る
べ
き
礎
に
な

る
と
と
も
に
、編
さ
ん
事
業
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、郷
土
博
物

館
に
保
管
さ
れ
る
約
二
九
万
点
も
の
資
料
が
、藤
枝
市
民
の
大

切
な
財
産
と
し
て
、広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

編
さ
ん
事
業
に
あ
た
っ
て
、惜
し
み
な
い
ご
支
援
と
ご
協
力

を
寄
せ
ら
れ
た
す
べ
て
の
方
々
の
お
力
が
な
け
れ
ば
、円
滑
な

進
行
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
終
り
に
あ
た
っ
て
、深
い
謝

意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
長
・
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授
）

『藤枝市史』通史編上 刊行記念シンポジウムの様子
（平成２２年７月１９日開催、一番左が筆者）
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市
史
編
さ
ん
の
委
員
三
一
名
が
執
筆
し
、豊
富
な
カ

ラ
ー
図
版
を
用
い
て
、九
〇
項
目
・
二
七
コ
ラ
ム
を
通
し

て
、原
始
か
ら
現
代
ま
で
の
藤
枝
市
の
歴
史
ト
ピ
ッ
ク
ス

を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

● 

体
　
　
裁　
Ａ
４
版
、フ
ル
カ
ラ
ー
、２
０
８
ペ
ー
ジ

● 

販
売
価
格　
一
冊
八
〇
〇
円

● 

販
売
場
所　
藤
枝
市
郷
土
博
物
館
・
文
学
館

❖
❖
❖ 

事
務
局 

編
集
後
記 

❖
❖
❖

　

十
五
年
間
に
わ
た
っ
た
平
成
の
藤
枝
市
史
編
さ
ん
事
業

が
無
事
終
了
し
ま
し
た
。こ
の
間
、事
業
に
携
わ
っ
た
委
員・

事
務
局
職
員
の
総
人
数
は
、一
〇
〇
名
以
上
に
の
ぼ
り
ま

す
。
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を
は
じ
め
、本
当
に
大
勢

の
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
市
史
編
さ
ん
事
業
が
支
え
ら
れ
、

成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

　

得
難
い
人
の
出
会
い
と
交
流
、貴
重
な
資
料
の
発
見
と

調
査
の
実
績
が
蓄
積
さ
れ
、そ
れ
ら
が
事
業
に
関
わ
っ
た

人
た
ち
の
成
長
の
糧
と
な
り
、豊
か
な
研
究
成
果
を
生
み

出
す
土
台
に
な
り
ま
し
た
。
事
業
終
了
に
あ
た
り
、物
故

者
を
含
め
、市
史
編
さ
ん
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
皆
様
に

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。



　

藤
枝
市
の
指
定
史
跡
に
な
っ
て
い
る
花
倉
城
跡
は
、藤
枝

市
街
北
方
の
烏え

帽ぼ

子し

形が
た

山や
ま（
標
高
三
九
二
．
七
メ
ー
ト
ル
）の

東
に
連
な
る
山さ
ん

塊か
い

頂
上（
標
高
二
九
七
メ
ー
ト
ル
）付
近
を
中

心
に
縄な

わ

張ば

り
を
も
つ
山
城
跡
で
す
。
現
在
、山
頂
の
二
の
曲

輪
付
近
か
ら
は
南
側
の
眺
望
が
開
け
て
い
て
、花
倉
や
下
之

郷
の
集
落
を
見
下
ろ
し
、藤
枝
や
焼
津
の
街
の
先
に
駿
河
湾

を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
花
倉
城
は
ま
た
、天
文
五

年（
一
五
三
六
）の
花
蔵
の
乱
に
か
か
わ
る
文
書
に
記
さ
れ
る

「
葉は

梨な
し

城じ
ょ
う」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
城
跡
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、花
倉
城
跡
は
今
川

範の
り

国く
に

が
葉は
な
し
の
し
ょ
う

梨
荘
を
与
え
ら
れ
て
以
来
の
今
川
氏
の
動
静
に
合

わ
せ
て
築
城
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、こ
れ
ま
で
に
花
倉
城
跡
で
正
確
な
地
形
測
量
や
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、い
つ
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
築

