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3 はじめに

は
じ
め
に

―
静
岡
人
と
浜
松
人
―

同
じ
静
岡
県
で
も
、
浜
松
の
文
化
は
静
岡
の
そ
れ
と
は
違
う
。
静
岡
市
の
文
化
が
あ
た
か
も
公
家
文
化
と
す
れ

ば
、
浜
松
の
文
化
は
何
と
表
現
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
浜
松
ま
つ
り
に
参
加
す
れ
ば
わ
か
る
。

五
月
の
三
・
四
・
五
日
の
連
休
に
行
わ
れ
る
、
凧
揚
げ
合
戦
と
夜
の
御
殿
屋
台
の
引
き
回
し
で
あ
る
。
士
気
を
鼓

舞
す
る
突
撃
ラ
ッ
パ
の
勇
ま
し
い
音
と
、
御
殿
屋
台
の
上
の
少
女
た
ち
の
お
は
や
し
の
音
色
の
動
と
静
の
不
思
議

な
調
和
。
浜
松
人
は
ま
こ
と
に
お
祭
り
が
好
き
だ
。
祭
り
と
な
る
と
ど
っ
と
盛
り
上
が
る
。
し
か
し
、
熱
し
や
す

く
冷
め
や
す
い
、
と
い
う
の
が
浜
松
人
の
特
徴
の
よ
う
だ
。

静
岡
県
と
い
っ
て
も
、
昔
は
三
国
に
分
か
れ
て
い
て
、
西
か
ら
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
の
三
国
で
あ
る
。
東
西
に

長
い
県
域
を
も
っ
て
い
る
。

静
岡
市
と
浜
松
市
は
と
も
に
、
現
在
は
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
が
、「
永
遠
の
ラ
イ
バ
ル
だ
」、
と
い
う
人
が
い

る
。
静
岡
の
人
は
、
県
庁
所
在
地
だ
か
ら
、
ど
っ
か
と
か
ま
え
て
い
る
が
、
浜
松
の
人
は
、
静
岡
を
ラ
イ
バ
ル
視

し
て
い
る
ら
し
い
。「
群
馬
県
の
高
崎
市
と
前
橋
市
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
人
も
い
る
。

と
こ
ろ
で
、「
浜
松
は
文
化
不
毛
の
地
」
と
評
す
る
人
も
い
る
。「
浜
松
に
は
文
化
が
根
付
か
な
い
、
だ
か
ら
、
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4

文
化
が
素
通
り
し
て
し
ま
う
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
仙
台
や
金
沢
、
高
知
な
ど
に
は
、
ど
っ
か
と
座
っ

た
伝
統
が
あ
る
。
城
主
が
ず
っ
と
替
わ
ら
ず
に
、
城
下
町
を
繁
栄
さ
せ
た
か
ら
だ
。

浜
松
に
は
城
下
町
と
宿
場
町
の
両
方
の
役
割
が
あ
っ
た
が
、
宿
場
町
の
ほ
う
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
。
浜
松
城
主
が
、
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
っ
て
い
た
の
も
、
文
化
の
醸
成
に
難
儀
（
な
ん
ぎ
）
な
原
因
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

今
、
こ
こ
に
、
徳
川
家
康
の
浜
松
時
代
の
実
像
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
浜
松
の
文
化
の
創
造
に
も
着
手
し
た
い

の
で
あ
る
。
家
康
の
謎
に
満
ち
た
壮
年
期
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、
そ
れ
を
、
す
な
わ
ち
「
私
の
浜
松
論
」
と
し

て
み
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
川
家
康
は
ど
ん
底
か
ら
は
い
上
が
っ
た
男
で
あ
る
。

「
人
生
は
重
き
荷
を
背
負
い
て
遠
き
道
を
行
く
が
ご
と
し
、
急
ぐ
べ
か
ら
ず
、
云
々
」

こ
の
言
葉
は
、
実
は
家
康
生
前
の
言
葉
で
は
な
い
と
、
最
近
、
徳
川
義
孝
氏
の
考
証
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い

