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『
播
州
名
所
巡
覧
図
絵
』
長
田
条
訳
注

中
村

健
史

本
稿
は
『
神
戸
学
院
大
学
明
石
ハ
ウ
ス
「
く
ず
し
字
解
読
講
座
」
活
動
成

果
報
告
書

『
播
州
名
所
巡
覧
図
絵
』
「
明
石
郡
」
訳
注
』（
神
戸
学
院
大
学
地

域
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
一
年
）
に
な
ら
っ
て
、
『
播
州
名
所
巡
覧
図
絵
』
の

う
ち
、
地
域
研
究
長
田
セ
ン
タ
ー
の
所
在
す
る
長
田
周
辺
の
記
事
に
訳
注
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
播
州
名
所
巡
覧
図
絵
』
五
巻
五
冊
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
年
）
刊
。
秦

石
田
著
、
中
井
藍
江
画
。
長
田
に
関
す
る
記
述
は
巻
二
の
巻
頭
部
分
に
あ
る
。

参
考
ま
で
に
巻
二
の
目
録
よ
り
関
係
箇
所
を
翻
刻
す
れ
ば
以
下
の
通
り
。

播
磨
名
所
巡
覧
図
絵
巻
之
二
目
録

本
社

八
幡

観

音

御
供
所

は
ち

く
わ
ん
を
ん

ご

く
う
し
よ

長
田
神
社

な
が

た

じ
ん
じ
や

末
社

村
上
灯
籠

と
う
ら
う

長
田
の
里

明

泉
寺

な
が

た

さ
と

み
や
う
せ
ん

じ

盛
俊
の
墓

蓮
の
池

蓮
の
祠

も
り
と
し

は
か

は
す

い
け

駒

林

同
松

尻
池

こ
ま
が
は
や
し

し
り
い
け

忠
度
塚

淀
の
継
橋

た
ゞ
の
り
つ
か

よ
ど

つ
ぎ
は
し

ま
の
ゝ
橋

匂
ひ
の
梅

は
し

に
ほ

む
め

知

章

孝
死
図

頼
賢
忠
死
図

と
も
あ
き
ら
か
う
し
の

づ

よ
り
か
た
ち
う
し
の

づ

真
野
の
池

盗
人
松

ま

の

い
け

ぬ
す
び
と
ま
つ

【
凡
例
】

・
翻
刻
の
底
本
は
神
戸
学
院
大
学
蔵
本
で
あ
る
。
影
印
も
同
本
に
よ
る
。

・
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
、
常
用
漢
字
に
新
字
体
が

あ
る
漢
字
は
、
そ
の
漢
字
を
用
い
た
。

・
清
濁
は
原
本
に
従
っ
た
。
句
読
点
・
記
号
等
は
私
に
付
し
た
。
ま
た
、
仮

名
遣
い
の
誤
り
等
は
訂
正
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
。
誤
字
と
思
わ
れ

る
箇
所
も
可
能
な
限
り
原
本
の
ま
ま
翻
刻
し
た
。

・
近
世
通
行
の
合
字
（
「
こ
と
」
「
よ
り
」
等
）
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
ま
た
、

小
文
字
片
仮
名
の
送
り
仮
名
「
ニ
」
「
ノ
」
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

・
挿
絵
余
白
の
書
き
込
み
は
下
段
に
翻
刻
し
た
。
書
き
込
み
の
現
代
語
訳
は

必
要
に
応
じ
て
語
注
の
な
か
に
繰
り
込
ん
だ
。

・
挿
絵
中
の
囲
い
文
字

は
影
印
画
像
の
上
に
、
お
お
む
ね
右
か
ら
順

に
示
し
た
。

・
語
注
が
該
当
ペ
ー
ジ
に
収
ま
ら
な
い
場
合
は
、
次
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
。

そ
の
場
合
、
丁
移
り
に
当
た
る
箇
所
を
点
線

で
示
し
た
。

・
語
注
作
成
に
あ
た
り
、
『
播
州
名
所
巡
覧
図
絵
』
に
先
行
す
る
近
世
期
の
主

要
地
誌
と
し
て
、『
摂
津
名
所
図
会
』
の
記
述
と
の
対
照
を
行
っ
た
。

・
翻
刻
に
あ
た
っ
て
井
口
洋
氏
校
訂
『
播
州
名
所
巡
覧
図
絵
』（
柳
原
書
店
、

一
九
七
四
年
）
を
参
照
し
た
。
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監
物
太
郎
塚