城
さ
れ
た
の
か
や
、後
に
こ
の
地
域
を
支
配
す
る
武
田
氏
や

徳
川
氏
に
よ
る
改
修
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
な
ど
は
不
明
の

ま
ま
で
す
。

　

藤
枝
市
史
の
編
さ
ん
に
あ
た
っ
て
、花
倉
城
跡
の
調
査
も

検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、多
く
の
課
題
を
抱
え
る
中
で
な
か
な

か
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、通
史
編
の
刊
行
を
終

え
た
平
成
二
十
三
年
冬
、残
さ
れ
た
課
題
を
検
討
す
る
中
で

花
倉
城
跡
の
調
査
が
再
検
討
さ
れ
、考
古
担
当
で
本
曲く

る

輪わ

と

二
の
曲
輪
を
中
心
と
し
た
測
量
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
調
査
は
平
成
二
十
四
年
三
月
と
翌
年
二
月

～
三
月
の
二
回
に
分
け
て
実
施
し
、平
板
と
光
波
測
距
儀
と

い
う
測
量
器
材
を
用
い
て
、地
形
の
傾
斜
変

換
線
と
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
刻
み
の
等

高
線
を
記
録
す
る
方
法
で
測
量
図
を
作
成

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、図
示
し
た
地
形
の

細
部
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
一
定
程
度
正
確
な
測
量
図

が
完
成
し
ま
し
た
。

　

北
側
の
最
高
所
の
本
曲
輪
か
ら
一
段
下
が
っ
て
堀
切
１
を

挟
ん
で
続
く
二
の
曲
輪
、そ
の
南
西
側
の
堀
切
２
と
い
っ
た

配
置
は
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
通
り
で
す
が
、そ
れ
ぞ

れ
の
正
確
な
位
置
や
規
模
な
ど
が
分
か
り
ま
す
。
本
曲
輪
の

南
側
の
や
や
鍵か
ぎ

形が
た

に
曲
が
っ
て
突
出
す
る
部
分
は
二
の
曲
輪

の
南
北
主
軸
方
向
に
連
な
っ
て
お
り
、も
と
の
地
形
を
残
し

て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
本
曲
輪
南
側
の
東

斜
面
に
は
、堀
切
１
と
並
行
す
る
よ
う
に
竪た
て

堀ぼ
り

状
の
溝
が
確

認
で
き
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、

二
の
曲
輪
の
土

塁
の
形
状
や
曲

輪
に
付
帯
す
る

新
た
な
い
く
つ

か
の
平
場
を
確

認
し
た
り
、本
曲

輪
西
側
の
谷
筋

に
は
井
戸
跡
で

は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
窪く

ぼ

み

を
確
認
す
る
な

ど
、細
部
の
発
見

や
課
題
も
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
図
に
よ
っ
て
、あ
ら
た
め
て
正
確
な
縄

張
り
を
復
元
し
た
り
、さ
ら
な
る
発
掘
調
査
の
た
め
の
指
針

を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。

　

市
史
編
さ
ん
の
な
か
で
中
世
に
つ
い
て
は
、鬼き

岩が
ん

寺じ

の
中

世
墓
や
徧へ

ん

照じ
ょ
う

光こ
う

寺じ

を
含
め
た
石
塔
群
の
調
査
を
行
い
ま
し

た
が
、そ
の
成
果
か
ら
も
中
世
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
藤
枝

で
有
力
者
層
が
活
躍
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

葉
梨
の
寺じ

家け

前ま
え

遺
跡
で
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、今
川
氏

が
こ
の
地
に
入
る
以
前
と
み
ら
れ
る
屋
敷
地
が
発
見
さ
れ
て

お
り
、開
発
領
主
の
存
在
が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
川
氏

ゆ
か
り
と
さ
れ
る
花
倉
の
郷
や
花
倉
城
跡
に
は
、ま
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
長
期
に
わ
た
る
中
世
の
歴
史
が
埋
も
れ
て
い
る

も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

（
考
古
担
当
専
門
委
員
　
篠
原
和
大
／
静
岡
大
学
人
文
社
会
学
部
准
教
授
）
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江
戸
時
代
初
期
、市い
ち
べ部
村
と
五い
か
る
み