る
が
、
家
康
自
身
の
人
生
を
思
う
て
、
余
り
あ
る
と
、
筆
者
も
感
ず
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
私
は
、
成
功
し
て
よ
り
後
の
家
康
に
は
あ
ま
り
、
興
味
が
わ
か
な
い
の
で
あ
る
。

よ
く
企
業
経
営
者
が
大
成
功
を
し
た
の
ち
に
、
創
業
時
の
苦
労
話
を
聞
く
の
に
似
て
い
る
。
彼
が
、
苦
労
人
と

呼
ば
れ
た
前
半
生
の
中
に
こ
そ
、
私
は
興
味
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
歴
史
と
は
、
そ
の
人
物
亡
き
後
、
に
お
い
て
、
後
世
の
人
々
が
そ
の
彼
の
出
来
事
や
ら
、
行
っ
た
こ

と
、
遺
し
た
こ
と
、
そ
の
人
物
を
評
し
て
、
語
ら
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
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5 はじめに

家
康
は
「
タ
ヌ
キ
お
や
じ
」
と
よ
ば
れ
た
こ
と
は
、
有
名
な
話
で
あ
る
。
明
治
時
代
、
と
く
に
そ
の
傾
向
は
強

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
も
戦
後
に
な
っ
て
、
山
岡
壮
八
の
『
徳
川
家
康
』
が
出
版
さ
れ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド

ラ
マ
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
康
に
た
い
す
る
評
価
も
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
岡
壮
八
は
築
山
殿

を
悪
女
と
描
い
て
い
る
。

た
だ
し
、
浜
松
人
か
ら
み
た
家
康
は
こ
っ
け
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
庶
民
的
で
あ
る
。
大
御
所
時
代
と
は
少
し

違
う
。
三
方
が
原
の
戦
い
に
敗
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
多
く
の
家
康
伝
説
が
、
残
さ
れ
て
い
る
。　

し
か
し
、
た
し
か
に
、
徳
川
家
康
に
は
謎
が
多
い
。
公
に
は
で
き
な
い
、
隠
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
。
忍
び
・

忍
者
を
最
も
煩
雑
に
か
つ
有
効
に
使
っ
た
の
も
家
康
で
あ
る
と
い
う
。

今
、
そ
の
隠
さ
れ
て
い
る
部
分
に
光
を
当
て
、
真
の
徳
川
家
康
像
に
、
と
く
に
苦
労
人
時
代
の
浜
松
の
徳
川
家

康
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

郷
土
浜
松
に
住
む
者
と
し
て
、
そ
の
彼
の
隠
さ
れ
た
、
人
生
の
悲
哀
に
満
ち
た
人
生
に
せ
ま
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
。

大
御
所
時
代
の
い
わ
ば
静
岡
人
か
ら
見
た
家
康
で
は
な
く
、
浜
松
人
か
ら
み
た
家
康
像
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
、
読
者
の
方
々
か
ら
、
広
く
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

築山殿と徳川家康5.indd   5 2009/03/16   13:01:27



6

目
次は

じ
め
に	

	
	

	
	

	
	

3

―
静
岡
人
と
浜
松
人
―	

	
	

	
	

	

3

家
康
伝
説
の
街
、
浜
松	

	
	

	
	

	

10

「
小
豆
餅
」
と
「
銭
取
」	
	

	
	

	

10

遠
州
の
家
康
伝
説
①		
	

	
	

	

14

家
康
伝
説
②	
	

	
	

	
	

15

家
康
伝
説
③	
	

	
	

	
	

20

地
名
の
由
来

徳
川
氏
は
源
氏
か	

	
	

	
	

	
	

24

ユ
キ
ヨ
シ
サ
マ
伝
説		

	
	

	
	

26

宗
良
親
王
と
水
窪
の
地
名	

	
	

	
　

	

