
藤
の
花
と
藤
枝

　

龍
勢
花
火
の
打
ち
揚
げ
で
知
ら
れ
る
藤
枝
市
岡
部
町
朝
比

奈
の
殿と
の
に
、虫
送
り
と
よ
ぶ
行
事
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
平
成

二
十
四
年
八
月
二
十
三
日
、西
の
山
端
に
日
が
落
ち
る
の
を

待
っ
て
、虫
送
り
は
始
ま
り
ま
し
た
。
龍
勢
の
発
射
台（
タ
テ

ジ
）の
建
つ
付
近
、西
河
原
と
よ
ぶ
田
ん
ぼ
の
端
で
、松た
い

明ま
つ
に

火
を
点つ

け
る
と
い
よ
い
よ
出
発
と
な
り
ま
す
。

　
　

カ
ー
ン　

カ
ー
ン　

カ
ン
カ
ン　

カ
ー
ン

　
　

何
ん
の
虫　
お
ー
く
ー
る　

　
　

カ
ー
ン　

カ
ー
ン　

カ
ン
カ
ン　

カ
ー
ン

　
　

田
の
虫　
お
ー
く
ー
れ
や

　
　

カ
ー
ン　

カ
ー
ン　

カ
ン
カ
ン　

カ
ー
ン

　
　

青
田
の
虫　
お
ー
く
ー
れ
や

　

鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、子
供
た
ち
が
手
に
手
に
火
を

点と
も

し
た
松
明
を
持
っ
て
田
ん
ぼ
中
の
大お
お

畔あ
ぜ

を
進
ん
で
行
き
ま

す
。
ま
だ
青
い
田
ん
ぼ
中
の
大
畔
を
進
む
と
、耕
作
者
が
自
分

の
田
の
脇
に
、枯
れ
た
竹
を
束
ね
た
虫
退
治
の
大
松
明
を
立
て

て
あ
り
、こ
れ
に
子
供
た
ち
は
点
火
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
戦
前

は
、キ
ュ
ウ
リ
や
瓜
の
垣
根
に
使
っ
た
竹
を
、長
さ
一ｍ
ほ
ど
に

揃
え
、直
径
二
〇
cm
ほ
ど
に
束
ね
て
松
明
と
し
た
の
で
す
が
、

現
在
は
松
の
根
を
割
っ
た
肥
松
を
青
竹
の
先
に
結ゆ

わ
え
た
も

の
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
殿
の
虫
送
り
に
は
、毎
年
殿
に
住

む
朝
比
奈
第
一
小
学
校
の
一
年
生
か
ら
六
年
生
が
参
加
し
て
い

ま
す
。
平
成
二
十
四
年
は
二
〇
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

虫
送
り
は
稲
に
つ
く
害
虫
を
追
い
払
う
行
事
で
、虫
追
い
、

虫
祈き

祷と
う

、実さ
ね

盛も
り

送
り
、ウ
ン
カ
送
り
な
ど
と
も
よ
び
、農
薬
に

よ
る
駆
除
が
行
わ
れ
る
ま
で
は

日
本
各
地
の
農
村
で
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

殿
の
虫
送
り
は
、一
度
中
断

し
て
い
る
そ
う
で
す
。
と
い
う

の
は
、戦
争
の
さ
な
か
、昭
和

十
六
年（
一
九
四
一
）
頃
、灯
火
管
制
の
も
と
で
松
明
を
点
し
て

の
行
列
は
ま
ず
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
止
め
に
し
た
も
の
が
、

戦
後
も
そ
の
ま
ま
に
な
り
し
ば
ら
く
中
断
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
朝
比
奈
寿
郎
さ
ん
（
大
正
十
五
年
生
）に
よ
れ
ば
、

