
r一、
室主
巨ヨ

評
〕

松
村
祝
男
著

地
域
の
近
代
化
と
果
樹
作
の
展
開

i
静
岡
県
下
の
み
か
ん
作
を
中
心
と
し
て

l

静
岡
県
下
の
み
か
ん
産
業
は
昭
和
町
七
年
以
来
毎
年
生
琴
遇
税
の
状
況
に
あ

h
〆
、
価
格
は
生
彦
費
を
下
回
る
傾
向
を
示
し
、

経
営
の
不
安
L
し
危
機
感
か
ム
他

作
物
へ
の
転
換
・
伐
採
・
放
任
へ
と
各
農
家
の
萩
情
意
欲
の
減
退
が
自
立
つ
よ

う
に
な
り
、
み
か
ん
農
家
の
若
考
の
中
に
も
、

他
産
業
に
転
獄
、
経
由
開
す
る
者

真
剣
に
将
来
の
み
か
ん
法
-

も
あ
っ
て
、

後
継
者
不
足
が
心
配
ぎ
れ
て
い
る
が
、

実
に
か
け
て
い
る
芸
者
も
多
ぐ
、

み
か
ん
事
業
の
安
定
へ
積
極
的
4
6

対
笑

i
侵

出
火
入
か
ん
団
地
の
育
成
し
」
い
立
ヘ
選
場
の
再
編
氏
念
じ
」
ー
に
取
ゎ
組
ん
で
い
る
。
、
と

こ
ろ
が
最
近
円
高
に
伴
う
黒
字
減
ら

l
対
震
の
中
で
、

オ
レ
ン
ジ
・
果
汁
の
対

米

輪

入
H
P
!

の
拡
『
十
人
左
ど
の
政
笑
J
J
H

持
ち
あ
が
わ
町
、

崎
町
内
の
み
か
ん
彦
品
川
)
は
大
会
C

在
衝
撃
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
静
岡
県
下
の
み
か
八
苦
業
は
ム
「
ま
さ
に

曲
が
り
角
に
立
っ
て
い
る
と
と
は
確
か
で
あ
町
三
そ
う
い
っ
売
時
点
に
シ
い
て

本
書
が
出
版
さ
れ
、

県
下
み
か
ノ
八
産
業
の
原
点
に
立
、
帰
h
ノ
、
そ
の
展
開
を
跡

づ
け
て
み
る
と
と
は
、

ま
と
と
に
砕
機
を
得
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
か
ら
整
者
が
こ
の
問
題
に
取
打
組
ん
だ
跨

d

明
に
触
れ

て
み
る
と
、

本
蓄
の
「
な
わ
り
」
の
言
葉
に

一
人
か
ノ
九
州
被
培
の
研
究
に
入
勺

た
の
は
、

ち
よ
ち
ど
果
樹
プ

1
ム
の
時
鰐
で
あ
っ
た
む

包
を
目
見
張
一
心
開
地
拡
大

の
あ
わ
ざ
ま
を
μ

つ
け
て
、

多
〈
の
研
究
論
文
が
理
実
き
れ
活
況
を
旦

L
て
い
4
-

田
常
術
研
究
も
県
伊
，
ィ

i
ム
の
一
は
す
こ
と
毛
に
減
少
し
ょ
二

ふ
か
八
札
ね
H
U
e
わ
い
治
域

酌
展
開
を
、

奥
村
の
資
本
主
義
化
と
し
て
し
と
h

え
体
制
刊
の
も
つ
鉱
山
釘
と
の
関
連

社
一
に
な
い
て
考
察
す
る
と
と
の
必
要
性
を
鮮
烈
に
感
じ
た
」
と
返
僚
か
で
お
て
い

る
こ
と
か
ち
み
て
書
名
の
一
地
域
の
近
代
化
1
y

一
界
一
敬
作
の
同
時
一
関
-
の
筏
閉
し
が
誇

M

わ
れ
る
c

そ
こ
で
本
書
の
内
容
構
成
を
瞥
見
す
る
と

き
ず
「
問
題
の
所
在
と
箆
部

d

の

基
本
的
姿
懇
こ
と
い
ろ
序
章
に
始
ま
り

繁
一
豪
か
ら
第
三
章
J
E
で
は

品一F
限

県
下
の
藤
枝
市
西
方
・
引
佐
F
U
下

(
主
に
三
ケ
日
町
，
)