28 

築山殿と徳川家康5.indd   6 2009/03/16   13:01:27



7 もくじ

「
浪
合
記
」
と
天
野
信
景
の
経
歴	

	
	

	
	

30

天あ
ま

野の

信さ
だ

景か
げ

の
経
歴	

	
	

	
	

	

35

考　

察	
	

	
	

	
	

	

39

宗
良
親
王
の
末
裔
と
津
島	

	
	

	
	

	

42

遠
州
に
お
け
る
南
北
朝
の
争
乱
の
推
移	

	
	

	

46

愛
知
県
津
島
市
良
王
町
歴
史
探
歩
①	

	
	

	

48

津
島
周
辺
の
歴
史
探
歩
②	

	
	

	
	

50

良
王
神
社
由
緒
書
よ
り	

	
	

	
	

54

良
王
君
奥
都
城
処
に
関
す
る
伝
説

津
島
の
歴
史
・
文
化
よ
り	

	
	

	
	

55

平
安
末
期
か
ら
戦
国
期
の
浜
松
人	

	
	

	

59

秀
吉
び
い
き
の
庶
民
性	

	
	

	
	

60

家
康
の
徳
川
改
姓	

	
	

	
	

	

60

世
良
田
氏
は
、
徳
川
氏
か
？	

	
	

	
　

	

61

築山殿と徳川家康5.indd   7 2009/03/16   13:01:27



8

真
船
氏
を
名
乗
っ
た
世
良
田
氏
末
裔	

	
	

	

62

	
徳
川
家
康
と
築
山
殿
事
件		

	
	

	
	

66

悲
運
の
正
妻
・
築
山
殿	

	
	

	
	

66

た
た
る
築
山
御
前	

	
	

	
	

	

69

築
山
殿
事
件
の
真
相
は
？	

	
	

	
	

71

築
山
殿
事
件
の
動
機
は
何
か
？		

	
	

	

73

西
来
院
・
月
窟
廟	

	
	

	
	

	

75

「
築
山
殿
は
悪
女
に
あ
ら
ず
」
か
？	

	
	

	

77

築
山
御
前
首
塚
（
愛
知
県
岡
崎
市
欠
町
八
柱
神
社
境
内
）
碑
文

三
方
が
原
の
戦
い	
	

	
	

	
	

	

82

三
方
ヶ
原
の
戦
い
②		

	
	

	
	

83

浜
松
は
出
世
城
か	

	
	

	
	

	
	

86

築山殿と徳川家康5.indd   8 2009/03/16   13:01:27



9 もくじ

魔
都
・「
京
都
」	

	
	

	
	

	

88

祟
り
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
結
界
と
化
し
た
都	
	

	

88

「
風
水
」
で
守
ら
れ
た
都	

	
	

	
	

89

「
四し

神し
ん

相そ
う

応お
う

の
地
」
京
都	

	
	

	
	

90

京
都
に
は
幾
重
に
も
「
魔
除
け
」
が
施
さ
れ
て
い
る	

	

90

京
都
の
地
相
と
浜
松
・
そ
し
て
江
戸
の
地
相	

	
	

91

「
風
水
」
か
ら
み
た
江
戸
城
の
立
地	

	
	

	

95

コ
ラ
ム
・
カ
マ
イ
タ
チ	
	

　
　
　	

	
	

96

	

む
す
び	

	
	

	
	

	
	

98

築山殿と徳川家康5.indd   9 2009/03/16   13:01:27



10

家
康
伝
説
の
街
、
浜
松

「
小
豆
餅
」
と
「
銭
取
」

五
月
。
赤
石
山
系
か
ら
南
へ
と
延
び
る
新
緑
の
山
並
み
。
さ
ら
に
緑
の
同
じ
峰
に
つ
な
が
る
青
き
山
が
秋
葉
山

へ
と
ず
っ
と
連
な
っ
て
い
る
。
こ
の
山
は
、
と
く
に
、
初
夏
の
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

