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後
藤
陽
一
編

『
瀬
戸
内
海
地
域
の
史
的
展
開
』

　
本
書
は
、
後
藤
陽
一
氏
が
広
島
大
学
を
定
年
で

退
官
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
氏
に
学
期
を
う
け
た

近
世
史
・
近
代
史
専
攻
者
が
、
感
謝
の
意
味
を
こ

め
て
寄
稿
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
本
書
の
標
題
は
、

後
藤
氏
が
一
貫
し
て
当
該
地
域
を
対
象
と
し
て
研

究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
執
筆
老
の
多

く
が
こ
の
地
域
を
対
象
と
し
て
研
究
に
た
ず
さ
わ

り
、
成
果
を
も
ち
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
。
本
書
の
構
成
は
、
　
「
1
近
世
村
落
の

特
質
」
五
編
∵
　
「
H
藩
政
改
革
と
そ
の
背
景
」
五

編
・
「
皿
地
主
制
成
立
期
の
諸
問
題
」
四
編
の
計

一
四
編
と
、
　
「
は
し
が
き
」
　
「
あ
と
が
き
」
と
か

ら
な
っ
て
い
る
。

　
「
1
近
世
村
落
の
特
質
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
ま

ず
、
後
藤
陽
一
「
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
近
世

村
落
の
形
成
に
つ
い
て
」
は
、
封
建
領
主
制
確
立

期
に
お
け
る
瀬
戸
内
海
島
興
部
村
落
の
形
成
に
つ

い
て
、
村
落
構
成
の
類
型
・
土
地
所
有
・
百
姓
身

分
の
構
成
・
山
林
所
有
・
共
岡
体
の
あ
り
方
等
の

分
析
を
通
じ
て
、
地
繊
麗
大
土
地
所
有
と
族
縁
的

小
共
同
体
の
二
類
型
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
解
体

か
ら
本
百
姓
の
一
般
約
形
成
・
浮
過
層
の
定
着
・

横
越
的
共
同
体
の
形
成
を
論
じ
、
共
同
体
規
制
に

お
け
る
農
民
的
要
素
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
論

文
は
、
か
つ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
の
加
筆
再
録
で

あ
る
が
、
数
少
な
い
近
世
前
期
広
島
藩
の
村
落
構

造
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
こ
と
、
主
題
が
島
麟
部

村
落
の
例
に
止
ま
ら
な
い
基
本
的
論
点
が
提
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
構
造
化
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
、
今
に
生
き
て
い
る
論
考
と
言
え
る
。

　
青
野
春
水
「
宇
和
島
藩
の
割
地
制
と
村
落
」
は
、

氏
の
い
う
潮
型
地
な
ら
し
↓
藩
響
く
じ
黒
塗
の
過

程
で
成
立
す
る
宇
和
島
藩
の
割
地
制
に
つ
い
て
、

そ
の
創
始
か
ら
廃
止
に
至
る
ま
で
を
分
析
し
、
そ

の
創
始
に
よ
る
近
世
村
落
の
確
立
と
、
廃
止
1
1
藩

に
よ
る
地
主
制
承
認
を
、
村
落
と
の
関
係
に
限
定

し
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。

　
日
野
緩
彦
「
長
州
藩
に
お
け
る
立
野
と
端
浦
の

性
格
」
は
、
長
州
藩
の
特
別
免
許
を
得
た
御
用
浦

と
し
て
の
立
浦
（
純
漁
村
）
と
、
立
浦
の
吉
浦
と

し
て
の
端
浦
（
半
農
半
漁
村
）
に
つ
い
て
、
瀬
戸

内
海
沿
岸
部
を
対
象
に
、
制
度
の
確
立
・
権
限
・

用
益
形
態
・
争
論
・
階
層
分
化
・
流
通
機
構
・
漁

法
等
を
分
析
し
、
立
浦
制
度
の
確
立
を
貞
享
検
地

に
み
て
い
る
。

　
豊
田
寛
三
「
豊
後
国
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
類

族
と
村
落
」
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
類
族
改
め
制
が
確

立
し
て
以
降
の
類
族
の
村
落
に
お
け
る
地
位
を
、

豊
後
国
の
例
で
具
体
的
に
分
析
し
、
類
族
に
対
す

る
権
力
の
追
跡
が
領
域
・
村
を
越
え
て
徹
底
し
、

相
互
監
視
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
村
落
・
農

民
支
配
の
横
粁
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
隼
田
嘉
彦
「
近
世
後
期
に
お
け
る
広
島
藩
給
人