静
岡
市
用
手

J

地
区
の

コ
一
つ
の
み
か
ん
産
地
を
選
び
出
，
し
て
み
か
ん
作
の
地
域
的
展
開
を
記
述
し
、

~; 

田
章
と
第
五
章
の
一
両
批
車
内
札
一
臼
一
っ
て
み
か
ノ
八
作
の
一
地
域
的
展
開
の
原
動
力
と
在
弓

4
J

報
徳
運
訟
に
つ
い
て
を
原
地
区
?
と
穏
取
地
芭
と
の
一
二
例
を
一
不
し
つ
つ
検
討
し
、

第
六
章
で
は
全
国
的
視
野
に
立
っ
て
農
業
基
本
法

(
昭
如
三
六
年
公
布
)
建
一
政

の
展
開
と
み
か

λ
作
の
動
向
に
つ
い
て
論
究
[
て
い
る
。
そ
し
て
が
立
一
曹
は
零
一
蛇

2

ど
精
強
で
あ
る
。
を
シ
叙
述
J

一ぜ補
J

な
う
た
め
に
、

空
中
写
真
の
口
品
位
向
、

f之

-3:¥-

八
、
表
五
六
が
添
付
し
て
あ
る
。

友

会
H
H日

と
と
数
年
の
問
に
「
人
文
地
理
」

「
千
葉
商
大
論
叢
一

5 

本
大
学
地
間
二
千
N
H
s

五
十
周
伝
記
念
論
文
集
」

一
地
部
品
」
と
い
ち
ょ
行
士
い
ろ

い
ろ
を
絃
上
に
書
か
れ
た
エ
ソ
セ
ー
を
集
め
た

4
の
で
あ
る
に
も
か
九
わ
ム
ず
、

鮮
明
念
色
彩
、

そ
の
問
、

t

若
者
J
J
五山

一
貫
し
た
主
張
に
霞
か
が
て
い
る
の
は
、

設
的
に
そ
れ
に
つ
と
め
六
六
め
で
ゑ
ろ
う
c

そ
の
主
張
と
い
う
の
は
、

序
章
の
「
問
題
の
所
在
と
解
明
の
基
本
的
安
熱
一
」

の
中
で
一
不
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

地
域
合
民
の
件
土
持
{
一
一
J

竺
叩
校
一
に
置
い
て
社
会
的

生
活
空
間
全
体
を
包
含
す
る
資
本
主
義
化
を
主
牲
と
す
る
体
制
引
の
近
代
化
に
内

に
1
4
~
田
市
常
黒
千
点
〈
と
と
で
は
主
に
み
か
ん
作
)
川
一
発
展
逸
品
色
JTL

控
え
よ
A
J
i
-

J
t
ξ

の
で
ま
円
て
、

岱
一
に
民
本
主
義
C
3
北
区
引
に
訂
正
l
L
て
開
丸
山
村
山
間
民
主
の
日
町
一
回
，
竺

考
察
し
て
き
だ
従
来
の
諸
業
一
絵
と
豆
士
る
上
九
で
あ
る
、
こ
う
い
勺
4
~

寄
ト
引
に
{
一



っ
て
第
一
章
以
降
に
シ
い
て
静
碕
県
下
の
み
か
ん
意
地
を
例
と
し
て
、
み
か
ん

作
の
地
域
的
展
開
要
因
の
形
成
が
地
域
の
近
代
化
の
中
で
ど
の
よ
う
左
形
で
形

成
せ
し
め
ら
れ
る
か
と
い
う
ζ

と
に
重
点
を
置
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
の
で

あ
る
。し

か
し
左
が
ら

俗
に
「
一
吉
う
は
易
〈

行
左
う
は
難
し
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、

序
章
中
の
地
域
論
で
は
事
か
を
論
義
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、

来
の
地
閣
は
学
徒
が
好
ん
で
使
用
す
る
手
法
の
一
つ
を
否
定
し
て
、

地
域
的
展
開

の
表
現
は
、

「
単
に
土
地
空
間
的
に
み
か
ん
栽
培
地
を
新
旧
の
地
図
を
ど
を
比

較
し

そ
の
消
長
を
述
べ
る
と
と
も
と
れ
に
当
た
ら
老
い
」

(
八
頁
〉
と
論
断

し
て
い
る
。
そ
う
論
じ
を
が
ら
、

具
体
的
に
稲
取
地
区
み
か
ん
作
の
空
間
的
拡

大
の
一
節
で
は
土
地
利
用
図
上
氏
埼
わ
れ
た
室
、
態
の
項
目
を
設
け
、

五
万
戸
げ
の

一
地
形
図
「
稲
取
」
の

(

1

)

