
▲長満寺より深溝城跡を望む

▲慶長６年（ 1601）の松平忠利所領地▲吉良氏との戦いで戦死した２代松平好景戦没碑（西尾市下永良）

　

昨
年
春
、
深
溝
松
平
家
７
代
当
主
松
平

忠た

だ

お雄
公
の
墓
所
修
復
に
伴
う
発
掘
調
査
で

豪
華
な
副
葬
品
が
発
見
さ
れ
、
新
聞
・
テ

レ
ビ
な
ど
で
大
変
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
「
深
溝
松
平
」
や
「
深
溝
松
平

家
菩ぼ

だ

い

じ

提
寺
本
光
寺
」
と
い
う
名
前
が
多
く

聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
町
民
の
皆
さ
ん
に

こ
の
「
深ふ

こ

う

ず

ま

つ

だ

い

ら

け

溝
松
平
家
」
を
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
の
特
集
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
深
溝
松
平
家
」

　

こ
の
深
溝
松
平
家
で
す
が
、
徳
川
家
康

と
先
祖
を
同
じ
に
す
る
三
河
松
平
一
族
に

な
り
ま
す
。
蒲
郡
市
の
五ご

い井
を
本
拠
地
と

し
て
い
た
松
平
忠た

だ
か
げ景

が
、
息
子
の
松
平

忠た
だ
さ
だ定
に
深
溝
の
地
を
分
け
与
え
独
立
さ
せ

た
こ
と
で
一
家
が
成
立
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
深
溝
を
中
心
に
勢
力
を
広
げ
、
５
代

松
平
忠た

だ
と
し利

の
頃
に
は
、
現
在
の
幸
田
町
域

の
半
分
く
ら
い
は
支
配
し
て
い
た
よ
う
で

す
。（
下
図
参
照
）

　

深
溝
松
平
家
歴
代
の
当
主
は
安
城
松
平

家
・
徳
川
将
軍
家
に
仕
え
、
徳
川
家
康
の

天
下
統
一
を
支
え
ま
し
た
。
２
代
・
３
代
・

４
代
の
当
主
は
、
徳
川
家
康
の
重
要
な
戦

い
に
従
い
、
先
陣
な
ど
大
事
な
役
目
を
も

ら
い
手
柄
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
主
君
か
ら
は
非
常
に
大
き
な
信
頼
を
得

て
い
ま
し
た
。
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▼深溝松平家の家系図



深溝松平家って？

５
代
以
降
の
当
主
は
将
軍
か
ら
の
信
頼
に

応
え
、
泰
平
の
世
の
た
め
に
尽
く
し
ま
し

た
。
例
え
ば
５
代
忠
利
は
三
河
吉
田
藩
主

と
し
て
、
東
海
道
の
要
を
守
り
な
が
ら
安

定
し
た
政
治
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

６
代
忠た

だ
ふ
さ房

は
、
三
河
吉
田
・
三
河
刈
谷
・

丹
波
福
知
山
・
肥
前
島
原
と
領
地
を
異
動

し
な
が
ら
荒
廃
し
た
領
地
・
藩
政
の
充
実

に
努
め
ま
し
た
。
こ
の
忠
房
は
京
都
府
福

知
山
市
や
長
崎
県
島
原
市
に
お
い
て
名
君

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
領
地

が
島
原
に
移
っ
て
以
降
、
長
崎
出
島
の
見

張
り
や
警
護
な
ど
特
別
な
仕
事
を
幕
府
か

ら
命
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
こ

ち
ら
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
商

館
長
か
ら
接
待
を
受
け
る
な
ど
、
楽
し
み

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
な
ぜ
深
溝
に
お
墓
が
あ
る
の
？
」

　

島
原
の
大
名
が
歴
代
藩
主
の
亡
き
が

ら
を
納
め
る
場
所
を
、
な
ぜ
三
河
深
溝

の
本
光
寺
に
定
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
こ
の
答
え
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
幕
末
の
島

原
藩
に
お
い
て
は
「
松
平
忠
利
公
の
遺

命
に
よ
り
深
溝
の
本
光
寺
が
墳
墓
の
地

と
な
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
５
代
松
平
忠

利
に
常ひ

た
ち
の
く
に

陸
国
（
茨
城
県
）
へ
異
動
の
話

が
出
た
時
、
そ
れ
を
断
り
、
父
祖
伝
来

の
地
で
あ
る
深
溝
を
も
ら
え
る
よ
う
に

徳
川
家
康
に
申
し
入
れ
を
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
受
理
さ
れ
、
深

溝
西
郡
藩
の
藩
主
と
し
て
深
溝
に
戻
っ

て
き
ま
す
。
三
河
武
士
は
三
河
の
地
に

対
す
る
思
い
が
非
常
に
強
く
、
石
高
が

低
く
て
も
三
河
に
領
地
が
ほ
し
い
と
い

う
旗
本
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
忠
利
も

同
様
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
の
忠
利
に
関
す
る
逸
話
は
、
お

墓
の
歴
史
を
考
え
て
い
く
た
め
の
資
料
の

一
つ
に
な
り
ま
す
。

　

深
溝
松
平
家
の
調
査
は
今
後
も
続
い
て

い
き
ま
す
。深
溝
松
平
家
に
関
す
る
情
報
、

ま
た
、
室
町
時
代
や
江
戸
時
代
の
深
溝
地

域
に
関
す
る
古
文
書
な
ど
の
資
料
を
お
持

ち
の
人
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
情
報

の
提
供
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
な
た

の
お
持
ち
の
資
料
が
幸
田
の
歴
史
に
新
た

な
１
ペ
ー
ジ
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

墓
所
を
ど
こ
に
定
め
る
か
は
各
大
名
の

自
由
で
す
が
、
本
光
寺
を
歴
代
の
墓
所
と

定
め
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
５
代
忠
利
の

思
考
を
受
け
て
神
道
や
儒
教
を
し
っ
か
り

と
学
ん
で
い
た
６
代
忠
房
の
考
え
方
を
丹

念
に
調
査
し
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
に

な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
現
在
進
め
て
い

る
調
査
で
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て

の
情
報
が
見
つ
か
れ
ば
非
常
に
大
き
な
成

果
と
な
り
ま
す
。
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▲５代忠利肖像画

▲現在の島原城

▲６代以降の墓所が築かれている東御廟所

▲本光寺文化財集中調査の様子
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