十
海
村
は
、水
不
足
に
苦

し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、両
村
は
若
王
子
村
と
協
議

し
、代
替
地
一
町
を
渡
す
か
わ
り
に
若に
ゃ
く
お
う
じ

王
子
村
の
地
内
に
溜た
め

池い
け

を
つ
く
ら
せ
て
も
ら
い
、そ
こ
か
ら
水
を
引
く
こ
と
に
し

ま
す
。
慶
長
十
五
年(

一
六
一
〇)
に
三
か
村
は
、駿
府
町
奉

行
・
彦
坂
九
兵
衛
へ
願
い
出
て
許
可
を
も
ら
い
、同
十
八
年

（
一
六
一
三
）
に
若
王
子
村
内
に
溜
池
を
完
成
さ
せ
ま
す
。
こ

れ
が
蓮
華
寺
池（
江
戸
時
代
に
は
蓮
花
寺
池
と
も
書
き
ま
し

た
）で
す
。
蓮
華
寺
池
の
水
は
、蓮
華
寺
池
用
水
に
よ
り
市
部
・

五
十
海
両
村
へ
も
た
ら
さ
れ
、両
村
の
田
地
を
潤う
る
おし
ま
し
た
。

　

市
部
・
五
十
海
両
村
に
と
っ
て
蓮
華
寺
池
の
水
は
、両
村

が
農
業
を
営
む
う
え
で
必
要
不
可
欠
で
し
た
。
し
か
し
、池

を
抱
え
る
若
王
子
村
は
、瀬
戸
川
な
ど
か
ら
十
分
な
農
業
用

水
を
確
保
で
き
、蓮
華
寺
池
の
水
が
多
少
減
っ
て
も
影
響
が

な
か
っ
た
た
め
、い
つ
し
か
蓮
華
寺
池
を
耕
地
と
し
て
開
発

し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
立
場
の
違
い
か

ら
、蓮
華
寺
池
と
そ
の
用
水
の
管
理
・
利
用
を
め
ぐ
っ
て
、市

部
・
五
十
海
両
村
と
若
王
子
村
と
の
間
で
何
度
と
な
く
争そ
う

論ろ
ん

が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

最
初
に
争
論
が
起
き
た
の
は
宝
永
七
年（
一
七
一
〇
）の
こ

と
で
す
。
こ
の
年
、若
王
子
村
が
領
主
の
田
中
藩
へ
蓮
華
寺

池
の
開
発
を
願
い
出
ま
す
。
当
然
、市
部
・
五
十
海
両
村
は

こ
れ
に
強
く
反
対
し
ま
し
た
。
結
局
、市
部
・
五
十
海
側
の

主
張
が
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
、開
発
は
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

享
保
九
年（
一
七
二
四
）に
も
蓮
華
寺
池
の
水
の
管
理
を
め

ぐ
り
争
い
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
の
年
五
月
、日
照
り
だ
っ

た
た
め
、三
か
村
立
ち
会
い
で
水
門
を
開
け
、市
部
・
五
十
海

両
村
へ
水
を
引
い
た
と
こ
ろ
、翌
日
に
若
王
子
村
が
勝
手
に

水
門
を
閉
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
両
村
は
若
王
子
村
へ
抗
議
し

ま
し
た
が
、若
王
子
村
は
蓮
華
寺
池
は
自
村
の
も
の
で
あ
り
、

水
が
少
な
い
た
め
渡
せ
な
い
と
返
事
し
、両
村
の
言
い
分
を

は
ね
の
け
た
た
め
、や
む
を
得
ず
両
村
は
田
中
藩
へ
訴
え
て

い
ま
す
。
こ
の
訴
え
に
対
し
て
田
中
藩
は
、三
か
村
へ
水
を

等
分
に
分
配
す
る
よ
う
申
し
付
け
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、元
文
二
年（
一
七
三
七
）
に
蓮
華
寺
池
の
干か
ん

