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姫
路
城
は
播
州
平
野
の
中
心
に 、
白
亜
の
端
認
な
姿
を
見
せ

て
絆
え
立
つ
て
い
る。
一
名
白
鴬
城
と
呼
ば
れ
る
の
は 、
白
鶯

の
美
し
く
も

気
品
に
み
ち
た
優
雅
な
姿
に
似
た
と
こ
ろ
か
ら
名

づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 。
天
下
の
名
城
と
し
て
並
び
称
せ
ら

れ
た一
方
の
名
古
屋
城
が
亡
き
今 、
最
高
の
築
城
技
術
と
意
匠

美
を
も
つ
て 、
往
古
の
姿
を
殆
ん
ど
完
全
に
近
く

残
し
て
い
る

こ
の
城
は
現
存
城
廓
中
の
至
宝
と
い
え
る 。

さ
て
城
と
い
え
ば 、
元
来
は
土
で
築
い
た
土
手 、
堤
の
類
を

指
し 、
古
く
ば
奈
艮
朝
以
前
に
行
わ
れ
た
稲
城 、
水
城
の
臨
時

防
禦
施
設
に
始
つ
て
い
る 。
然
し
私
達
が
今
日
常
識
的
な
観
念

で
い
う

城 、
即
ち
天
守
閣
や
そ
の
他
白
壁
の
櫓
を
も
っ
た
封
建

諸
侯
の
築
い
た
城
廓
は 、
鉄
砲
の
伝
来
と
共
に 、
戦
闘
の
形
式

が
大
き
く

変
化
し
て
来
た
室
町
時
代
の
末
か
ら
桃
山
時
代
に
か

け
て
急
激
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る。

し
か
も
そ
の
発
生
か
ら
三
百
年
程
の
短
い
隆
盛
期
間
に 、
初

期
は
住
居
併
用
時
代 、
盛
期
は
純
軍
用
化
時
代 、
叉
後
期
は
象

徴
化
時
代
と
大
き
く

三
転
し
た
が 、
こ
の
最
盛
期
の
代
表
的
な

も
の
が
姫
路
城
で
あ
る 。
尤
も
こ
の
城
の
起
り
と
し
て
は
元
弘

-＝
年
2
-＝
号一）
赤
杉
即
村
挙
兵
の
時
に
潮
る
が 、
今
日
の

形
態
を
な
し
た
の
は 、
池
田
輝
政
が
関
ヶ
原
勲
功
に
よ
っ
て
播

磨
の
領
宅
に
封
ぜ
ら
れ
た
後 、
慶
長
十
三
年
か
ら
十
四
年
頃
に

か
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ。

姫
山
の
丘
陵
を
中
心
と
し
て
本
丸
を
お
き 、
更
に
南
方
の
平

地
を
広
く

取
入
れ
た
こ
の
設
計
は ．
昔
の
兵
学
上
の
用
諸
で
い

編
集

独
唱

ピ
ア
ノ
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国
立
近
代
美
術
館
で
は 、
フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー

で
内

外
古
今
の
恒
秀
映
画
の
収
集
保
存
と
そ
の
活
用
に
努
力
い
た
し

て
お
り
ま
す 。
今
回
は
「
グ
ロ
ビ
ウ
ス
と
パ
ウ
ハ
ウ
ス」
展
の

期
間
中 、
月
例
映
写
会
と
し
て 、
次
の
短
篇
映
画
を
適
宜
選
択

し
て 、
月
・

水
曜
日
存
除
く

毎
日一一
時
よ
り
上
映
い
た
し
ま

す。

月
例
映
窯
会
に
つ
い
て

室
生
寺
は 、
大
阪
か
ら
伊
勢
山
田
に
至
る
近
畿
日
本
鉄
道
の

室
生
口
大
野
駅
か
ら
南
へ
八
粁 、
淫
流
に
添
つ
て
上
っ
た
老
杉

う
つ
そ
う
と
し
た
山
間
に 、
巧
み
に
堂
塔
を
構
え
た
寺
院
で
あ

h 、
紀
州
の
高
野
山
に
対
し
こ
こ
は一
名
女
人
高
野
と
も
い
わ

れ 、
男
子碑示
制
の
道
喝
ルー
し
て
知
ら
れ
て
い
る 。

こ
の
寺
は
輿
福
寺
の
末
寺
で
あ
っ
て 、
密
教
寺
院
で
は
な
い

が 、
多
分
に
そ
の
雰
囲
気
を
も
ち 、
伽
監
配
甜
は 、
平
地
に
整

然
と
立
つ
奈
良
時
代
の
配
骰
法
と
ば
対
照
的
で 、
空
海
や
最
澄

等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
山
嶽
寺
院
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
い
え

よ
う 。
室
生
の
龍
穴
神
の
神
官
等
と
し
て 、
宝
亀
の
末
か
ら
延

暦
の
初
め
2J
八
0
ー

七
九
0
前
後）
に
か
け
て 、
興
福
寺
の

僧
喪
蝶
が
創
立
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ 、
神
仏
調
和
思
想
の
古