長
田

な

が

た

夫
木雨

露
も

あ

め

つ

ゆ

め
ぐ
み

あ
ま
ね

木
村
源
吾
塚

き

時
に

と

き

あ
ひ
て

長
田
の

な

が

た

里
に

さ

と

早
苗

さ

な

へ

と
る

な
り

兼
仲

雨
露
も
剽

「
雨
露
も
ひ
ろ
く
恵
み
が
行
き
わ
た

る
太
平
の
世
に
め
ぐ
り
あ
っ
て
、
長
田
の
里
で
早

苗
を
手
に
取
り
植
え
て
い
る
こ
と
だ
よ
」
の
意
。

『
夫
木
和
歌
抄
』
一
四
六
五
八
番
歌
。
作
者
は
広

橋
兼
仲
（
一
二
四
四
～
一
三
〇
八
年
）
。
た
だ
し

『
夫
木
抄
』
に
よ
れ
ば
こ
の
「
長
田
の
里
」
は
「
近

江
又
出
雲
」
の
地
名
ら
し
い
。

監
物
太
郎
塚

監
物
太
郎
頼
方
（
頼
賢
）
の
墓
。

く
わ
し
く
は
後
述
。
墓
は
『
摂
津
志
』
の
編
者
並

河
誠
所
が
建
立
し
た
も
の
（
『
摂
津
名
所
図
会
』
）
。

木
村
源
吾
塚

木
村
源
吾
（
五
）
重
章
（
源
三
成

綱
）
の
墓
。
一
ノ
谷
合
戦
で
平
通
盛
と
戦
っ
て
討

ち
死
に
し
た
。
『
源
平
盛
衰
記
』
第
三
十
七
・
忠

度
通
盛
等
最
後
事
に
「
近
江
国
佐
々
木
庄
の
住
人

木
村
源
三
成
綱
と
い
ふ
者
、
落
ち
合
ひ
て
組
ん
で

け
り
。
（
中
略
）
三
位
上
に
な
り
給
ふ
。
源
三
は

ね
返
さ
ん
は
ね
返
さ
ん
と
し
け
れ
ど
も
、
三
位
力

増
な
り
け
れ
ば
、
抑
へ
て
さ
ら
に
働
か
さ
ず
。
刀

を
抜
き
、
源
三
が
首
を
掻
け
ど
も
掻
け
ど
も
落
ち

ず
」
云
々
と
あ
る
。
な
お
こ
の
人
の
名
を
源
五
重

章
と
す
る
の
は
謡
曲
『
通
盛
』
に
拠
る
。
「
近
江

の
国
の
住
人
に
木
村
の
源
五
重
章
が
、
鞭
を
上
げ

て
駈
け
来
る
」
。
墓
は
通
盛
墓
の
そ
ば
の
池
の
な

か
に
あ
る
（
『
摂
津
名
所
図
会
』
）
。
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長
田
社
祭
神
事
代

主

命

な

が

た

の
や
し
ろ

さ
い
し
ん
こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と

摂
社
二
祠

せ

つ

し

や

末
社
四
社

ま

つ

し

や

鳥
居
の
額
は
小
野
の

と
り

い

が
く

を

の

道
風
の
筆

た
う
ふ
う

ふ
で

石
灯
籠
は
村
上
天
皇

い
し
と
う

ろ

む
ら
か
み
て
ん
わ
う

の
御
寄
附
な
り

ご

き

ふ

く
わ
ん
を
ん
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八
ま
ん

御
供
所

本
社

村
上
灯
籠

事
代
主
命

（
八
重
）
事
（
言
）
代
主
神
と
も
。

記
紀
神
話
に
登
場
す
る
神
。
出
雲
の
大
国

主

命

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

の
子
で
、
高
天
原
か
ら
く
だ
っ
た
建

御

雷

神
ら

た
け
み
か
づ
ち
の
か
み

が
国
譲
り
を
求
め
る
と
父
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を
承

諾
し
た
。
娘
で
あ
る
媛
蹈
韛
五
十
鈴
媛
命
は
神
武

ひ
め
た
た
ら
い
す
ず
ひ
め
の
み
こ
と

天
皇
に
嫁
し
て
い
る
。
後
世
、
恵
比
寿
神
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
。

摂
社

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
二
前
本
社
に
祭

る
」
と
あ
る
。
神
名
は
未
詳
。

末
社

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
松
尾
、
天
照
大

神
、
八
幡
、
出
雲
大
社
神
」
と
注
記
さ
れ
る
。
八

幡
は
「
八
ま
ん
」
と
し
て
図
中
に
見
え
る
。
ま
た

天
照
大
神
は
図
中
の
「
く
わ
ん
を
ん
（
観
音
）
」

に
あ
た
る
か
。

小
野
道
風

八
九
四
～
九
六
七
年
。
平
安
時
代
の

能
筆
。
三
跡
の
一
人
。

村
上
天
皇

九
二
六
～
九
六
七
年
。
第
六
十
二
代

の
天
皇
。
そ
の
治
世
は
天
暦
の
治
と
呼
ば
れ
、
後

世
聖
代
視
さ
れ
た
。
応
和
三
年
（
九
六
三
年
）
、

長
田
神
社
に
雨
を
祈
っ
た
こ
と
が
『
日
本
紀
略
』

に
見
え
る
。

石
灯
籠

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
よ
れ
ば
、
村
上

天
皇
が
祈
雨
の
際
に
寄
附
し
た
も
の
。
「
拝
殿
の

西
に
あ
り
」
（
同
書
）
。
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播
磨
名
所
巡
覧
図
絵
巻
之
二

名
所

長
田
神
社

長
田
村
に
あ
り
。
街
道
よ
り
並
松
二
丁
許
、
民
家
を
経

長
田
里

兵
庫
よ
り
廿
七
丁
斗
西
に
あ
り
。

な

が

た

の

じ

ん

じ

や

か
い
た
う

み
ん

か

な

が

た

の

さ

と

て
本
社
に
至
る
。
式
内
に
し
て
例
祭
八
月
十
八
日
。
此
辺
六
ヶ
村
祭
祀
す
。

日
本
紀
に
長
田
の
里
と
い
ふ
。

日
本
紀
神
功
皇
后
記
に
云
、
事
代
主
命
皇
后
に
誨
て
、
心
を
長
田
の
国
に
祭
れ
と

し

ん

く

く

は

う

こ

う

き

こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と
く
は
う
こ
う

を
し
へ

な

が

た

く

に

ま

つ

長
田
神
社

長
田
村
に
あ
る
。
街
道
か
ら
松
並
木

が
二
丁
ほ
ど
あ
り
、
民
家
を
通
り
過
ぎ
て
こ
の
社

に
た
ど
り
着
く
。『
延
喜
式
』
に
掲
載
さ
れ
た
神
社

で
、
例
祭
は
八
月
十
八
日
。
こ
の
あ
た
り
の
六
ヶ

村
で
祭
礼
を
行
っ
て
い
る
。

長
田
里

兵
庫
か
ら
二
十
七
丁
ほ
ど
西
に
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
「
長
田
の
里
」
と
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
紀
に
以
下
の
通
り
あ
る
。