拓た
く

を

め
ぐ
る
争
い
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
は
、若
王
子
村

側
が
干
拓
を
進
め
た
こ
と
、池
の
管
理
か
ら
締
め
出
さ
れ
た

こ
と
を
不
服
に
思
っ
た
市
部
・
五
十
海
両
村
が
田
中
藩
に
訴

え
出
て
い
ま
す
。
吟
味
の
結
果
、市
部
・
五
十
海
側
の
主
張

が
お
お
む
ね
認
め
ら
れ
、三
か
村
で
共
同
管
理
す
る
よ
う
命

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

若
王
子
村
と
市
部
・
五
十
海
村
と
の
争
い
は
、明
治
時
代

に
な
っ
て
も
続
き
ま
す
。
明
治
二
年（
一
八
六
九
）、若
王
子

村
は
田
中
藩
に
代
わ
っ
て
新
し
い
領
主
と
な
っ
た
静
岡
藩
に

対
し
、新
た
に
発
見
さ
れ
た
湧
き
水
を
使
用
す
れ
ば
水
不
足

に
な
ら
な
い
と
市
部
・
五
十
海
両
村
に
内
緒
で
申
し
入
れ
、

蓮
華
寺
池
の
干
拓
許
可
を
得
ま
す
。
し
か
し
、こ
れ
も
最
終

的
に
は
市
部
・
五
十
海
両
村
が
粘
り
強
く
静
岡
藩
へ
干
拓
中

止
の
交
渉
を
し
た
こ
と
、ま
た
、若
王
子
村
が
蓮
華
寺
池
の
代

わ
り
に
な
る
と
主
張
し
た
湧
き
水
が
日
照
り
時
に
は
両
村
へ

た
ど
り
つ
く
前
に
地
面
に
し
み
こ
ん
で
し
ま
い
使
い
物
に
な

ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、干
拓
は
中
止
に

な
り
ま
す
。
な
お
、こ
の
事
件
の
後
、両
村
と
若
王
子
村
は
和

解
し
、以
後
大
き
な
争
い
は
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、蓮
華

寺
池
は
干
拓
さ
れ
ず
に
、築
造
か
ら
四
〇
〇
年
経
っ
た
今
も

そ
の
姿
を
残
し
、藤
枝
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
近
世
担
当
調
査
委
員
　
長
屋
隆
幸
／
愛
知
県
立
大
学
非
常
勤
講
師
）
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蓮
華
寺
池
を
め
ぐ
る
市い

ち

べ部
・
五い

か

る

み

十
海
・
若に

ゃ
く
お
う
じ

王
子
三
か
村
の
争
い

二
〇
一
三
年
は
蓮
華
寺
池
普
請
か
ら
四
〇
〇
年

若王子村絵図に描かれた江戸時代の蓮華寺池（藤枝小学校所蔵）



　

藤
枝
市
内
に
は
、江
戸
時
代
の
東
海
道
の
宿
場
町
が
二
つ
あ

り
ま
す
。
品
川
か
ら
数
え
て
二
十
一
番
目
の
岡
部
宿
と
、二
十
二

番
目
の
藤
枝
宿
で
す
。宿
場
町
で
は
一
般
的
に
、荷
物
の
取
次
や
、

旅
人
の
た
め
の
宿
泊
施
設
や
茶
屋
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
建
物
が
軒

を
連
ね
て
町
並
み
を
形
成
し
ま
す
。
な
か
で
も
本
陣
は
、参
勤

交
代
の
大
名
や
公
家
・
幕
府
の
役
人
が
宿
泊
や
休
憩
を
す
る
と

こ
ろ
で
、宿
場
町
の
中
で
最
も
格
式
の
高
い
施
設
で
す
。

　

岡
部
宿
で
は
二
軒
の
本
陣
が
あ
っ
た
こ
と
が
古
文
書
や
絵
図

な
ど
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
う
ち
内
野
氏
が
経
営
し
た

本
陣
は
そ
の
敷
地
が
ほ
ぼ
当
時
の
ま
ま
残
り
、藤
枝
市
指
定
史

跡「
岡
部
宿
本
陣
址
」（
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
指
定
）と
し

て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

内
野
本
陣
の
建
物
に
つ
い
て
は
、十
四
代
将
軍
徳
川
家い
え

茂も
ち
の

上
洛
に
あ
た
っ
て
行
列
の
通
行
の
準
備
と
し
て
宿
泊
の
部
屋

割
り
を
し
た
、慶
応
元
年（
一
八
六
五
）の
間
取
図
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
資
料
に
よ
る
と
本
陣
建
物
は
、間
口
十
五
間
・