五
月
の
三
・
四
・
五
日
に
行
わ
れ
る
浜
松
ま
つ
り
の
恒
例
の
出
し
物
、
凧
揚
げ
合
戦
と
、
夜
の
御
殿
ば
や
し
の
少

女
の
、
化
粧
し
た
色
っ
ぽ
い
三
味
や
太
鼓
、
笛
な
ど
の
音
色
が
、
ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
は
浜
松
、
徳
川
家
康
が
居
城
し
、
一
説
に
は
「
出
世
城
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
家
康
が
城
を

か
ま
え
る
前
は
遠
州
の
国
人
領
主
、
飯
尾
氏
が
い
た
城
で
あ
っ
た
。　

現
在
も
市
内
の
高
林
お
よ
び
上
島
近
辺
に
は
、
飯
尾
姓
の
お
宅
が
多
い
が
、
先
の
飯
尾
氏
と
関
連
す
る
の
か
、

昔
か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
浜
松
は
、
徳
川
家
康
が
三
河
か
ら
進
出
し
て
く
る
以
前
、
飯
尾
氏
が
こ
の
城
を
「
曳
馬
あ
る
い
は
引
間

城
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
、
徳
川
家
康
は
「
浜
松
城
」
と
改
名
し
た
の
に
は
わ
け
が
あ
る
。

「
馬
を
曳
く
、
あ
る
い
は
引
く
」
と
い
う
表
現
は
、
戦
い
に
お
い
て
「
敗
戦
」
を
意
味
し
、
武
将
に
と
っ
て
縁
起

の
悪
い
地
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
と
い
う
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
城
と
地
名
を
改
名
す
る
こ
と
で
、
人
心
を
一
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11 家康伝説の街、浜松

新
す
る
こ
と
が
、
ね
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

浜
松
市
に
は
「
曳ひ
く

馬ま

」
に
関
連
し
て
、
三
方
原
台
地
の
三
方
原
町
一
帯
が
「
曳ひ
く

馬ま

野の

」
と
呼
ば
れ
、
筆
者
の
親

戚
が
居
住
し
て
い
る
。

筆
者
の
少
年
時
代
に
は
、
い
と
こ
と
子
供
同
士
、
泊
ま
り
が
け
で
遊
び
、
ま
た
、
あ
の
懐
か
し
い
遠
州
鉄
道
の

奥
山
線
に
乗
っ
た
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
あ
た
り
は
、
浜
松
医
大
や
都
田
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
が
で
き
、
政
令
指
定
都
市
に
浜
松
が
な
っ
た
関
係

で
、
道
路
も
立
派
に
整
備
さ
れ
、
三
方
原
町
一
帯
、
む
か
し
の
「
萩
茂
る
曳
馬
野
」
の
、
そ
こ
の
あ
た
り
は
す
っ

か
り
都
市
化
し
て
し
ま
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
私
の
少
年
当
時
は
、
赤
土
の
舞
い
上
が
る
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
道
と
、
奥
山
線
の
通
る
、
い
か
に

も
の
ど
か
な
畑
作
地
帯
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
、
三
方
原
馬ば

鈴れ
い

薯し
ょ

と
人
参
な
ど
の
農
作
物
は
有
名
で
あ
る
。

さ
て
、
浜
松
の
三
方
原
台
地
に
は
、
徳
川
家
康
に
か
か
わ
る
家
康
伝
説
の
地
名
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
有
名
な
の

は
、「
小あ

豆ず
き

餅も
ち

」、
そ
し
て
「
銭ぜ
に

取と
り

」
で
あ
る
。

か
つ
て
遠
州
鉄
道
奥
山
線
が
あ
っ
た
こ
ろ
、
そ
れ
に
の
っ
て
浜
松
に
向
か
う
と
「
小
豆
餅
駅
」「
銭
取
駅
」
と

車
掌
が
呼
ん
だ
。
ま
こ
と
に
風
変
わ
り
な
駅
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
有
名
な
三
方
ヶ
原
の
戦
い
の
舞
台
で
あ
る
。