「
事
代
主
神
が
皇
后
に
教
え
て
「
私
の
心
を
長
田

の
国
に
祀
れ
」
と
お
告
げ
な
さ
っ
た
の
で
、
葉
山

媛
の
妹
で
あ
る
長
媛
に
こ
れ
を
祀
ら
せ
た
」。
こ
れ

は
三
韓
征
伐
か
ら
お
帰
り
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と

で
、
生
田
神
社
（
の
由
緒
）
と
同
じ
で
あ
る
。

当
社
の
社
記
に
以
下
の
通
り
あ
る
。「
村
上
天
皇
の

治
世
、
応
和
三
年
七
月
十
五
日
、
長
田
神
社
に
雨

乞
い
を
し
た
」「
ま
た
大
祭
事
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

藁
人
形
を
三
千
あ
ま
り
作
っ
て
、
社
の
奥
の
森
か

ら
出
し
、
東
尻
池
の
御
旅
所
へ
神
輿
を
守
っ
て
行

き
、
野
田
村
の
浜
で
そ
の
藁
人
形
を
さ
ん
ざ
ん
に

切
っ
て
捨
て
る
。
こ
れ
は
三
韓
退
治
の
真
似
で
あ

る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
と
き
、
西
須
磨
の
前
田

氏
を
客
家
と
称
す
る
」。

思
う
に
、
藁
人
形
を
切
り
捨
て
る
の
は
（
社
記
に

い
う
よ
う
な
三
韓
退
治
の
真
似
で
は
な
く
）、
昔
の

祓
え
の
遺
風
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻

の
祓
え
で
も
人
形
を
お
用
い
に
な
っ
た
こ
と
が
、

同
書
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
和
泉
式
部
の
詠
ん
だ

六
月
の
祓
え
の
歌
に
以
下
の
ご
と
く
あ
る
。

思
ふ
事
䢧
（
心
に
か
か
る
こ
と
は
水
無
月
の
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告
給
ふ
に
よ
つ
て
、
葉
山
媛
の
弟
長
媛
を
以
て
是
を
祠
し
む
云

々

。

即

三
韓
よ
り

つ

げ

は

や

ま

ひ

め

を
と
ゝ
な

か

ひ

め

も

つ

ま
つ
ら

す
な
は
ち
さ

ん

か

ん

還
ら
せ
給
ふ
時
の
事
に
て
、
生
田
の
事
に
同
じ
。

か

へ

と

き

い

く

た

社
記
に
云
、
村
上
天
皇
応
和
三
年
七
月
十
五
日
、
雨
を
長
田
の

社

に
祈
る
。
○
又
大
祭
事
と
い
ふ

を
う

わ

あ
め

や
し
ろ

い
の

さ
い

じ

事
あ
り
。
藁
人

形

を
三
千
余
、
社
の
お
く
の
森
よ
り

造

出
て
、
東
尻
池
の
御
旅
所
へ
神
輿

わ
ら
に
ん
ぎ
や
う

も
り

こ
し
ら
へ

し
り
い
け

た
び
し
よ

し
ん

よ

を
守
り
て
、
野
田
村
の
浜
に
て
か
の
わ
ら
人
形
を
さ
ん
〴
〵
に
切
捨
る
也
。
是
三
韓
退
治
の

ま
も

は
ま

き
り
す
つ

さ
ん
か
ん
た
い

ぢ

真
似
な
り
と
い
へ
り
。
又
此
時
、
西
須
磨
の
前
田
氏
を
客
家
と
称
ず
。

ま

ね

ま
へ

だ

せ
う

按
る
に
藁
人

像

を
切
捨
る
事
、
是

昔

の

祓

の
遺
事
な
る
べ
し
。
源
氏
物
語
須
磨
の
は
ら
ひ
に
も
人

像

わ
ら
に
ん
ぎ
や
う

き
り
す
つ

む
か
し

は
ら
ひ

い

じ

に
ん
ぎ
や
う

を
用
ひ
ら
る
ゝ
事
見
へ
た
り
。
又
和
泉
式
部
六
月
は
ら
ひ
の
哥
に

い

づ

み

し

き

ぶ

〽
思
ふ
事
み
な
つ
き
ね
と
て
あ
さ
の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
は
ら
へ
つ
る
か
な