明
治
一
九
年
訊
図
、
同
二
九
年
第
一
回
修
正
、

?
白
)
明
治
一
九
億
測
図
、

沼
和
二
年
第
二
回
修
正
及
び
同
一
九
年
部
分
修
正
吋

同
二
七
年
応
急
修

正{
、 3

明
治

九
年
il1lj 
図

昭
和
二
年
第
二
回
修
正
測
図
、

へ
4
)

明
治
一
九
年
測
量
、

昭
和
四
六
年
一
編
集
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
明

一
山
初
・
中
期
、

昭
和
初
期
、

昭
和
二

O
厚
代
、

昭
和
司
六
年
頃
の
四
枚
の
土
地

利
用
概
要
因

(
一
一
九

1
一
二

O
頁
)

を
掲
示
し
て
み
か
ん
作
の
空
間
的
拡
大

の
状
況
を
述
べ
て
い
ィ
φ

。
勿
論
土
地
利
用
回
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
か
ら
空

中
写
真
含
利
用
す
る
こ
と
は
結
構
で
あ
る
が
、

地
形
図
利
用
が
全
仲
間
九
時
州
価
値
と

い
内
こ
と
は
乏
い
と
回
心
行
C

は
い
し
一
め
か
ら
価
値
の
J

な
い
こ
と
が
判
っ
て
日
る
左

， 
ル')

(:f 、

手
間
を
か
け
て
こ
の
四
枚
の
土
地
利
用
図
は
作
成
せ
治
方
が
よ
い
だ
ろ

P

円
。
評
者
は
こ
れ
に
未
練
を
感
ず
る
考
で
、

ヱ
地
利
用
の
推
移
の
概
要
を
知
る

上
で
は
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
今
じ
著
者
川
市
川
空
中
写
真
を
重
視
さ
れ
る
左
ム
/
ば
、

一
勝
枝
市
西
方
(
二
三
百
)

引
佐
都
三
ケ
日
町
(
珂
七
十
白
H

)

-
静
印
刷
市
用
{
一
市
地

区
へ
七
一
一
良
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
樹
令
構
成
国
が
乙
の
稲
取
地
区
の
場
合
に

も
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
藤
枝
市
西
方
の
み
か
ん
栽
培
を
取
り
上
げ
て

そ
の
地
域
的
援

問
問
過
程
を
地
域
住
民
の
生
活
実
震
と
関
連
さ
せ
て
論
述
し
て
い
る
c

そ
の
究
め
.

ま
ず
西
方
を
含
よ
り
旧
葉
梨
村
の
地
域
住
が
み
か
ん
栽
培
地
域
で
あ
る
こ
と
を
導

円ι
ν、.

き
出
し
て
い
る
が

静
岡
県
の
み
か
ん
栽
培
地
域
の
三
区

そ
の
手
帳
と
し
て

分
↓
そ
の
一
つ
中
部
栽
湾
地
域
へ
庵
原
・
静
岡
両
辺
・
志
太
地
区
〕

!

ψ

T

L

 

太
地
区
(
阿
部
町
域
内
・
藤
枝
市
域
内
)