法
の
性
格
」
は
、
給
人
知
行
権
の
内
容
と
し
て
の

給
人
法
に
注
目
し
、
給
人
の
知
行
地
支
配
の
物
質

を
考
察
し
て
い
る
。
広
島
藩
給
人
法
の
寛
文
～
幕

末
期
の
変
遷
を
追
う
中
で
、
給
人
法
が
藩
法
の
枠

組
を
越
え
な
い
も
の
の
、
両
法
が
農
罠
統
制
の
上

で
相
乗
的
に
作
用
す
る
側
薗
や
、
給
人
法
の
負
担

規
定
が
百
姓
の
抵
抗
の
所
産
で
あ
る
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
て
い
る
。

　
「
H
藩
政
改
革
と
そ
の
背
景
」
の
と
こ
ろ
で
は
、

ま
ず
、
吉
永
昭
「
中
飼
諸
藩
に
お
け
る
藩
政
改
草

の
展
開
」
は
、
中
国
諸
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
に

つ
い
て
、
近
世
前
期
・
中
期
・
後
期
に
分
ち
、
改

革
の
実
施
状
況
・
共
通
の
特
徴
的
事
実
・
政
策
史

に
わ
た
っ
て
概
観
し
、
総
合
し
よ
う
と
す
る
試
み

で
あ
り
、
中
国
地
方
の
多
数
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
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高
橋
　
啓
「
徳
島
藩
の
中
期
藩
政
改
革
に
つ
い