明
泉
寺

長
田
村
の

天
照
山
と
号
す
。
本
尊
大
日
如
来
。
い
に
し
へ
は
大
伽
藍
な
り
し
を
、
寿
永
の

め

う

せ

ん

じ

て

ん

せ

う

さ

ん

が

う

ほ

ん

そ

ん

だ

い

に

ち

に

よ

ら

い

か

ら
ん

を
く
に
有
。

兵
乱
よ
り

荒

廃
す
。
一
谷
合
戦
に
越
中

く
わ
う
は
い

か

せ
ん

ゑ
つ
ち
う

前
司
盛
俊
の
陣
所
な
り
。

ぜ
ん

じ

も
り
と
し

ぢ
ん
し
よ

越
中
前
司
盛
俊
墓

長
田
村
名
倉
池
の

傍

に

ゑ

ん

ち

う

ぜ

ん

じ

も

り

と

し

の

は

か

な

ぐ
ら
い
け

か
た
は
ら

あ
り
。
塚
し
る
し
、
松
あ
り
。

つ
か

越
中
の
前
司
盛
俊
は
一
谷
の
敗
軍
よ
り
迚
も
逃
る
べ
き
と
も
覚
え
ず
、
一
人

残

て
馳

合

て

戦

ひ
け
る

は
い
ぐ
ん

と
て

の
が

の
こ
り

は
せ
あ
は
し

た
ゝ
か

今
日
、
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
え
と
、
麻

の
葉
を
切
り
に
切
っ
て
祓
え
を
し
た
な
あ
。）

明
泉
寺

長
田
村
の
奥
に
あ
る
。
天
照
山
と
号
し
、

本
尊
は
大
日
如
来
で
あ
る
。
昔
は
大
寺
で
あ
っ
た

が
、
寿
永
の
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
。
一
ノ
谷
の

合
戦
の
と
き
、
越
中
前
司
盛
俊
の
陣
で
あ
っ
た
。

越
中
前
司
盛
俊
の
墓

長
田
村
の
名
倉
池
の
そ
ば

に
あ
る
。
墓
の
し
る
し
に
松
が
あ
る
。

越
中
前
司
盛
俊
は
一
ノ
谷
の
負
け
戦
か
ら
と
て
も

逃
れ
ら
れ
な
い
と
思
い
、
一
人
残
っ
て
馬
を
走
ら

せ
戦
っ
た
が
、
猪
俣
近
平
六
則
綱
と
馬
を
並
べ
、

ひ
っ
つ
か
ん
で
下
に
落
ち
た
。
盛
俊
は
世
に
知
ら

れ
た
大
力
で
、
二
十
人
力
も
あ
る
。
し
か
も
六
十

人
で
上
げ
下
ろ
し
す
る
大
船
を
一
人
で
持
ち
上
げ

た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
七
、
八
十
人
力

も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
則
綱
の
及
ぶ
と
こ

ろ
で
は
な
い
。（
盛
俊
が
則
綱
の
体
を
）
押
し
つ
け

街
道

西
国
街
道
。

式
内

平
安
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
神

名
帳
（
九
二
七
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
神
社
の

こ
と
。
社
格
の
一
種
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。

此
辺
六
ヶ
村

長
田
、
西
代
、
東
尻
池
、
西
尻
池
、

池
田
、
西
須
磨
（
『
摂
津
名
所
図
会
』
）
。

日
本
紀
神
功
皇
后
記

『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后

紀
の
摂
政
元
年
条
に
以
下
の
ご
と
く
あ
る
。
「
事

代
主
尊
、
誨
へ
ま
つ
り
て
曰
は
く
、
「
吾
を
ば
御

心
の
長
田
国
に
祠
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
葉
山

媛
の
弟
長
媛
を
以
て
祭
は
し
む
」
。

い
は

三
韓

新
羅
、
百
済
、
高
句
麗
。
神
功
皇
后
は
仲

哀
天
皇
九
年
、
渡
海
し
て
朝
鮮
半
島
に
攻
め
入
り

こ
れ
を
服
属
せ
し
め
た
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
の

記
事
は
そ
の
翌
年
の
も
の
で
あ
る
。

生
田
の
事

『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
紀
、
摂
政

元
年
条
で
は
長
田
社
の
記
事
の
直
前
に
「
稚
日
女

尊
、
誨
へ
ま
つ
り
て
曰
は
く
、
「
吾
は
活
田
長
峽

国
に
居
ら
む
と
す
」
と
の
た
ま
ふ
。
因
り
て
海
上

五
十
狹
茅
を
以
て
祭
は
し
む
」
と
し
て
生
田
神
社

の
創
始
が
語
ら
れ
る
。

村
上
天
皇
応
和
三
年
剽

『
日
本
紀
略
』
同
日
条

に
祈
雨
の
た
め
長
田
社
に
奉
幣
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
応
和
三
年
は
西
暦
九
六
三
年
。

西
須
磨
の
前
田
氏

本
書
後
段
に
以
下
の
ご
と
く

見
え
る
。「
前
田
氏
の
故
家

西
須
磨
の
里
長
也
。

神
功
皇
后
の
御
時
よ
り
相
続
す
と
い
へ
り
」
。

源
氏
物
語
須
磨
の
は
ら
ひ

須
磨
の
巻
、
上
巳
の

祓
の
く
だ
り
に
「
舟
に
こ
と
ご
と
し
き
人
形
乗
せ

ひ
と
が
た

て
流
す
」
と
あ
る
。

和
泉
式
部
の
哥

『
後
拾
遺
集
』
雑
六
・
一
二
〇

四
番
歌
。

本
尊
大
日
如
来

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
行
基

の
作
。

長

五
尺

計

」
と
あ
る
。

み
た
け

ば
か
り

寿
永
の
兵
乱

い
わ
ゆ
る
源
平
の
合
戦
。
寿
永
は

西
暦
一
一
八
二
～
八
四
年
。

盛
俊
の
陣
所

盛
綱
は
一
ノ
谷
合
戦
で
山
の
手

（
鵯
越
口
）
の
守
備
を
担
当
し
た
。

越
中
前
司
盛
俊
は

以
下
の
記
述
は
専
ら
『
源
平

盛
衰
記
』
第
三
十
七
・
則
綱
討
盛
俊
事
に
拠
る
。
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が
、
猪
股
近
平
六
則
綱
に
駈