武
田
勢
二
万
五
千
に
対
し
て
、
徳
川
勢
わ
ず
か
に
八
千
で
あ
っ
た
。
勝
敗
は
目
に
見
え
て
い
る
。
斥
候
の
知
ら

せ
を
聞
い
て
、
浜
松
城
に
い
た
家
康
は
、
歯
ぎ
し
り
し
て
こ
う
叫
ん
だ
「
敵
兵
が
城
下
を
通
る
の
を
見
て
、
黙
っ

て
い
ら
れ
る
か
、
こ
れ
で
は
男
が
す
た
る
。」
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12

家
康
は
、
女
中
に
用
意
さ
せ
た
湯
漬
け
を
か
き
こ
む
と
、
馬
に
ま
た
が
り
、
出
陣
し
て
い
っ
た
。

「
殿
、
お
待
ち
く
だ
さ
れ
。」

作
左
衛
門
が
後
を
追
う
。

さ
ら
に
夏
目
が
そ
れ
を
追
っ
て
叫
ん
だ
。

「
殿
、
お
急
ぎ
め
さ
る
な
。
こ
こ
は
お
引
き
返
し
の
ほ
ど
を
。」
と
、

夏
目
治
郎
左
衛
門
吉
信
は
、
敵
の
本
陣
に
斬
り
込
も
う
と
す
る
家
康
の
前
に
馬
を
進
め
た
。

「
夏
目
よ
、
ど
け
い
。
何
ゆ
え
そ
ち
は
、
邪
魔
を
す
る
。」

家
康
は
、
自
分
が
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
か
、
と
て
も
わ
か
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
興
奮
し
、
混
乱
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

「
ご
め
ん
。」

冷
静
な
夏
目
吉
信
は
、
家
康
の
馬
の
く
つ
わ
を
浜
松
城
の
ほ
う
に
向
け
、
槍
の
石
突
き
で
え
い
っ
と
ば
か
り
、

そ
の
馬
の
尻
を
た
た
い
た
。

家
康
の
馬
は
、
突
如
、
走
り
出
し
、
最
前
線
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。

夏
目
は
と
い
う
と
、
武
田
の
本
陣
に
向
け
て
走
っ
て
い
く
。

「
わ
れ
こ
そ
は
徳
川
家
康
な
り
、
い
ず
こ
に
居
ら
れ
る
か
、
信
玄
公
、
見
参
。」

武
田
の
槍や
り

衾ぶ
す
まが

夏
目
の
腹
に
突
き
刺
さ
る
。

「
殿
、
別
れ
で
ご
ざ
る
。」
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13 家康伝説の街、浜松

五
十
五
の
老
将
は
息
絶
え
た
。

段だ
ん

子ず

川か
わ

の
あ
た
り
ま
で
逃
げ
て
来
て
、
家
康
は
馬
上
で
失
禁
し
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。

「
ど
こ
ぞ
に
隠
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
も
の
か
。」

ふ
と
見
る
と
、
道
端
に
小
さ
な
茶
店
が
あ
っ
て
、
老
婆
が
ひ
と
り
、
小
豆
餅
を
売
っ
て
い
た
。

「
裏
を
貸
せ
よ
。」

家
康
は
身
づ
く
ろ
い
を
整
え
る
と
腹
が
へ
っ
た
の
で
餅
を
く
ら
っ
た
。

す
る
と
後
方
か
ら
、
武
田
の
鬨
の
声
が
こ
だ
ま
し
て
き
た
。

「
敵
じ
ゃ
。
ば
あ
さ
ん
、
す
ま
ぬ
。」

家
康
が
駆
け
出
す
と
、

「
お
代
を
く
だ
さ
い
ま
せ
。」

餅
を
食
っ
た
と
こ
ろ
を
「
小
豆
餅
」、
老
婆
が
追
い
つ
い
て
、
銭
を
と
っ
た
と
こ
ろ
を
「
銭
取
」
と
い
う
。
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