戦
後
す
ぐ
に
復
活
す
る
か
と
思
っ
た
が
、稲
の
害
虫
を
送
る
行

事
は
、誘ゆ
う

蛾が

灯と
う
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
誘
蛾
灯
は

田
ん
ぼ
の
あ
ち
こ
ち
に
点
さ
れ
、こ
の
光
に
害
虫
の
ニ
カ
メ
イ

チ
ュ
ウ
や
ア
キ
ウ
ン
カ
が
誘
わ
れ
て
飛
ん
で
く
る
と
、油
を
ひ
い

た
皿
に
落
ち
る
仕
組
み
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、誘
蛾

灯
に
代
わ
っ
て
、今
度
は
強
烈
な
農
薬
が
登
場
。
ホ
リ
ド
ー
ル

と
よ
ぶ
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
農
薬
で
、た
し
か
に
害
虫
の
ニ
カ

メ
イ
チ
ュ
ウ
や
ア
キ
ウ
ン
カ
を
駆
除
し
た
の
で
す
が
、田
ん
ぼ
に

生
息
し
て
い
た
ド
ジ
ョ
ウ
や
フ
ナ
、モ
ロ
ゴ
、メ
ダ
カ
な
ど
の
姿

も
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

朝
比
奈
寿
郎
さ
ん
が
戦
前
体
験
し
た
虫
送
り
は
、二
十
三

日
か
ら
四
、五
日
続
け
て
行
わ
れ
、
最
終
日
に
、
殿
地
区
の

五い

十か

又ま
た
、西
に
し
の

平た
い
ら、二ふ
た
ッつ

谷や

の
各
部
落
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
子
供
た
ち

が
松
明
を
持
っ
て
行
列
し
、朝
比
奈
川
に
架
か
る
殿
橋
手
前
で

合
流
し
て
川
ま
で
送
っ
た
そ
う
で
す
。
殿
橋
の
た
も
と
で
は
総そ
う

善ぜ
ん

寺じ

の
和
尚
さ
ん
が
、施せ

餓が

鬼き

棚だ
な
の
前
で
お
経
を
読
誦
し
た
の

だ
と
い
い
ま
す
。

　
二
十
三
日
を
目
安
に
何
日
か
連
日
虫
送
り
を
行
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
か
ら
、こ
の
行
事
が
年
中
行
事
で
あ
り
な
が
ら
、実

質
的
に
稲
の
害
虫
駆
除
を
目
的
に
し
た
農
作
業
の
一つ
と
し
て

実
地
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
例
年
八
月
二
十
三

日
は
、
殿
の
総

善
寺
の
六
地
蔵

さ
ん
の
縁
日
と

川
施
餓
鬼
の
日

で
、
こ
れ
を
目

安
に
毎
年
行
わ

れ
て
き
た
よ
う

で
す
。

　

さ
て
、
戦
中

に
中
断
し
た
虫

送
り
は
、
戦
後

は
誘
蛾
灯
と

農
薬
で
稲
の
害

虫
が
駆
除
さ

れ
す
っ
か
り
忘

れ
ら
れ
た
ま
ま

だ
っ
た
の
で
す
が
、夏
の
風
物
詩
と
し
て
次
世
代
に
つ
な
げ
よ

う
と
昭
和
五
十
七
年
の
夏
に
復
活
し
ま
し
た
。

　
　

カ
ー
ン　

カ
ー
ン　

カ
ン
カ
ン　

カ
ー
ン

　
　

何
ん
の
虫　
お
ー
く
ー
る　

　
　

カ
ー
ン　

カ
ー
ン　

カ
ン
カ
ン　

カ
ー
ン

　
　

田
の
虫　
お
ー
く
ー
れ
や

　

大
田
圃
の
大
畔
を
行
く
こ
ろ
に
は
す
っ
か
り
暗
く
な
り
、点

火
さ
れ
た
大
松
明
の
灯
り
が
幻
想
的
で
す
。
行
列
は
総
善
寺

前
の
橋
の
脇
に
設
え
た
施
餓
鬼
棚
が
終
点
で
、子
供
た
ち
は
こ

こ
で
松
明
を
置
き
、六
地
蔵
さ
ん
に
お
参
り
し
て
か
ら
、五
色

団
子
に
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
、飲
み
物
と
お
菓
子
を
い
た
だ
い
て
解