↓
藤
枝
市
域
内
↓

葉
集
地
区
↓

西
方
と
位
霞
付
け
を
行
っ
て
い
る
c

っ
.
つ
い
て
百
万
地
症
に
な
け
る
み
か
人
教

培
の
拡
大
を
考
察
す
る
た
め
に
空
中
写
真
を
判
読
し
て
老
朽
民
・
壮
年
同
・
未

成
闘
の
樹
令
棒
成
図
を
用
い
た
こ
と
は
注
目

K
値
ナ
る
じ
し
か
し
西
方
地
区
倹

ム
行
棒
成
図

{
二
三
頁
)
は
西
方
地
区
の
園
地
拡
大
を
考
え
る
場
合
だ
け
に
使
用

-34-

す
ゐ
こ
と
に
限
定
し
て
た
け
ば
有
効
で
あ
る
が

と
の
ま
ま
で
は
他
地
区
の
そ

れ
と
比
較
す
司
心
こ
と
は
決
し
て
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る

Q

と
い
う
の
は
、

.z，-

う
い
っ
た
空
中
写
真
の
判
読
は
第
二
章
の
引
佐
都
三
ケ
日
町
の
み
か
ん
禁
培
の

場
合
に
も
利
用

(図

2

1

1

し
か
も
「
こ
れ
を
図

1

1

3

四
七
頁
ゾ

さ
れ
、

(
二
三
頁
〉

に
な
い
て
示
し
た
藤
枝
市
西
方
の
事
例
と
比
較
し
て
み
る
と
引
佐

郡
下
は
未
成
閣
の
率
が
一
口
問
く

老
朽
閣
の
存
在
も
西
方
に
比
べ
少
ま
い
こ
と
が

わ
か
る
」

(
四
六
頁
)

外
見
的
に
両
国
を
比
較
す
る
と

九

泊

〆

、

f
v

J
U
L
Y
-

と
あ
る
が

記
述
の
逆
の
如
〈
看
取
さ
れ
る
む

ζ

れ
は
図
的
表
現
に
共
通
慢
を
欠
い
た
た
め

で
あ
っ
て
、

す
な
わ
ち
両
国
に
シ
い
て
老
朽
間
と
来
成
置
と
の
記
号
の
塁
…
白
J
J

b
I
'
t

逆
に
左
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
招
来
き
れ
宍
も
の
で
ゑ
る
。
自
の
統
一

J
M
A

ふ
~

望
一
す
る
次
第
で
あ
る
レ

次

κ
み
か
ん
作
の
地
域
的
畏
開
の
空
大
使
い
で
は
階
層
別
曲
同
家
の
み
か
ん
教
片
山
下
へ



っ
て
第
一
章
以
降
k
h
u
い
て
静
岡
県
下
の
み
か
ん
産
地
を
例
と
し
て
、

み
か
ん

作
の
地
域
的
展
開
要
因
の
形
成
が
地
域
の
近
代
化
の
中
で
ど
の
よ
う
を
形
で
形

成
せ
し
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
の
で

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
、

俗

K
「
一
一
-
一
口
う
は
易
〈
、

行
左
う
は
難
し
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
序
章
中
の
地
域
論
で
は
撃
か
左
論
義
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
従

来
の
地
理
学
徒
が
好
ん
で
使
用
す
る
手
法
の
一
つ
を
否
定
し
て
、
地
域
的
展
開

の
表
現
は
、

「
単
に
土
地
空
間
的
に
み
か
ん
栽
培
地
を
新
旧
の
地
図
念
ど
を
比

較
し
、

そ
の
消
長
を
述
べ
る
と
と
も
と
れ
に
当
た
ら
念
い
」

(
八
頁
)
と
論
断

し
て
い
る
。
そ
う
論
じ
を
が
ら
、

具
体
的
に
稲
取
地
区
み
か
ん
作
の
空
間
的
拡

大
の
一
一
節
で
は
土
地
利
用
図
上
に
現
わ
れ
た
実
態
の
項
目
を
設
け

五
万
A
M

の

一
地
形
函
「
稲
取
」
の

(

1

)

明
治
一
九
年
測
図
、
同
二
九
年
第
一
回
修
正
、

(

2

)

明
治
一
九
年
測
図
、

昭
和
二
年
第
二
回
修
正
及
び
同
一
九
年
部
分
修
疋

(

3

)

明
治
一
九
年
測
図
、

正、

昭
和
二
年
第
二
回
修
正
測
園
、

同
二
七
年
応
急
修

へ
4
)

明
治
一
九
年
測
量
、

昭
和
四
六
年
編
集
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
明

治
初
・
中
期
、

昭
和
初
期
、

昭
和
二

O
竿
代
、

昭
和
哩
六
年
頃
の
四
枚
の
土
地

利
用
概
要
図

{
一
一
九

1
一一一

O
頁
)
を
掲
示
し
て
み
か
ん
作
の
空
間
的
拡
大

の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
勿
論
土
地
利
用
図
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
か
ら
空