て
」
は
、
藩
主
の
直
仕
置
・
藍
仕
法
を
中
心
に
明

和
の
改
革
を
分
析
し
、
藍
界
層
致
豪
農
層
の
補
強

・
農
村
支
配
の
再
編
成
を
み
、
安
永
・
天
明
期
の

藩
主
失
脚
に
よ
る
揺
り
返
し
の
後
、
次
期
藩
主
に

よ
る
直
仕
置
・
抑
商
勧
農
策
・
豪
農
主
導
の
農
村

復
興
策
・
藍
仕
法
等
を
内
容
と
す
る
寛
政
改
革
ま

で
を
考
察
し
て
い
る
。

　
土
井
作
治
「
広
島
藩
の
宝
暦
改
革
と
大
坂
市

場
」
は
、
従
来
余
り
囲
ら
か
で
な
か
っ
た
広
島
藩

の
宝
暦
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
政
策
の
特
質

と
大
坂
布
揚
と
の
対
抗
関
係
（
特
に
鴻
池
と
の
相

対
掛
合
の
成
立
）
を
中
心
に
考
察
し
、
改
革
の
諸

要
素
を
周
到
に
分
析
し
て
、
領
域
経
済
の
自
立
三

子
国
益
政
策
へ
の
方
向
づ
け
を
検
出
し
、
明
和
・

天
闘
期
の
藩
政
に
も
発
展
的
に
継
承
さ
れ
た
と
展

望
し
て
い
る
。

　
小
川
国
治
「
長
州
藩
の
流
通
政
策
と
中
関
越
荷

方
」
は
、
有
名
な
長
州
藩
の
越
荷
方
の
内
、
従
来

ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
な
か
っ
た
中
関
越
荷
方
に
つ

い
て
、
明
和
各
藩
撫
育
方
の
商
ロ
開
流
通
政
策
の
一

環
と
し
て
の
大
浜
塩
田
と
中
関
町
方
の
取
立
、
文

化
期
か
ら
の
米
入
札
興
行
に
よ
る
商
業
資
本
の
引

付
け
、
馬
繋
方
の
大
規
模
な
銀
貸
渡
な
ど
を
中
心

に
考
察
し
て
い
る
。

　
畑
中
誠
治
「
天
保
期
に
お
け
る
豪
農
の
政
治
的

意
見
」
は
、
広
島
藩
割
庄
屋
隅
段
佐
々
木
氏
が
、

天
保
～
弘
化
期
に
藩
へ
提
出
し
た
意
見
書
を
素
材

に
、
商
品
生
産
的
営
為
者
と
し
て
の
側
面
を
有
す

る
豪
農
層
の
緊
緊
と
、
域
下
町
特
権
商
人
・
前
期

的
高
利
貸
商
人
・
藩
御
用
商
人
と
の
対
抗
を
指
摘

し
、
豪
農
罵
の
藩
と
の
共
生
関
係
と
寄
生
地
主
制

的
転
換
を
も
展
望
し
て
い
る
。

　
「
皿
地
主
制
成
立
期
の
諸
論
題
」
の
う
ち
、
ま

ず
太
田
健
一
「
西
南
日
本
型
地
主
制
形
成
期
の
農

民
闘
争
」
は
、
備
前
児
島
郡
福
田
新
田
に
お
け
る

安
政
六
年
の
小
作
騒
動
を
具
体
的
に
分
析
し
て
、

小
作
騒
動
の
必
然
性
と
「
世
直
し
状
況
」
を
考
察

し
、
ま
た
、
そ
の
あ
と
を
う
け
て
岡
山
県
地
主
欄

（
西
南
姦
悪
型
地
主
制
）
の
確
立
過
程
を
考
察
し

て
い
る
。

　
児
玉
正
昭
「
瀬
戸
内
地
域
の
官
約
移
民
」
は
、

明
治
期
の
ハ
ワ
イ
へ
の
官
約
移
畏
に
つ
い
て
、
移

民
数
の
多
い
広
島
累
を
中
心
に
そ
の
実
態
を
統
計

的
に
処
理
し
、
移
民
多
出
地
域
の
農
業
構
造
と
の

関
連
を
考
察
し
て
、
原
因
と
し
て
の
耕
地
の
狭
少

・
人
口
密
度
の
高
さ
・
農
民
層
分
解
の
進
展
・
商

館
作
物
栽
培
の
盛
衰
・
過
剰
労
働
力
と
鷹
用
市
場

の
狭
さ
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
相
良
英
輔
「
明
治
描
眉
業
に
お
け
る
流
通
機
構

の
特
質
」
は
、
瀬
戸
内
塩
田
産
地
問
屋
に
つ
い
て
、

資
本
の
性
格
か
ら
、
独
立
資
本
問
屋
・
地
主
資
本

問
屋
・
地
主
会
社
問
屋
の
三
類
型
を
擾
起
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
類
型
の
具
体
的
形
態
と
経
営
内
容
を
、

成
立
の
経
緯
も
含
め
て
概
括
し
た
も
の
で
あ
り
、

三
類
型
の
愚
筆
に
力
点
が
あ
る
。

有
元
正
雄
「
地
主
制
下
の
諸
階
層
構
成
扁
は
、
備

後
南
部
を
中
心
に
、
地
主
制
確
立
・
興
隆
期
の
諸

階
層
構
成
を
、
大
地
主
層
・
中
小
地
主
層
・
自
作

農
層
・
小
作
貧
農
層
の
四
階
層
に
措
定
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
と
相
互
連
関
を
、
地
主
制
と
資
本
主

義
の
相
互
依
存
の
視
点
か
ら
解
激
し
、
か
つ
地
主

制
衰
退
の
原
因
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
農
涌
し
て
い

る
。　

全
体
と
し
て
、
全
部
が
全
部
力
作
と
は
必
ず
し

も
言
え
な
い
が
、
各
氏
の
長
く
テ
ー
マ
と
し
て
来

た
分
野
に
関
す
る
研
究
が
多
い
せ
い
か
、
守
備
の

堅
い
論
考
が
多
い
。
熱
讃
地
域
を
概
観
す
る
場
合
、

必
読
の
文
献
と
言
え
よ
う
。
　
「
あ
と
が
き
」
に
よ

れ
ば
、
本
書
は
、
広
島
近
世
史
研
究
会
の
「
研
究

論
集
」
第
一
輯
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
今
後

も
継
続
し
て
発
刊
さ
れ
る
と
い
う
。
当
該
地
域
の

固
有
の
相
が
よ
り
明
晰
に
な
っ
て
行
き
、
互
い
の

分
野
を
越
え
た
大
胆
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
行

く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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ノ
ル
マ
ソ
征
服
も
、
征
服
に
従
事
し
た
支
配
者

の
子
供
な
い
し
孫
の
世
代
と
も
な
る
と
、
か
れ
ら

の
故
郷
と
の
連
絡
が
保
た
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

独
自
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
が
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
み
ら
れ
る
一
フ
ラ
ン
ス

語
方
言
、
ア
ソ
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
語
で
あ
る
。
こ

の
方
言
は
、
早
く
も
一
一
一
三
年
一
一
九
年
に
書

か
れ
た
韻
文
（
『
o
。
ヨ
曉
g
ω
暦
法
脳
）
を
現
存
最

古
の
文
献
と
し
て
も
ち
、
そ
れ
以
降
ほ
ぼ
三
百
年

間
、
大
陸
の
純
粋
な
フ
ラ
ン
ス
語
と
も
、
ま
た
自

分
達
が
支
配
し
て
い
る
英
国
土
着
入
の
臼
常
語
中

世
英
語
と
も
こ
と
な
っ
た
、
独
自
の
特
徴
を
も
っ

た
独
立
の
文
化
を
形
成
し
、
十
二
世
紀
中
頃
の

O
o
融
吋
鼠
○
巴
旨
ρ
び
い
Φ
幹
。
目
δ
α
o
も
。
図
旨
σ
Q
冨
ω
や
、

十
二
世
紀
七
十
年
代
の
日
け
。
津
ρ
ρ
卵
一
ω
富
昌
な

ど
の
代
表
作
を
も
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
原
本
は
、
十
三
世
紀
中
頃
の
英
国
で
作

