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若
き
日
の
徳
川
家
康
が
築
い
た
浜
松

城
。
し
か
し
、
そ
の
天
守
閣
は
い
つ
し

か
失
わ
れ
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
ま
で

天
主
台
の
石
垣
だ
け
が
残
っ
て
い
る
状

態
で
し
た
。

　
「
そ
ん
な
幻
の
天
守
閣
を
再
建
し
よ
う

と
い
う
機
運
が
昭
和
30
年（
１
９
５
５

年
）か
ら
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
当
時
の

岩
崎
豊
市
長
、
大
林
稔
・
浜
松
市
議
会

議
長
が
中
心
に
な
っ
て
、
再
建
計
画
が

動
き
始
め
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
」。
そ

う
語
る
の
は
、
当
時
、
浜
松
市
教
育
委

員
会
社
会
教
育
課
の
職
員
だ
っ
た
鈴
木

眞
一
さ
ん
で
す
。

　
「
し
か
し
、
あ
の
こ
ろ
の
市
は
現
在
と

同
様
に
財
政
難
。
再
建
の
た
め
の
資
金

集
め
が
ま
ず
難
題
で
し
た
。
そ
こ
で
、

市
民
か
ら
目
標
１
０
０
０
万
円
の
寄
付

を
募
る
こ
と
に
な
り
、
お
城
を
か
た
ど
っ

た
陶
製
の
募
金
箱
を
お
よ
そ
２
０
０
０

個
つ
く
っ
て
、
市
内
各
所
に
置
い
た
の

で
す
」。
鈴
木
さ
ん
は
、
市
内
の
タ
バ
コ

屋
さ
ん
や
小
・
中
学
校
な
ど
に「
募
金
箱

を
置
か
せ
て
く
だ
さ
い
」と
頭
を
下
げ
て

回
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

た
だ
、
問
題
は
資
金
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
天
守
閣
を
再
建
し
よ
う
に
も

具
体
的
な
設
計
図
は
お
ろ
か
、
参
考
に

な
る
絵
図
す
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
、
名
古
屋
工
業
大
学
の
城
戸
博
士

と
い
う
専
門
家
の
協
力
を
得
て
、
三
層
・

延
べ
３
３
０
平
方
メ
ー
ト
ル
の
天
守
閣

設
計
プ
ラ
ン
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
難
題
を
ク
リ
ア
し
、
待
望

の
天
守
閣
落
成
式
が
行
わ
れ
た
の
は
昭

和
33
年（
１
９
５
８
年
）４
月
。
市
民
か

ら
集
ま
っ
た
資
金
は
お
よ
そ
８
０
０
万

円
と
、
目
標
に
は
届
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
市
の
予
算
を
加
え
た
総
工
費

１
１
２
８
万
円
を
か
け
て
、
天
守
閣
は

無
事
完
成
し
た
の
で
す
。

　

天
守
閣
の
完
成
後
、
鈴
木
さ
ん
た
ち

社
会
教
育
課
の
職
員
は
、
寄
付
を
し
て

く
れ
た
市
民
の
家
々
を
回
り
、
お
礼
に

城
を
描
い
た
大
・
中
・
小
の
絵
皿
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。
今
も
し
、
こ
の
絵

皿
が
残
っ
て
い
れ
ば「
お
宝
」と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
浜
松
城
天
守
閣
は
、
広
く
市
民
の

浄
財
を
集
め
、
市
民
の
総
意
と
願
い
に

よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
。
現
在
の
若

い
市
民
の
皆
さ
ん
に『
み
ん
な
が
つ
く
っ

た
浜
松
城
』と
い
う
認
識
を
も
っ
て
も
ら

え
れ
ば
、
再
建
に
か
か
わ
っ
た
者
と
し
て

大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
」と
、
鈴
木
さ

ん
は
し
み
じ
み
し
た
口
調
で
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

市
民
の
総
意
で
つ
く
っ
た
城

浜
松
城
天
守
閣
の
再
建

再建直後の浜松城天守閣

昭
和
33
年

わ
が
心
の
浜
松