中
写
真
を
利
用
す
る
こ
と
は
結
構
で
あ
る
が
、

地
形
図
利
用
が
全
然
無
価
値
と

い
う
こ
と
は
左
い
と
思
う
。
は
じ
め
か
ら
価
値
の
左
い
こ
と
が
判
っ
て
い
る
左

ち
ま
、

手
間
を
か
け
て
こ
の
四
枚
の
土
地
利
用
図
は
作
成
ぜ
治
方
が
よ
い
だ
ろ

ぅ
。
評
者
は
ζ

れ

K
未
練
を
感
ず
る
考
で
、

上
で
は
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
著
者
が
空
中
写
真
を
重
視
さ
れ
る
左
ム
ノ
ば
、

土
地
利
用
の
推
移
の
概
要
を
知
る

藤
枝
市
西
方
(
二
三
頁
)

引
佐
郡
三
ケ
日
町
(
四
七
十
員
)

-
静
岡
市
用
宗
地

区
{
七
一
一
員
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
念
樹
令
構
成
図
が
と
の
穏
取
地
区
の
場
合
に

も
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
藤
枝
市
西
方
の
み
か
ん
栽
培
を
取
り
上
げ
て

そ
の
地
域
的
展

間
過
程
を
地
域
住
民
の
生
活
実
態
と
関
連
さ
ぜ
て
論
述
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

ま
ず
西
方
を
含
む
旧
葉
梨
村
の
地
域
性
が
み
か
ん
栽
培
地
域
で
あ
る
こ
と
を
導

き
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
手
順
と
し
て
、
静
岡
県
の
み
か
ん
栽
培
地
域
の
三
区

分
↓
そ
の
一
つ
中
部
栽
熔
地
域
(
庵
原
・
静
岡
周
辺
・
志
太
地
区
)

↓
士
中

太
地
区

(
岡
部
町
域
内
・
藤
枝
市
域
内
)

↓
藤
枝
市
域
内
↓

葉
梨
地
区
↓

西
万
と
位
置
付
け
を
行
っ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
西
方
地
区

k
h
s
け
る
み
か
ん
栽

培
の
抵
大
を
考
察
す
る
た
め
に
空
中
写
真
を
判
読
し
て
老
朽
扇
・
壮
年
開
・
来

成
闘
の
樹
令
権
威
図
を
用
い
た
こ
と
は
注
目

K
値
す
る
。
し
か
し
西
方
地
区
横

令
構
成
図

会
一
三
頁
)
は
西
方
地
区
の
園
地
拡
大
を
考
え
る
場
合
だ
け
に
使
用
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す
る
こ
と

K
限
定
し
て
会
け
ば
有
効
で
あ
る
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
他
地
区
の
そ

れ
と
比
較
す
る
ζ

と
は
決
し
て
す
べ
き
で
念
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、

そ

う
い
っ
た
空
中
写
真
の
判
読
は
第
二
章
の
引
佐
郡
三
ケ
日
町
の
み
か
ん
栽
培
の

場
合

κも
利
用

(図

2

1

1

し
か
も
「
こ
れ
を
図

1
1
3

四
七
頁
)
さ
れ

(
二
三
頁
)

k
hぜ
い
て
示
し
た
藤
枝
市
西
方
の
事
例
と
比
較
し
て
み
る
と
引
佐

郡
下
は
未
成
闘
の
率
が
一
両
く
、

老
朽
園
の
存
在
も
西
方
に
比
べ
少
左
い

ζ

と
が

わ
か
る
」

(
四
六
頁
)

む
し
ろ

と
あ
る
が

外
見
的
に
雨
図
を
比
較
す
る
と

記
述
の
逆
の
如
〈
看
取
さ
れ
る
。

ζ

れ
は
図
的
表
現
に
共
通
性
を
欠
い
た
た
め

で
あ
っ
て
、

す
な
わ
ち
両
国
に
な
い
で
老
朽
閣
と
未
成
固
と
の
記
号
の
黒
白
が

全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
招
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
の
統
一
を
切