並

て
引
組
で
馬
よ
り
落
、
盛
俊
は
聞
へ
た
る
大
力
の
者
な
れ
ば

い
の
ま
た
こ
ん
へ
い

の
り
つ
な

か
け
な
ら
べ

ひ
つ
く
ん

む
ま

を
ち

も
り
と
し

き
こ

り
き

も
の

廿
人
力
に
て
、
内
力
は
六
十
人
し
て
上
下
す
る
大
船
を
一
人
し
て

扱

ひ
け
れ
ば
、
七
八
十
人
力
も
有
べ
け
れ
ば
、

り
き

せ
ん

あ
つ
か

り
き

近
平
六
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
推
付
て
首
を
は
ね
ん
と
す
る
に
名
を

尋

け
れ
ば
、
又
下
よ
り
も
名

こ
ん

を
よ

を
し
つ
け

く
び

な

た
づ
ね

な

乗
を
尋
ね
て
、
さ
て
は
能
敵
に
出
合
た
り
。

偽

り
て
彼
が
首
を
取
ら
ば
や
と
思
ひ
、
盛
俊
に
云
や
う

の
り

た
づ

よ
き
て
き

い
つ
は

か
れ

く
び

と

も
り
と
し

は
、
御
辺
則
綱
が

命

を
助
け
か
へ
し
給
は
ゞ
、
鎌
倉
殿
に
申
て
和
殿

并

に
親
し
き
人
々
を
な
だ
め

ご

へ
ん
の
り
つ
な

い
の
ち

た
す

か
ま
く
ら

わ

ど
の
な
ら
び

し
た

申
さ
ん
と

誠

し
く
い
へ
ば
、
盛
俊

歓

び
て
云
く
、
我
に
男
女
の
子
ど
も
二
十
余
人
持
さ
ふ
ら
へ
ば
、
彼
等

ま
こ
と

も
り
と
し
よ
ろ
こ

も
ち

か
れ

ら

て
首
を
は
ね
よ
う
と
し
、（
則
綱
に
）
名
前
を
尋
ね

る
と
、
ま
た
下
（
に
い
る
則
綱
）
か
ら
も
（
盛
俊

に
）
名
前
を
尋
ね
る
。（
相
手
が
盛
俊
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
、
則
綱
は
）「
さ
て
は
よ
い
敵
に
出
会
っ

た
。
策
略
を
立
て
て
彼
の
首
を
取
り
た
い
も
の
だ
」

と
思
い
、
盛
俊
に
「
貴
殿
が
も
し
拙
者
の
命
を
助

け
、
無
事
に
帰
し
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
鎌
倉
殿

（
頼
朝
）
に
申
し
あ
げ
て
、
あ
な
た
と
ご
親
族
の

方
々
の
罪
を
許
す
よ
う
仲
介
い
た
し
ま
し
ょ
う
」

と
誠
実
そ
う
に
言
う
の
で
、
盛
俊
は
喜
ん
で
「
拙

者
に
は
男
女
の
子
供
が
二
十
数
人
ご
ざ
る
の
で
、

彼
ら
に
対
し
て
将
来
よ
ろ
し
く
御
恩
が
あ
る
よ
う

に
（
頼
朝
に
）
ご
仲
介
く
だ
さ
れ
」
と
い
う
。
前

は
畑
、
後
ろ
は
水
田
と
い
う
場
所
で
、
二
人
は
畝

に
腰
掛
け
て
話
を
す
る
。（
そ
の
と
き
、
則
綱
は
）

盛
俊
の
油
断
を
見
す
ま
し
て
、
両
手
に
力
を
入
れ

（
盛
俊
の
体
を
）
真
っ
逆
さ
ま
に
後
ろ
に
あ
る
深

田
に
突
き
倒
す
。（
盛
俊
は
）
頭
が
水
の
底
に
あ
り
、

足
が
岸
の
端
に
あ
る
よ
う
な
状
態
で
、
起
き
よ
う

起
き
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
則
綱
が
上
に
乗
っ

て
首
を
か
き
切
り
、
太
刀
の
先
に
そ
れ
を
刺
し
て

高
く
か
か
げ
、
馬
に
乗
っ
て
（
陣
に
）
馳
せ
帰
る
。

蓮
の
池

長
田
の
西
の
方
に
あ
る
。『
平
家
物
語
』

の
一
ノ
谷
陣
中
を
描
い
た
く
だ
り
に
た
び
た
び
登

場
す
る
。
広
さ
は
四
百
五
十
畝
。
昔
、
行
基
が
農

業
の
助
け
と
し
て
掘
っ
た
。

蓮
の
祠

池
の
北
岸
に
あ
る
。
土
地
の
人
は
行
基

を
祀
っ
た
祠
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
は
不
明
。
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の
為
す
へ
〴
〵
を
よ
ろ
し
く
御
恩
有
べ
く
や
う
申
宥
め
給
へ
と
い
ふ
。
前
は