い
実
例
を
示
し
て
い
る 。

そ
の
時
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
式
重
塔
と 、
金
堂
は
平

安
初
期
の
極
め
て
稀
れ
な
建
物
の
追
梱
と
し

て 、
建
築
史
上
投

重
な
位
置
を
占
め 、
共
に
新
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る。

塔
は
印
度
の
Stupa
即
ち
仏
舎
利
を
安
平叫
し
た
土
骰
頭
型

室

生

寺

文

部

省

映 ＿

巻

ぅ
平
山
城
に
属
す
る。
曲
詣
は
本
丸
を
主
腐
と
し
て 、
そ
の
周

り
に
二
の
丸 、
三
の
丸 、
西
の
丸
を
配
し 、
更
に
こ
れ
ら
を
囲

ん
で
内
曲
輪 、
中
曲
輪 、
外
湘
綸
を
め
ぐ
ら
し 、
六
重
の
抵
抗

線
を
形
成
し
た
築
城
の
結
梱
は 、
城
廓
設
計
の
妙
を
壺
し
て
い

る。こ
こ
に
天
守
と
は
城
の
中
心
部
で
他
の
櫓
よ
り一
段
と
高
く

大
き
い
櫓
の
こ
と
で
あ
る
が 、
姫
路
城
の
そ
れ
は 、
い
わ
ゆ
る

連
立
天
守
で 、
外
観
を
五
層 、
内
部
六
階 、
地
下一
階
の
大
天

守
の
外
に 、
更
に
北
四
に
そ
れ
人
＼
東
小
天
守 、
西
小
天
守
を

配
し 、
西
北
に
乾
小
天
守
を
置
い
て 、
こ
れ
ら
を
渡
櫓
で
つ
な

い
で
い
る。
一
見
非
常
に
複
雑
し
た
設
計
で
は
あ
る
が 、
こ
の

天
守一
劃
だ
け
で
も
有
に
あ
る
期
間
は
籠
城
し
て
抵
抗
で
き
る

よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る 。

現
在
の
城
は 、
明
治
に
入
っ
て 、
居
箆
で
あ
っ
た一ーー
の
丸
が

と
り
払
わ
れ 、
又
西
の
丸
御
殿
は
焼
失
し
て
い
る 。

昭
和
三
年
城
地一
帯
が
史
跡
に
指
定
さ
れ 、
つ
い
で
昭
和
六

年
迫
存
す
る
建
物
全
部
七
十
余
棟
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
た

が 、
法
律
の
改
正
に
よ
り 、
四
つ
の
天
守
と
櫓
の
幾
つ
か
が
昭

和
廿
六
年
六
月
新
国
宝
と
な
っ
た 。

の
も
の
を
起
源
と
し
て
発
達
し 、
我
国
に
は
中
国
を
経
て
飛
鳥

以
前
（
六
ー

七
世
紀）
に
伝
え
ら
れ
て
お
h
‘

塔
上
部
の
相
輪

に
そ
の
原
型
を
留
め
て
い
る。
充
重
玲
は 、
総
高
僅
か
に
五
十

三
尺
四
寸
と
い
う 、
現
存
す
る
五
重
塔
中
最
も
小
規
模
な
も
の

で
あ
る 。
下
防
の
内
陣
柱
の
膨
み
や――一
手
先
組
の
斗
棋
た
ど
に

奈
良
時
代
初
期
の
古
い
風
を
多
分
に
残
し
な
が
ら 、
尚
細
部
に

新
し
い
郡
造
上
の
エ
夫
が
加
え
ら
れ
て 、
過
渡
期
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。

金
堂
は
古
く
は
正
堂
と
水
根
本
堂
と
も
呼
ば
れ
た
も
の
で 、

現
代
は
江
戸
時
代
の
修
理
に
よ
り 、

相
当
の
改
造
が
加
え
ら
れ

て
は
い
る
が 、
尚
当
代
の
代
表
的
遺
構
で
あ
る 。
内
陣
仏
壇
後

方
の
嵌
板
に
画
か
れ
た
帝
釈
天
曼
陀
羅
図
は 、
こ
の
頃
の
唯一

の
壁
画
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る。

本
堂
は
鎌
倉
中
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
お
り 、

重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ 、
湘
頂
堂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が 、
こ
れ
は
密

教
に
お
い
て 、
修
行
者
を
仏
家
に
生
誕
さ
せ
る
秘
法
を
行
う
道

場
で
あ
る 。
堂
内
安
憫
の
霞
要
文
化
財
木
造
如
意
輪
観
音
は
い

わ
ゆ
る
弘
仁
仏
の
代
表
的
な
も
の
A

―
つ
で 、
す
つ
き
り
と
し

た
作
風
を
み
せ
て
い
る 。
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