望
す
る
次
第
で
あ
る
。

次

K
み
か
ん
作
の
地
域
的
展
開
の
実
態
で
は
階
層
別
農
家
の
み
か
ん
栽
培
へ



の
参
加
状
況
表
に
よ
っ
て
、

み
か
ん
栽
培
が
、
年
を
経
る
ご
と
に
下
層
農
に
も

生
産
を
営
め
る
よ
う
に
変
化
す
る
様
相
を
検
討
し
、

さ
ら
に
地
域
的
展
開
要
因

の
考
察
の
中
で
は
、

明
治
二
一
年
の
勧
業
調
査
表
、

明
治
末
期
の
物
産
表
な
ど

の
史
料
を
用
い
て
明
治
以
降
農
業
生
彦
の
推
移
を
述
べ
左
が
ら
換
金
作
物
と
し

て
地
域
住
民
が
み
か
ん
作
を
選
択
し
た
経
緯
に
触
れ
て
い
る
点
は
歴
史
地
理
学

に
と
っ
て
寄
与
す
る
点
が
大
き
い
c

第
二
章
は
静
岡
県
西
部
の
み
か
ん
栽
培
の
柊
心
地
引
佐
郡
三
ケ
日
町

d

を
例
に
、

そ
の
地
域
で
の
み
か
ん
栽
宅
依
存
率
の
高
ま
り
を
老
朽
閣
と
関
連
き
せ
、

主
と

し
て
労
働
力
の
面
か
ら
要
因
を
追
求
し
た
も
の
で
、

ま
ず
こ
の
地
域
の
地
域
性

か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
c

携
強
に
「
三
ケ
日
町
へ
旧
西
浜
名
村
・
東
浜
名
町

の
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
」
と
あ
る
が
、

評
者
は
合
併
散
の
東
浜
名
が
町
制

を
施
い
て
い
た
こ
と
を
知
ら
左
い
じ

沿
革
的
に
い
え
ば
、

明
治
二
二
年
町
村
俄

の
施
行
に
よ
っ
て
、

一
ケ
日
・
鶴
代
等
旧
一
五
か
村
を
合
わ
せ
て
西
浜
名
村
と

念

h
y
、
ま
た
都
筑
村
は
東
浜
名
村
と
改
め

高
浜
名
村
の
方
は
合
併
前
町
制
を

施
い
て
三
ケ

B
町
と

J

な
っ
た
が
、

一
東
浜
名
村
の
方
は
合
併
時
ま
で
村
制
を
つ
づ

け
て
い
た
の
で
あ
る
じ
そ
し
て
昭
和
三

O
年
町
村
合
併
促
進
法
に
基
づ
い
て
三

ケ
日
町
{
旧
西
浜
名
村
)

と
東
浜
名
村
山
か
合
併
、

新
し
い
三
ケ
日
町
が
誕
生
し

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
旧
民
浜
名
村
・
東
浜
名
町
の
合
併
」
は
「
三
ケ
日
町

〔
旧
西
浜
名
村
)

東
浜
名
村
の
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
」
と
改
む
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
何
ム
一
本
文
の
内
容
を
抗
つ
け
る
も
の
で
は
念
h
c

そ

の
内
容
と
し
て
当
地
姥
の
特
質
は
、

来
成
国
家
十
が
高
〈
、

老
朽
閣
の
存
在
が
少

左
い
。
ま
た
近
年
の
急
速
左
開
地
拡
大
等
が
指
摘
き
れ
、

こ
の
特
質
の
生
ず
る

背
景
と
し
て
必
然
的
左
条
件
と
そ
れ
は
労
働
力
の
投
下
と
関
連
す
る
と
考
え
、

み
か
ん
樹
化
L
」
専
業
兼
業
別
県
民
学
、
人
口
の
動
向
を
取
り
上
げ

っ
，
つ
い
て
曲
倍
、
業

生
産
依
存
の
立
場
か
ら
明
治
期
の
除
虫
菊
・
桑
・
申
阜
、
綿
、

大
正
・
昭
和
初
期
の

薗
草
・
い
ち
び
へ
の
変
遷
及
び
農
業
外
労
働
対
象
の
存
在
と
し
畳
表
生
産
、

内

職
的
形
態
の
織
物
工
業
に
つ
い
て
検
討
し
、
ま
た
土
地
所
有
企
よ
ぴ
経
営
形

態
の
考
察
を
行
左
い
、
最
後
に
労
働
投
下
量
か
ら
み
た
み
か
ん
栽
培
と
他
作
に

つ
い
て
説
述
し
、
引
佐
郡
下
の
み
か
ん
作
は
、

近
代
化
さ
れ
た
農
村
内
部
で
自

己
の
生
活
を
営
み
続
け
老
け
れ
ば
念
ら
左
い
地
域
住
民
の
新
た
を
生
活
維
持
手

段
と
し
て
労
働
が
投
下
さ
れ
、
，
地
域
的
に
展
開
が
左
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、