畠

、

後

は
水
田
な
る
所
の

た
め

を
ん

な
だ

ま
へ

は
た
け

う
し
ろ

す
い
て
ん

中
の
畔
の
有
に
二
人
尻
打
か
け
て
物
語
り
し
つ
ゝ
、
盛
俊
が
油
断
を
見
す
ま
し
、
左
右
の
手
に
て

う
ね

し
り
う
ち

も
の
が
た

も
り
と
し

ゆ

だ
ん

さ

ゆ
う

力

を
入
、
真
逆
さ
ま
に

後

の
深
田
へ
突
倒
す
。

頭

は
水
の
底
に
、
足
は
岸
の
端
に
、
起
ん
〳
〵
と
し
け
る

ち
か
ら

ま
つ
さ
か

う
し
ろ

ふ
か

た

つ
き
た
を

か
し
ら

そ
こ

あ
し

き
し

は
た

を
き

所
を
、
則
綱
上
に
の
り
て
首
を
掻
切
、
太
刀
の
先
に

貫

き
、
高
く
捧
げ
、
馬
に
の
り
て
馳
か
へ
る
。

の
り
つ
な

く
び

か
き
き
り

た

ち

さ
き

つ
ら
ぬ

た
か

さ
ゝ

は
せ

蓮
の
池

長
田
の
西
の
方
に
あ
り
。
平
家
陣
中
の
文
に
多
し
。
広
さ

蓮
の
祠

池
の
北
、
山
ぎ
し
に
有
。
土
人

行

基

は

す

い

け

ぢ
ん
ち
う

を
ゝ

ひ
ろ

は

す

や
し
ろ

ぎ
や
う

き

四
百
五
十
畝
。
む
か
し

行

基
農
事
の
助
け
に
掘
た
り
。

の
祠
と
い
へ
り
。
其
実
は
し
ら
ず
。

ぎ
や
う

ぎ

の
う

じ

た
す

名
所

駒

林

松

駒
林
は
此
辺
り
の
地
名
な
り
。
松
は
松
林
の
事
な
り
。

こ
ま
が
は
や
し
の
ま
つ

光
源
氏
の
事
は
俗
説
也
。
今
、
二
葉
の
松
な
ど
云
て
一
樹
有
。

ぞ
く
せ
つ

名
寄

〽
い
に
し
へ
の
駒
の
林
の
松
み
れ
ば
う
へ
し
古
葉
も
か
は
ら
ざ
り
け
り

兼
頼

ふ

る

は

薩
摩
の
守
忠
度
塚

駒
林
の
中
に
あ
り
。

但
し
忠
度
の
腕
塚
は
明
石
に
有
て
腕
塚
町

さ

つ

ま

の

か

み

た

ゞ
の
り
の
つ

か

た

ゞ

た

ゞ

の

り

う

で

つ

か

あ

か

し

う

で

つ

か

て

う

石
塔
を
居
た
り
。

す
へ

と
も
い
へ
り
。

尤

西
の
手
の
大
将
な
れ
ば
、
須
磨
よ
り
西
へ
さ
し
て
逃
ら
れ
け
る
と
も
い
ひ
、
又

も
つ
と
も
に

し

す

ま

に

げ

〔
異
本
に
は
、
か
る
も
川
、
須
磨
、
板
宿
を
打
過
落
る
と
あ
れ
ば
、
此
辺
に
も
有
べ
し
。
〕

い

ほ

ん

す

ま

い

た
し
ゆ
く

う

ち

す

き

を

つ

ほ
と
り

駒
林
の
松

駒
林
は
こ
の
あ
た
り
の
地
名
で
あ
る
。

松
と
い
う
の
は
松
林
の
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
が

植
え
さ
せ
た
と
い
う
の
は
俗
説
で
あ
る
。
現
在
で

は
、
二
葉
の
松
な
ど
と
い
っ
て
松
が
一
本
あ
る
。

い
に
し
へ
の
䢧
（
久
し
ぶ
り
に
駒
林
の
松
を

見
て
み
る
と
、
か
つ
て
植
え
た
古
い
松
の
木

の
葉
も
そ
の
ま
ま
変
わ
っ
て
い
な
い
。）

薩
摩
守
忠
度
塚

駒
林
の
な
か
に
あ
り
、
石
塔
を

建
て
て
あ
る
。
た
だ
し
忠
度
の
腕
塚
は
明
石
に
あ

り
、（
そ
の
付
近
を
）
腕
塚
町
と
言
っ
て
い
る
。（
忠

度
は
一
ノ
谷
合
戦
の
際
、）
陣
の
い
ち
ば
ん
西
を
守

っ
て
い
た
大
将
な
の
で
、
須
磨
か
ら
西
に
向
か
っ

て
お
逃
げ
に
な
っ
た
と
も
い
い
、
ま
た
『
平
家
物

語
』
の
異
本
に
は
「（
忠
度
は
）
か
る
も
川
、
須
磨
、

板
宿
を
通
り
過
ぎ
て
落
ち
て
い
っ
た
」
と
あ
る
の

で
、
こ
の
あ
た
り
に
も
（
墓
が
）
あ
っ
て
よ
い
は

ず
だ
。

猪
股
近
平
六
則
綱

？
～
一
一
九
二
年
。
通
称
は

小
平
六
、
諱
は
範
綱
と
も
。
武
蔵
国
の
住
人
、
猪

股
党
の
頭
領
。
『
平
家
物
語
』
老
馬
に
「
八
ヶ
国

に
聞
こ
え
た
る
し
た
た
か
者
」
と
評
さ
れ
る
。

内
力
は
剽

『
源
平
盛
衰
記
』
に
「
盛
俊
は
聞
え

た
る
大
力
の
大
の
男
、
徐
に
は
二
十
人
が
力
と
言

ひ
け
れ
ど
も
、
内
々
は
六
十
人
に
し
て
上
げ
下
ろ

す
大
船
を
、
一
人
し
て
扱
ひ
け
る
者
な
り
け
れ
ば
、

七
、
八
十
人
が
力
も
や
あ
り
け
ん
」
。
「
内
力
」
は

「
内
々
」
の
誤
り
か
。

盛
俊
歓
び
て

『
源
平
盛
衰
記
』
に
「
盛
俊
嬉
し

く
思
ひ
て
、
な
ほ
抑
せ
な
が
ら
、
げ
に
助
け
給
べ