散
と
な
り
ま
す
。
こ
の
詩
情
あ
ふ
れ
る
虫
送
り
と
い
う
地
域

の
行
事
を
見
て
、こ
う
い
う
も
の
が
子
供
た
ち
に
郷
土
愛
を
育

む
の
だ
と
深
く
感
じ
入
り
ま
し
た
。

（
民
俗
担
当
調
査
委
員
　
八
木
洋
行
／
民
俗
学
研
究
家
）

　

晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
、濃
き
淡
き
紫
の
花
房
を
つ
け
る

フ
ジ
は
、『
万
葉
集
』に
も
詠よ

ま
れ
、ま
た
『
枕
草
子
』に
「
あ

て
な
る
（
上
品
な
）も
の
」、『
源
氏
物
語
』に
「
心
に
く
く
あ

は
れ
に
お
ぼ
え
は
べ
る
（
お
く
ゆ
か
し
く
し
み
じ
み
と
お
も

し
ろ
く
思
わ
れ
る
）」
な
ど
、古
人
た
ち
か
ら
賛
語
を
与
え
ら

れ
ま
し
た
。

　

草
木
に
深
く
親
し
ん
だ
幸こ

う

田だ

露ろ

伴は
ん

は
、『
源
氏
物
語
』
藤

裏
葉
の
一
文
を
引
き
（
袴
田
光
康
／
静
岡
大
学
准
教
授
の
示

教
）、「
花
の
中
に
も
い
と
物
静
か
に
し
て
而し
か

も
艶
な
る
も
の

な
れ
。（
中
略
）
此こ
の

花
を
見
れ
ば
我
が
心
は
天
に
も
つ
か
ず
地

に
も
つ
か
ぬ
空
に
漂
ひ
て
、物
を
思
ふ
に
も
無
く
思
は
ぬ
に

も
無
き
境
に
遊
ぶ
な
り
」（「
花
の
い
ろ
〳
〵
」）
と
、も
の
静

か
で
艶
な
る
お
も
む
き
の
藤
の
花
に
魅
入
ら
れ
た
思
い
を
綴つ

づ

り
ま
し
た
。
露
伴
の
藤
の
随
筆
に
、の
ち
に
気
づ
い
た
娘
の

文あ
や

は
、父
は
藤
の
花
の
優
雅
な
情
緒
を
讃た
た

え
て
い
た
、と
察
し

て
い
ま
す
（
幸
田
文『
木
』藤
）。

　

藤
に
ゆ
か
り
あ
る
藤
枝
の
地
を
旅
し
て
詠
ま
れ
た
最
初
の

和
歌（
地
名「
藤
枝
」の
初
見
で
も
あ
る
）は
、和
歌
・
蹴け

鞠ま
り

の

師
範
と
し
て
、京
都
・
鎌
倉
間
を
何
度
も
往
来
し
た
飛あ
す

鳥か

井い

雅ま
さ

経つ
ね

の
、

　
　

は
る
を
ま
つ
な
げ
き
は
た
れ
も
あ
る
も
の
を　

お
な
じ
か
れ
葉
の
ふ
ぢ
え
だ
の
さ
と　
　

で
、鎌
倉
時
代
の
早
い
時
期
の
作
で
す
。「
は
る
を
ま
つ
」「
か

れ
葉
の
」
と
い
う
表
現
か
ら
、こ
れ
が
詠
ま
れ
た
の
は
冬
で
、

雅
経
は
自
ら
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
雅み
や
びな
花
を
眼
に
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
四
〇
〇
年
後
の
慶
長
十
五
年