と
結
ん
で
い
る
。

第
三
章
は
静
岡
市
用
宗
地
区
の
み
か
ん
栽
培
の
展
開
要
因
に
関
す
る
考
察
で

あ
る
が
、

ζ

の
地
区

K
つ
い
て
は

す
で
に
昭
和
四
六
年
町
誌
編
集
委
員
会
の

手
に
成
る
「
用
宗
町
誌
」
が
発
行
さ
れ
、

著
者
は
そ
の
編
集
専
門
委
員
の
有
力

を
一
人
と
し
て
参
加
さ
れ
、

第
一
部
の
用
宗
地
区
と
そ
の
自
然
素
描
を
単
独
で
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持
執
筆
し
、

第
七
都
明
治
期
の
社
会
経
済
的
変
貌
、

第
九
郡
明
治
後
期
の
人
文

FJ

北
同
且
[
そ

第
十
部
大
正
期
の
殖
彦
と
地
域
変
貌
の
三
部
付
ι

細
井
淳
志
箆
氏
と
共
同

で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
こ
の
地
芭
を
最
も
よ
ぐ
理
解
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

と
の
章
は
著
者
の
体
験
か
ら

K
じ
み
出
た
エ
キ
ス
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

と
れ
に
反
し
て
永
い
歳
月
静
岡
市
内
に
住
み
，
な
が
ら
・

市
街
地
周
辺
に
立
地
す
る
用
宗
地
区
は
市
域
唯
一
の
水
産
業
地
で
あ
る
点
に
地

域
性
が
あ
り

み
か
ん
作
と
し
て
の
地
域
性
は
こ
の
地
区
と
背
中
合
わ
ぜ
に
ま

っ
て
い
る
小
坂
地
区
に
あ
る
と
し
、

用
宗
地
区
の
み
か
ん
竣
屠
に
つ
い
て
は
全

〈
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
左
か
っ
た
、

い
わ
ば
無
関
心
の
評
者
が
論
評
し
て
も

そ
れ
は
的
は
ず
れ
に
走
る
こ
と
は
必
然
だ
か
ら

こ
の
章
に
限
り
論
評
は
遠
慮

し
た
い
。
た
だ
付
言
し
て
会
き
た
い
こ
と
は
、
著
者
が
こ
の
阜
患
の
は
じ
uu

仁、

「
使
用
資
料
の
多
〈
は
用
宗
区
有
文
書
で
あ
り
、

こ
れ
は
用
宗
町
誌
に
用
い
た



も
の
と
重
複
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
用
宗
町
誌
を
丹

念
に
長
時
間
を
費
や
し
て
読
ん
だ
と
と
ろ
、

の
町
誌
で
あ
る
が
、

総
ペ
ー
ジ
数
三
四
回
頁
の
大
形
判

ま
と
ま
っ
て
み
か
ん
作
を
記
載
し
た
部
分
は
一
箆
所
も
左

く
、
厳
く
み
r

か
ん
や
柑
橘
の
文
字
が
出
現
す
る
の
は
、

第
一
部
第
二
章
用
宗
治

区
の
土
地
条
件
の
中
で
、

沿
山
芹
に
数
列
走
司
令
砂
丘
の
後
背
凹
地
が
「
か
う
て
は

桃
畑
・
桑
熔
左
ど
に
利
用
さ
れ
て
h
v
h
ノ、

現
在
で
は
蜜
柑
焔
左
ど
に
も
利
用
さ

れ
て
を
り
」
と
、

玄
武
岩
か
ら
在
る
山
は
微
酸
性
の
壌
土
に
覆
わ
れ
「
窒
素
等

の
養
分
を
多
〈
含
む
た
め
柑
橘
に
は
適
し
て
い
る
」
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
。

町
誌
本
文

K
L
t
け
る
み
か
ん
作
の
取
扱
い
は
上
述
の
加
〈
で
あ
る
が
、

付
録
と

し
て
添
付
さ
れ
た
一
二

O
O分
の
一
一
間
宗
全
国
を
見
る
と
、

可
成
り
広
い
地
域

に
一
日
一
っ
て
果
樹
闘
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
用
宗
地
区
の
み
か
ん