裏
門
ま
で
の
奥
行
二
十
九
間
で
、百
七
十
四
坪
・
惣
畳
数　

百
二
十
九
畳
半
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
も
格
式
の
高
い
御ご

上
じ
ょ
う

段だ
ん
の
間（
床と
こ

間の
ま

付
）
八
畳
、次
の
間
八
畳
の
ほ
か
十
三
部
屋
、こ

の
ほ
か
玄
関
や
台
所
、湯ゆ

殿ど
の

、雪せ
っ

隠ち
ん
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

平
成
二
十
二
年
四
～
六
月
に
は
、史
跡
整
備
事
業
に
先
立
っ

て
本
陣
の
建
物
遺
構
の
保
存
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
試
掘

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
敷
地
内
に
は
井
戸
が
残
っ
て
お
り
、

江
戸
時
代
か
ら
残
存
す
る
こ
と
が
確
実
な
遺
構
で
あ
る
こ
と
か

ら
、間
取
図
と
現
地
を
比
較
す
る
う
え
で
重
要
な
手
掛
か
り
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、宿
場
町
で
は
た
び
た
び
火
災
が
あ
っ
た

こ
と
が
記
録
に
み
え
ま
す
が
、発
掘
調
査
で
は
高
熱
を
受
け
た

こ
と
を
示
す
赤
褐
色
の
土
と
、炭
化
物
が
混
入
す
る
土
層
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
層
が
遺
構
の
年
代
を
考
え
る
上
で
の
判

断
の
基
準
と
な
り
ま
し
た
。調
査
実
施
時
に
存
在
し
た
住
宅
は
、

建
物
基
礎
の
礎
石
が
こ
の
焼
土
を
含
む
整
地
層
の
上
面
に
あ
る

こ
と
か
ら
明
治
時
代
以
降
に
建
築
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。

　

調
査
で
は
、井
戸
か
ら
約
一・二
メ
ー
ト
ル
南
の
と
こ
ろ
で
街

道
に
直
交
す
る
方
向
に
並
ぶ
石
列
が
、約
七
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
石
材
は
、幅
三
〇
～
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
山
石
と
幅
約
二
〇
～
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
や
や
小
ぶ

り
な
河
原
石
が
、横
口
面
を
揃
え
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
間

取
図
と
比
較
す
る
と
、ほ
ぼ
一
致
す
る
場
所
が
認
め
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、こ
の
石
列
は
江
戸
時
代
後
期
～
末
期
の
本
陣
建
物
の
基

壇
の
一
部
に
相
当
す
る
構
造
物
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
、近
現
代
以
降
に
、江
戸
時
代
の
本
陣
建
物
が

そ
の
機
能
を
終
え
た
後
に
も
、引
き
続
き
住
宅
が
建
築
さ
れ
た

り
、庭
園
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
江
戸
時
代
の
遺
構

が
失
わ
れ
た
場
所
も
あ
り
ま
す
が
、本
陣
建
物
の
遺
構
の
一
部
は

地
下
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
本
陣
跡
の

史
跡
で
は
、本
陣
建
物
の
規
模
が
体
感
で
き
る
よ
う
な
遺
構
表

示
を
行
う
な
ど
の
整
備
が
計
画
さ
れ
、藤
枝
の
貴
重
な
歴
史
資

源
を
活
か
し
て
、市
民
を
は
じ
め
ひ
ろ
く
来
訪
者
を
集
め
る
場

と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
考
古
担
当
調
査
委
員
　
岩
木
智
絵
／
藤
枝
市
市
民
文
化
部
文
化
財
課
）
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本陣建物の基壇とみられる石列の検出状況

本陣間取図と試掘調査トレンチ配置図

街
道
の
歴
史
を
伝
え
る
岡
部
宿
の
本
陣
跡