（
一
六
一
〇
）十
二
月
九
日
、京
都
神
竜
院
住
職
の
梵ぼ
ん

舜し
ゅ
んは
、甥

兼
治
の
子
萩
原
兼か
ね

従よ
り

と
と
も
に
駿
府
に
向
か
う
途
中
、藤
枝

に
一
泊
し
、藤
の
花
に
は
季
節
は
ず
れ
の
寒
中
、花
の
咲
き
匂

う
春
景
を
想
っ
て
詠
ん
だ
和
歌
を
、日
記
の
『
舜

し
ゅ
ん

旧き
ゅ
う

記き

』
に

書
き
留
め
て
い
ま
す
。

　

冬
な
れ
ど
春
の
気
色
の
な
が
め
こ
そ　
咲
ぬ
梢
の
花
も
藤
が
枝

　

梵
舜
は
、儒
教
・
仏
教
な
ど
の
諸
思
想
の
根
本
に
神
道
を

お
く
唯
一
神
道（
吉
田
神
道
）を
大
成
し
た
吉
田
兼か

ね

俱と
も

の
玄
孫

（
四
代
目
）で
、吉
田
社
社
務
の
兄
兼
見
を
助
け
て
、没
後
の
豊

臣
秀
吉
を
豊
国
大
明
神
と

し
て
祭
り
、豊
国
社
の
創
建

と
秀
吉
の
神
格
化
を
主
導

し
ま
し
た
。
ま
た
、梵
舜
は

徳
川
家
康
の
葬
儀
と
久
能

山
へ
の
埋
葬
を
取
り
仕
切

り
ま
し
た
。
し
か
し
、の
ち

に
天
海
の
異
議
を
う
け
て
、

家
康
は
天
台
宗
の
神
道
説

で
あ
る
山さ

ん

王の
う

一い
ち

実じ
つ

神
道
で

祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、神

号
も
大
明
神
で
は
な
く
大

権
現
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

慶
長
十
五
年
九
月
二
日
、

兼
見
の
急
死
に
よ
り
、
吉

田
社
と
豊
国
社
は
危
機
を

迎
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
間

も
な
い
十
月
、梵
舜
か
ら
京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
に
打
診
さ

れ
た
兼
従
の
駿
府
の
家
康
へ
の
お
礼
は
、「
千
万
無
用
」
と
し

て
延
期
に
な
り
ま
し
た
。
秀
吉
・
家
康
に
重
用
さ
れ
た
細
川

幽
斎
が
八
月
二
十
日
に
没
し
た
の
ち
、十
一
月
二
十
四
日
に

な
っ
て
、そ
の
子
忠
興（
豊
前
中
津
藩
主
、の
ち
肥
後
細
川
家

初
代
）
が
兼
従
の
関
東
下
向
を
勧
め
、二
十
六
日
に
は
徳
川

秀
忠
よ
り
兼
従
に
豊
国
社
の
山
城
国
一
万
石
の
社
領
が
改
め

て
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、兼
見
の
子
の
兼
治
に
吉
田
社
務

を
相
続
さ
せ
、豊
国
社
は
そ
の
子
の
兼
従
に
梵
舜
を
後
見
と

し
て
許
さ
れ
ま
し
た
。
同
じ
日
に
板
倉
勝
重
の
も
と
に
参
上

し
た
梵
舜
に
、兼
従
の
家
康
へ
の
お
礼
を
一
度
は
無
用
と
し

た
勝
重
は
、年
内
に
駿
府
へ
下
向
す
る
よ
う
伝
え
て
い
ま
す
。

二
か
月
余
り
の
間
に
豊
国
社
が
危
機
を
脱
し
た
の
は
、忠
興

ら
の
政
治
力
と
忠
興
の
姉
妹
で
あ
る
兼
従
の
母
に
よ
る
、ま

だ
二
一
歳
の
兼
従
と
豊
国
社
の
処
遇
に
つ
い
て
の
配
慮
が
効

を
奏
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
経
緯
に
よ
り
、五
八
歳

の
伯
父
梵
舜
が
随
行
し
て
、兼
従
の
家
康
へ
の
挨
拶
と
な
っ

た
わ
け
で
す
。
梵
舜
に
と
っ
て
は
、二
年
前
の
八
月
以
来
の

駿
府
訪
問
で
し
た
。

　