き
か
、
猪
俣
殿
と
問
ふ
」
「
盛
俊
は
男
女
の
子
供

二
十
余
人
持
ち
て
候
ふ
ぞ
よ
。
我
一
人
に
侍
る
な

ら
ば
い
か
で
も
候
ふ
べ
し
、
彼
ら
が
行
末
の
悲
し

さ
に
、
御
辺
の
命
を
助
け
奉
る
な
り
。
同
じ
く
御

恩
あ
る
べ
く
は
、
い
づ
れ
を
も
相
構
へ
て
申
し
宥

め
給
へ
」
。
な
お
『
平
家
物
語
』
で
は
盛
俊
は
則

綱
の
申
し
出
に
対
し
て
大
い
に
怒
っ
た
と
記
さ

れ
、
畝
に
坐
っ
た
の
も
降
参
の
相
談
を
す
る
た
め

で
は
な
い
。『
摂
津
名
所
図
会
』
は
『
平
家
物
語
』

に
拠
っ
て
盛
俊
の
故
事
を
綴
る
。

蓮
の
池

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
行
基
が
「
蓮
一

株
を
種
給
ひ
浄
土
八
功
徳
池

准

給
ふ
」
と
い

う
ゑ

な
ぞ
ら
へ

う
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

平
家
陣
中
の
文

例
え
ば
『
源
平
盛
衰
記
』
第
三

十
七
・
一
谷
落
城
並
重
衡
卿
虜
事
に
「
三
位
中
将

は
蓮
の
池
を
も
打
ち
過
ぎ
」
。

行
基

六
六
八
～
七
四
九
年
。
寺
院
建
立
や
灌
漑

土
木
に
関
す
る
伝
説
が
多
く
残
る
。

光
源
氏
の
事

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
源
氏
須

磨
に
居
給
ふ
と
き
こ
ゝ
に
植
置
給
ひ
し
と
ぞ
」
と

う
ゑ
お
き

あ
る
。

二
葉
の
松

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
一
名
駒
替

松
、
或
は
二
葉
松
、
又
茶
筅
松
と
も
い
ふ
。
古
松

は
枯
て
今
あ
る
は
植
継
也
と
ぞ
」
。

う
へ
つ
ぎ

い
に
し
へ
の
剽

「
名
寄
」
は
『
歌
枕
名
寄
』
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
歌
は
同
書
中
に
確
認
で
き
な
い
。

作
者
名
「
兼
頼
」
か
ら
考
え
て
、『
源
平
盛
衰
記
』

、

第
七
・
信
俊
下
向
事
に
見
え
る
平
康
頼
「
津
の
国

や
駒
の
林
を
来
て
み
れ
ば
古
葉
は
い
ま
だ
変
ら
ざ

り
け
り
」
の
訛
伝
か
。

石
塔

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
塚
上
に
五
倫
の

石
塔
を
居
た
り
」
。

す
ゑ
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忠
度
の
腕
塚

岡
部
六
弥
太
と
戦
っ
て
切
り
落
と

さ
れ
た
忠
度
の
片
腕
を
祀
っ
た
も
の
。
く
わ
し
く

は
中
村
真
理
『
神
戸
学
院
大
学
明
石
ハ
ウ
ス
「
く

ず
し
字
解
読
講
座
」
活
動
成
果
報
告
書

『
播
州

名
所
巡
覧
図
絵
』
「
明
石
郡
」
訳
注
』
（
神
戸
学
院

大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
一
年
）
の
該

当
項
を
参
照
。

腕
塚
町

現
在
の
明
石
市
天
文
町
一
丁
目
付
近
。

尤
西
の
手
の
大
将

一
ノ
谷
合
戦
の
際
、
忠
度
は

最
も
西
に
位
置
す
る
塩
屋
口
を
守
備
し
た
。

西
へ
さ
し
て

延
慶
本
、
長
門
本
『
平
家
物
語
』

に
は
忠
度
が
西
を
指
し
て
落
ち
た
と
記
さ
れ
る
。

異
本
に
剽

以
下
〔

〕
内
の
文
章
は
掲
出
し
た

影
印
に
含
ま
れ
な
い
箇
所
で
あ
る
が
、
後
続
の
丁

か
ら
翻
字
し
、
便
宜
上
こ
こ
に
繰
り
入
れ
た
。「
異

本
」
は
『
源
平
盛
衰
記
』
を
指
す
と
思
し
い
。
す

な
わ
ち
第
三
十
七
・
忠
度
通
盛
等
最
後
事
に
「
か

る
も
川
、
須
磨
、
板
宿
を
打
ち
過
ぎ
つ
つ
、
渚
に

付
き
て
ぞ
落
ち
給
ふ
」
と
見
え
る
。

知
章

一
一
六
九
～
八
四
年
。
平
氏
の
一
門
、
平

知
盛
の
長
男
。
武
蔵
守
と
な
る
。
一
ノ
谷
合
戦
に

敗
れ
、
父
を
逃
す
た
め
に
身
代
わ
り
と
な
っ
て
討

た
れ
た
。
謡
曲
『
知
章
』
な
ど
で
よ
く
知
ら
れ
る
。

知
章

と

も

あ
き
ら孝

死

か

う

し

頼
賢
忠
死

よ

り

か

た

ち

う

し
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『
源
平
盛
衰
記
』
第
三
十
八
・
知
盛
遁
戦
場
乗
船