作
は

そ
れ
を
以
て
地
域
性
と
す
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
左
い
c

む
し
ろ
み
か

ん
作
を
以
て
地
域
性
を
鮮
明
に
し
て
い
る
ト
坂
地
区
の
隣
接
地
刺
激
に
よ
っ
て

用
宗
地
区
の
住
民
が
み
か
ん
栽
培
に
動
き
出
し
た
も
の
で
、

小
坂
み
か
ん
の
地

域
的
一
広
大
の
周
辺
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
本
書
第
三
章
に

b
Mい
て

静
岡
市
用
宗
地
区
の
明
治
期
か
ら
の
生
産
活
動
を
展
望
し
つ
つ
み
か
ん
栽
培
が

戦
後
か
r
h

発
達
し
は
じ
め
た
要
閣
を
論
じ
て
い
る
の
で
、

評
者
は
以
上
の
よ
う

在
所
見
を
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。

第
四
・
五
の
両
章
で
は
、

み
か
ん
作
の
地
域
的
展
開
に
強
い
か
か
わ
り
あ
い

を
も
っ
報
徳
運
動
を
取
り
上
げ
、

第
四
章
で
は
麿
原
地
区
に
な
け
る
報
徳
社
の

L
E
目、

引
わ
空
音

第
五
章
で
は
稲
取
地
区
に
公
け
る
報
徳
運
動
と
の
関
連
性
を
克
明

K
検

討
し
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、

積
表
(
村
史
近
代
篇
所
載
)
を
利
用
し
て
庵
原
村
下
の
み
か
人
焔
拡
大
の
様
相

ま
ず
明
治
二

O
年
庵
原
村
柑
橘
樹
令
別
作
付
一
回

を
概
略
的
に
杷
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
り

み
か
ん
作
中
核
地
の
検
出
と
主
力
階

層
が
中
日
膚
農
民
起
因
ナ
る
点
な

Y
一
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

き
ら
に
こ
の
地
在

の
み
か
ん
作
が

一
握
り
の
上
層
集
(
地
主
的
性
格
を
も
っ
〉
だ
け
で
在
ぐ
中

層
圏
茂
吉
で
寝
透
し
て
行
〈
要
因
と
し
て
報
徳
社
・
産
業
組
合
の
総
織
の
役
劃
に

つ
い
て
、

報
徳
社
と
み
か
ん
作
の
地
域
的
関
連
性

報
活
U

社

i
産
業
組
合
・

み
か
ん
作
の
関
連
性

み
か
ん
作
の
拡
大

i
報
徳
社

i
経
済
体
制
と
の
係

わ
り
あ
い
、

L
」
節
を
追
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
官
時
}
原
地
区
は
静
岡
県
下
で

は
古
ぐ
か
ら
み
か
ん
栽
培
の
行
左
わ
れ
た
地
域
で
あ
h
ノ

ま
4

凡
現
在
み
か
ん
作

典
型
的
経
営
。
行
在
わ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
c

県
下

の
み
か
ん
栽
培
上
心
臓
部
と
も
い
え
る
と
の
地
域
だ
け

K
空
中
写
真
に
よ
る
核

令
筏
成
図
が
掲
示
ぎ
れ
て
い
な
い
の
は
頗
る
潰
憾
で
あ
る
。
折
角
他
地
域
の
そ

の
集
中
地
域
で
も
あ
り
、

れ
は
織
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
庵
原
地
区
の
み
か
ん
作
の
地
域

的
怒
大
の
稼
相
の
特
色
を
知
り
た
い
か
ら
で
あ
る

L
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第
五
章

r

は

「
み
か
ん
作
の
地
域
的
展
開
と
報
徳
運
動
と
の
関
連
性
」
と
4

っ
て
い
る
が

「
旧
穏
取
村
に
会
け
る

そ
の
サ
プ
タ
イ
ト
ん
に
あ
る
よ
う
に

老
農
田
村
叉
士
口
の
先
覚
者
と
し
て
の
意
義
」
と
左
勺
て
い
る
こ
と
か
ら
、

と
の

章
で
は
稲
取
地
区
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
評
執
筆
の
間
取

に
は
東
西
に
走
る
断
層
が
生
じ
、

務
取
均
区

山
出
刷
れ
左

r
kよ
っ
て
大
被
申
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収
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