十
二
月
十
日
に
江
戸
城
か
ら
駿
府
城
に

戻
っ
て
二
日
後
の
家
康
に
、ま
ず
挨
拶
し
た
梵

舜
は
、桐
箱
に
収
め
る
『
増
注
和
剤
方
』
十
二

冊
を
献
上
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
宋
代

に
出
版
さ
れ
た
処
方
集『
増
註
和
剤
局
方
』
の

こ
と
で
、今
も
病
後
の
体
力
増
強
な
ど
に
使
わ

れ
る
補
中
益
気
湯
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
薬

剤
に
強
い
関
心
を
も
つ
家
康
は
「
一
段
御
気

色
入
御
機
嫌
」
と
、た
い
そ
う
な
ご
機
嫌
で
し

た
。
い
ま
久
能
山
東
照
宮
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
『
和
剤
局
方
』
は
、宇
喜
多
秀
家
が
朝
鮮
出

兵
の
際
に
入
手
し
た
朝
鮮
版
で
、梵
舜
献
上
本

と
は
異
な
っ
て
お
り
、そ
の
行
方
を
尋
ね
る
調

査
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

（
専
門
委
員
長 

湯
之
上 

隆
／

静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授
）

藤棚で有名な蓮華寺池公園と藤の花
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藤
枝
市
は
、工
場
誘
致
に
成
功
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

①
一
九
五
九
年（
昭
和
三
四
）に
工
場
誘
致
条
例
・
規
則
を
設

け
て
、操
業
開
始
後
三
年
間
の
固
定
資
産
税
相
当
額
の
税
を
免

除
し
た
。
②
道
路
や
水
路
の
新
設
・
改
修
を
約
束
し
た
。
③

一
九
五
七
年
の
新
国
道
の
開
通
や
、大
井
川
の
電
源
開
発
に
よ

り
、交
通
や
電
力
の
事
情
が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、そ
の

理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
工
場
の
多
く
は
、市
南
部
の
焼
津
市
境
付
近
に
、

立
地
し
ま
す
。
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
の
は
、合
計
三
八
万
坪
に

及
ぶ
工
場
用
地
が
取
得
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、地
下
水

の
利
用
が
容
易
で
あ
る
こ
と
が
以
前
か
ら
述
べ
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、そ
れ
を
裏
付
け
る
地
質
調
査
の
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
（
た
と
え
ば
国
土

庁『
地
下
水
マ
ッ
プ
附
属

説
明
書（
静
岡
県
地
域
）』

〈
一
九
九
九
年
〉な
ど
）。

　

志
太
平
野
は
、西
に
高
い

大
井
川
の
扇
状
地
状
の
地

形
で
す
。
前
掲
書
に
よ
る

と
、扇
状
地
部
分
の
地
層

は
、大
き
く
三
つ
に
分
か
れ

ま
す
。
上
層
と
下
層
が
砂さ

礫れ
き
で
、地
下
水
は
こ
の
二
層

を
、地
表
面
の
等
高
線
に
ほ

ぼ
直
交
し
て
流
れ
て
い
ま

す
。
挟
ま
れ
る
中
層
は
粘

土
で
水
の
通
過
は
難
し
く
、

新
幹
線
の
線
路
付
近
か
ら

低
い
部
分
、す
な
わ
ち
ほ
ぼ
藤
枝
市
と
焼
津
市
の
市
境
部
分
か

ら
海
側
に
あ
り
ま
す
。
藤
枝
市
側
に
は
、上
層
と
下
層
の
間
に
、

中
層（
厚
い
粘
土
層
）は
存
在
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
地
層
に
な
っ
た
理
由
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
寒
冷
な
頃
、海
水
面
は
低
く
、大
井
川
の
流
れ
は
急
で
砂