事
「
中
納
言
危
く
見
え
給
ひ
け
れ
ば
、
御
子
武
蔵

守
知
章
中
に
阻
て
て
、
引
組
み
て
落
ち
て
、
取
つ

て
押
さ
へ
て
首
を
掻
き
、
敵
の
童
落
ち
重
つ
て
武

蔵
守
を
ば
討
ち
て
け
り
」
「
知
章
は
忽
ち
に
勇
兵

の
首
を
獲
て
、
専
ら
壮
士
の
名
を
顕
は
し
、
遂
ひ

に
父
子
の
死
を
救
ひ
て
、
永
く
己
の
命
を
亡
ふ
」
。

『
知
章
』
に
は
知
盛
の
「
子
は
親
の
た
め
命
を
惜

ま
ぬ
心
ぞ
や
」
と
い
う
述
懐
が
あ
る
。

頼
賢

？
～
一
一
八
四
年
。
通
称
監
物
太
郎
。
平

知
盛
の
郎
党
。
知
盛
を
逃
が
す
た
め
に
奮
戦
し
て

命
を
落
と
し
た
。
『
源
平
盛
衰
記
』
第
三
十
八
・

知
盛
遁
戦
場
乗
船
事
に
「
中
納
言
の
侍
に
監
物
太

郎
頼
賢
は
究
竟
の
弓
の
上
手
」
「
敵
の
童
落
ち
重

つ
て
武
蔵
守
を
ば
討
ち
て
け
り
。
監
物
太
郎
頼
賢
、

弓
矢
を
ば
か
ら
と
棄
て
て
落
ち
合
ひ
、
童
が
首
を

取
る
。
頼
賢
は
主
の
首
と
童
が
首
と
取
り
具
し
て
、

馬
に
乗
ら
ん
と
し
け
る
が
、
膝
の
節
を
射
さ
せ
、

今
は
最
後
と
思
け
れ
ば
、
人
手
に
か
か
ら
じ
と
て
、

腹
掻
き
切
り
て
死
に
け
り
」
と
あ
る
。
な
お
『
平

家
物
語
』
で
も
矢
種
の
か
ぎ
り
射
つ
く
し
た
後
、

打
物
抜
い
て
戦
っ
た
と
見
え
、
図
中
右
下
の
徒
立

ち
で
戦
う
人
物
は
お
そ
ら
く
頼
賢
で
あ
ろ
う
。
沖

を
指
し
て
馬
を
進
め
る
武
者
が
知
盛
。
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ま
の
ゝ
は
し

尻
池

し

り

い

け

匂
ひ
の
梅

駒
が
林

こ

ま

は
や
し

浜
の
継
は
し

忠
の
り
つ
か

ま
の
ゝ
い
け
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盗
人
松

ま
の
ゝ
は
し

東
尻
池
村
の
西
方
に
あ
る
石
橋
。

「
ふ
み
み
て
も
物
思
ふ
身
と
ぞ
な
り
に
け
る
真
野

の
継
橋
途
絶
え
の
み
し
て
」
（
『
後
拾
遺
集
』
雑
一

・
八
八
〇
、
相
模
）
な
ど
で
知
ら
れ
る
歌
枕
（
『
摂

津
名
所
図
会
』
）
。

ま
の
ゝ
い
け

東
池
尻
村
の
西
に
あ
る
池
。
「
真

野
の
池
の
小
菅
を
笠
に
縫
は
ず
し
て
人
の
遠
名
を

立
つ
べ
き
も
の
か
」
（
『
万
葉
集
』
巻
十
一
・
二
七

七
二
）
以
来
の
歌
枕
（
『
摂
津
名
所
図
会
』
）
。

匂
ひ
の
梅

東
尻
池
村
に
あ
る
。
菅
原
道
真
が
太

宰
府
に
下
向
し
た
際
、
和
田
崎
に
船
を
留
め
て
こ

の
花
の
香
を
愛
で
た
と
さ
れ
る
（
『
摂
津
名
所
図

会
』
）
。

淀
の
継
は
し

『
摂
津
名
所
図
会
』
に
「
真
野
継

橋
の
一
名
と
も
、
又
駒
ヶ
林
村
に
あ
り
と
も
い
ふ
」

と
す
る
が
、
こ
の
図
で
は
真
野
の
継
橋
と
は
別
の

橋
と
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
「
真
野
の
浦
の
淀
の

継
橋
心
ゆ
も
思
ふ
や
妹
が
夢
に
し
見
ゆ
る
」
（
『
万

い
め

葉
集
』
巻
四
・
四
九
〇
、
吹
芡
刀
自
）
以
来
の
歌

枕
。

盗
人
松

本
書
後
段
に
「
盗
人
松

野
田
村
に
あ

り
。
む
か
し
は
二
本
あ
り
し
が
、
朽
て
今
は
一
木
、

大
木
也
。
此
松
海
辺
に
有
て
、
白
波
た
ち
止
間
な

や
む
ひ
ま

き
が
故
の
名
な
り
と
い
へ
り
」
と
あ
る
。