成
さ
れ
、
ヘ
ン
リ
ー
三
世
の
王
妃
エ
レ
ア
ノ
ー
ル

・
ド
ゥ
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
、

十
七
世
紀
中
頃
そ
の
持
ち
主
に
よ
リ
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
コ
レ
ジ
に
害
贈
さ
れ
、

現
在
は
そ
こ
の
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
ア

ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
語
の
、
絵
入
り
の
黙
示
録
で

あ
る
。
新
約
聖
書
の
黙
示
録
を
主
題
の
中
心
と
し
、

そ
の
前
後
に
そ
の
作
家
と
伝
説
上
鼠
さ
れ
て
い
る

嬰
ヨ
ハ
ネ
の
生
涯
を
配
し
た
、
金
箔
を
は
っ
た
極

彩
色
の
細
密
画
七
一
と
そ
の
挿
絵
の
間
に
ア
ソ
グ

ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
語
と
そ
の
注
釈
を
入
れ
た
、
そ
の

黒
暗
の
技
術
の
粋
を
集
め
た
憂
華
写
本
で
あ
る
。

こ
の
写
本
の
作
成
者
の
気
配
り
も
配
当
な
も
の
で
、

聖
ヨ
ハ
ネ
の
生
涯
の
前
半
を
粟
野
と
し
て
、
そ
の

後
半
を
懸
を
た
く
わ
え
た
老
人
と
し
て
描
き
分
け

る
な
ど
、
本
写
本
の
水
準
の
高
さ
が
偲
ば
れ
る
。

本
書
は
こ
の
写
本
を
原
寸
よ
り
は
や
や
縮
少
し
た

形
で
、
色
も
そ
の
ま
ま
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

金
箔
の
部
分
な
ど
、
は
っ
て
あ
る
か
の
如
き
美
し

い
出
来
栄
え
で
あ
る
。
や
や
ち
い
さ
く
な
っ
た
が

た
め
、
挿
絵
中
に
在
る
本
文
の
字
が
不
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
の
が
残
念
だ
が
、
そ
れ
を
補
う
べ
く
、

す
こ
し
贅
沢
す
ぎ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
わ
ざ
わ

ざ
挿
絵
の
略
國
を
入
れ
、
忌
中
の
本
文
の
位
置
を

示
し
つ
つ
転
写
す
る
な
ど
、
管
守
者
に
よ
る
行
き

届
い
た
配
慮
が
な
れ
て
お
り
、
そ
の
欠
を
補
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
黙
示
録
の
本
文
と
そ
の
注
釈
の
転

写
も
な
さ
れ
、
最
後
に
そ
の
解
説
も
つ
い
て
い
る
。

解
説
の
な
か
に
は
、
挿
絵
の
要
約
的
な
説
弱
が
つ

け
ら
れ
て
お
り
、
専
門
籔
で
な
く
て
も
、
筒
者
を

照
ら
し
あ
わ
せ
て
み
る
と
い
う
労
を
射
し
ま
な
け

れ
ば
充
分
楽
し
め
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
細
密

画
も
、
か
な
り
よ
く
復
原
さ
れ
て
お
り
、
原
本
の

趣
を
よ
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ソ

グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
語
と
い
う
や
や
露
・
特
殊
な
分
野
で

の
高
度
な
労
作
と
評
し
た
い
。
歴
史
の
史
料
と
し

て
は
さ
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は

な
い
が
、
美
術
や
宗
教
や
帯
芝
の
方
面
で
の
価
値

は
大
き
く
、
又
当
蒔
の
風
俗
を
知
る
上
に
お
い
て

も
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
従
来
の
わ
が
国
の
西
欧
学
は
、
本
書
の
ご
と
き

パ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
研
究
は
皆
無
に
近
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
実
際
専
門
家
で
あ
っ
て
も
、

印
刷
さ
れ
た
史
料
は
読
み
、
充
分
に
利
用
し
つ
く

し
て
い
る
と
し
て
も
、
原
史
料
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
か
を
知
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
や
や

小
型
に
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
再

現
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
変
よ
ろ
こ
ぼ
し
い
こ
と
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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