礫
が
積
も
り
ま
し
た
（
下
層
）。
そ
の
後
、温
暖
化
に
よ
っ
て

海
面
が
上
昇
し
、大
井
川
の
流
れ
は
緩
や
か
に
な
り
、粘
土
が

積
も
り
ま
し
た
（
中
層
）。
海
に
近
い
部
分
は
流
れ
が
緩
や
か

で
す
か
ら
、粘
土
は
海
に
近
い
部
分
に
厚
く
積
も
り
ま
す
。
そ

の
後
の
寒
冷
化
に
よ
り
、流
れ
は
ま
た
急
に
な
り
、粘
土
は
は

ぎ
と
ら
れ
、同
時
に
砂
礫
が
積
も
り
ま
し
た（
上
層
）。
し
か
し
、

海
に
近
い
部
分
で
は
、積
も
っ
た
粘
土
は
厚
く
、流
れ
が
緩
や
か

に
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、粘
土
は
は
ぎ
取
ら

れ
ず
、砂
礫
は
粘
土
の
上
に
積
も
っ
て
い
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
、流
れ
が
粘
土
を
は

ぎ
取
る
力
を
失
う
辺
り
が
、藤
枝
市
と
焼

津
市
の
市
境
辺
り
の
た
め
、粘
土
は
焼
津
市

側
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、藤
枝
市
域
を
流
れ
た

地
下
水
は
、焼
津
市
境
に
近
づ
く
と
、厚
い

粘
土
に
行
く
手
を
遮さ

え
ぎら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
に
井
戸
を
掘
れ
ば
、行
く
手
を

遮
ら
れ
て
た
ま
っ
た
水
が
豊
富
に
得
ら
れ
、

汲く

み
上
げ
に
要
す
る
電
力
量
も
、少
な
く
て

す
み
ま
す
。

　

さ
て
、藤
枝
市
側
に
は
中
間
層（
厚
い
粘

土
層
）は
存
在
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、

工
場
な
ど
が
下
層
か
ら
地
下
水
を
汲
み
上

げ
て
も
上
層
の
地
下
水
は
低
下
し
、浅
い
井
戸
を
使
う
一
般
家

庭
の
井
戸
水
は
影
響
を
受
け
ま
す
。
工
場
の
地
下
水
汲
み
上

げ
に
加
え
、人
口
増
加
に
よ
る
、一
般
家
庭
の
汲
み
上
げ
量
の
増

加
の
影
響
に
よ
り
、藤
枝
市
域
の
浅
い
井
戸
が
冬
に
涸か

れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、一
九
六
二
年（
昭
和
三
七
）
頃
か
ら
で
す
。
さ

ら
に
、青
島
中
学
校
の
池
田
山（
写
真
中
央
）な
ど
の
里
山
は
、

新
幹
線
や
東
名
高
速
道
路
の
盛も
り
土ど

に
使
わ
れ
、削
ら
れ
て
消
滅

す
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
里
山
の
保
水
力
は
低
下
し
、地
域

住
民
は
不
安
を
市
に
訴
え
て
い
ま
す
。
水
不
足
は
、屎し

尿に
ょ
う

処

理
に
必
要
な
水
の
確
保
に
も
困
難
な
状
況
を
招
き
ま
し
た
。

　

結
局
、水
不
足
は
、泉
町
に
水
道
用
井
戸
を
掘
る
こ
と
と
、

一
九
七
二
年
度
に
通
水
し
た
大
井
川
用
水
に
よ
っ
て
解
消
し
ま

す
。
要
す
る
に
、地
下
水
と
し
て
流
れ
て
い
た
大
井
川
の
水
を
、

直
接
取
水
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
補
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
改

変
さ
れ
た
地
形
は
、元
に
は
戻
り
ま
せ
ん
。
丁
寧
に
水
の
管
理

を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
、私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
近
現
代
担
当
調
査
委
員
　
村
瀬
隆
彦
／

静
岡
県
立
掛
川
西
高
校
教
諭
）

　

軽
便
鉄
道
の
藤
枝
本
町
駅
は
、大
正
二
年（
一
九
一
三
）、藤
相

鉄
道
の
大
手
線
開
業
に
合
わ
せ
て
開
設
し
ま
し
た
。
当
初
は
岡

出
山
駅
と
い
う
駅
名
で
し
た
が
、昭
和
二
十
九
年
の
市
制
施
行

を
記
念
し
て
、同
三
十
一
年
に
藤
枝
本
町
駅
と
改
称
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
ま
で
残
さ
れ
た
駅
舎
は
、開
設
時
か
ら
す
で
に
一
〇
〇

年
も
経
つ
の
に
、当
時
の
面
影
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。
今
回
、

市
史
編
さ
ん
に
伴
う
駅
舎
の
建
造
物
調
査
の
結
果
、こ
の
駅
舎

が
矩か

ね

尺じ
ゃ
く

寸
法
で
あ
る
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
驚
き
ま
し
た
。

【
駅
舎
内
外
部
】　
六
寸
勾
配
の
屋
根
は
西
洋
合が

っ

掌し
ょ
う

構
造
の
た

め
傾
斜
が
や

や
急
で
、
和わ

瓦が
わ
ら

葺ふ
き
に
当
初

白し
ろ

漆し
っ

喰く
い

が
き

れ
い
に
塗
ら

れ
て
い
ま
し

た
。
軒
高
一
四

尺（
四.

二
ｍ
）

の
駅
舎
は
一

般
平
屋
建
て

民
家
よ
り
も

高
く
、
独ど
い
つ逸

張
り
の
外
壁

に
軒
裏
を
洋

風
に
包
み
、重

厚
感
あ
る
切

り
妻
屋
根
は

駅
舎
を
大
き
く
見
せ
て
い
ま

す
。
桁け

た

行ゆ
き

六
間
半（
一
一.

七

ｍ
）・
梁は
り

間ま

三
間（
五.

四
ｍ
）

で
、建
坪
二
〇
坪
ほ
ど
の
駅
舎

内
部
は
外
か
ら
眺
め
た
よ
り

も
小
さ
く
、二
間
×
三
間
の
待

合
室
と
、同
じ
広
さ
の
業
務
室
を
中
心
に
、畳
六
帖
の
宿
直
室
、

四
帖
半
程
の
更
衣
室
、勝
手
場
物
置
な
ど
か
ら
な
り
、ど
の
部
屋

も
廃
線
後
の
駅
舎
移
転
時
に
手
を
加
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

【
駅
玄
関
】　
駅
の
顔
と
も
い
え
る
駅
玄
関
は
開
設
時
、現
在
の

建
物
北
側（
桁け

た

側
面
）に
あ
り
ま
し
た
。
下
図
が
示
す
玄
関
の

位
置
は
昭
和
二
十
六
年
頃
、県
道
岡
出
山
停
車
場
線（
現
・
県

道
藤
枝
黒
俣
線
）の
延
長
に
伴
い
、駅
舎
を
移
転
す
る
の
と
同

時
に
、位
置
を
変
更
し
新
設
し
た
も
の
で
す
。
入
口
の
土
台
切

断
面
柱
の
貫ぬ

き
穴
跡
か
ら
判
断
す
る
と
、応
急
的
に
造
ら
れ
た

事
が
わ
か
り
ま
す
。
玄
関
屋
根
は
緩
い
傾
斜
に
亜
鉛
鉄
板
を
葺ふ

き
、飾
り
棟
と
古
風
な
外
灯
の
付
い
た
簡
素
な
造
り
で
し
た
が
、

現
存
し
ま
せ
ん
。

【
待
合
室
・
業
務
室
】　
待
合
室
は
玄
関
口
を
挟
ん
で
直
角
に

高
さ
四
尺
五
寸（
一
三
五
cm
）の
腰
窓
が
並
び
、明
る
く
開
放
的

に
見
え
る
幅
広
硝ガ
ラ
ス子
や
縦
横
の
桟さ
ん

入
り
木
製
建
具
は
、建
具
職

人
さ
ん
の
斬
新
な
知
恵
で
し
た
。
高
さ
十
一
尺
の
竿さ
お

縁ぶ
ち
天
井
は
、

威
風
堂
々
藤
相
鉄
道
時
代
の
面
影
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
残

念
な
こ
と
に
、乗
客
と
駅
員
が
接
す
る
切
符
売
り
窓
口
が
あ
っ

た
間
仕
切
り
壁
は
す
で
に
撤
去
さ
れ
、天
井
下
に
そ
の
痕
跡
を

残
す
の
み
で
す
。
通
信
設
備
や
教
務
机
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
業

務
室
は
、だ
る
ま
ス
ト
ー
ブ
の
取
り
付
け
跡
が
、壁
や
天
井
に
確

認
で
き
る
だ
け
で
す
。

【
宿
直
室
・
更
衣
室
】　
宿
直
室
は
昭
和
三
十
九
年
の
廃
駅
後
、

塗
装
店
の
従
業
員
娯
楽
室
と
し
て
部
分
改
装
さ
れ
ま
し
た
。
縁へ

り

の
な
い
古
畳
と
制
服
掛
け
が
宿
直
室
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。
更
衣
室
は
、開
設
当
初
の
勝
手
場
を
昭
和
二
十
六

年
頃
、板
の

間
に
改
造

し
、押
入
れ

を
増
設
し
て

い
ま
す
。
開

設
当
初
は
、

荷
物
一
時
預

か
り
保
管

場
所
に
使

用
し
た
よ
う

で
す
。
現
在

は
老
朽
化

が
進
ん
で
天

井
の
一
部
が

取
れ
落
ち
、

屋
根
裏
か
ら

一
筋
の
光
が
漏
れ
て
い
ま
し
た
。

【
勝
手
場
】　
ま
だ
物
資
の
乏
し
い
昭
和
二
十
六
年
の
駅
移
転
時

に
増
築
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
波
板
ト
タ
ン
屋
根
に
質
素
な
板

張
り
の
外
壁
で
、内
装
仕
上
げ
は
当
初
か
ら
な
く
、隙
間
風
と

西
日
の
射
す
居
住
性
の
悪
い
空
間
だ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
一
時
期
、藤
枝
本
町
駅
の
乗
降

客
は
年
間
四
五
万
人
、貨
物
二
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え
た
こ
と
も

今
で
は
遠
い
昔
の
語
り
草
で
す
。
い
つ
し
か
軽
便
鉄
道
は
時
代

か
ら
取
り
残
さ
れ
、昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）、大
手
線
の
廃

線
と
と
も
に
、駅
舎
は
個
人
に
払
い
下
げ
ら
れ
、少
し
西
寄
り
に

移
転
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。
廃
線
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
、悲

喜
こ
も
ご
も
人
々
の
出
会
い
や
別
れ
を
み
た
駅
舎
も
、い
つ
の
日

か
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま

す
。（

調
査
補
助
員  

平
口
照
司
／
建
築
士
・
軽
便
鉄
道
研
究
家
）

23

水
と

高
度
経
済
成
長
期
の

藤
枝

1958年（昭和33）頃の瀬戸山と池田山
その後、池田山は削られて消滅し、瀬戸山は約半分の高さになった。

廃線日の藤枝本町駅舎（昭和39年9月26日、石川勝久氏撮影）

藤枝市の誘致工場マップ図　藤枝本町駅舎の間取り図（平口作成）

軽
便
・
藤
枝
本
町
駅
舎


