
書

評

山
内
　
譲
著

『
申
世
瀬
戸
内
海
地
域
史
の
研
究
』

三
　
宅
　
克
　
広

　
昨
年
五
月
一
日
の
「
し
ま
な
み
海
道
扁
開
逓
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
瀬

戸
大
橋
」
が
す
べ
て
完
成
し
た
と
報
道
さ
れ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
。

こ
の
開
通
は
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
地
域
、
あ
る
い
は
広
く
中
国
・
四
国
地

方
が
新
た
な
関
係
を
結
ぶ
上
で
の
大
き
な
契
機
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
か

ろ
う
。

　
ま
さ
に
瀬
戸
内
海
が
新
時
代
を
迎
え
よ
う
と
す
る
昨
今
と
機
を
一
に
し
、

著
者
山
内
氏
が
標
題
の
著
書
を
一
昨
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の

お
仕
事
を
一
冊
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
氏
の
労
苦
に
対
し
、
深
い
敬
服
の

念
を
抱
く
と
と
も
に
、
当
該
地
域
に
居
住
し
、
な
に
が
し
か
の
歴
史
研
究
に

関
与
し
て
き
た
評
者
に
と
っ
て
も
、
誠
に
喜
び
に
耐
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
本
書
出
版
の
ほ
ぼ
半
年
前
に
『
海
賊
と
海
城
　
瀬
戸
内
の
戦
国

史
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
六
月
、
以
下
前
著
と
記
す
）
を
上
梓
さ
れ
て

お
り
、
両
書
が
氏
の
こ
れ
ま
で
の
瀬
戸
内
海
地
域
を
め
ぐ
る
研
究
の
集
大
成

と
も
い
え
よ
う
（
た
だ
し
、
両
書
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
論
考
や
著
作
物
も

多
数
あ
る
）
。

　
さ
て
、
以
下
に
、
本
文
の
園
次
を
提
示
し
て
、

容
を
ご
く
簡
単
に
要
約
し
て
お
き
た
い
。

第
一
部
　
瀬
戸
内
荘
園
の
特
質

　
第
～
章
　
東
寺
領
弓
削
島
荘

　
　
第
一
節
　
鎌
倉
末
期
の
悪
党
と
農
民

　
　
第
二
節
　
南
北
朝
・
室
町
期
の
水
運

　
第
二
章
　
賀
茂
別
雷
社
領
菊
万
荘

　
第
三
章
　
得
宗
領
伊
予
国
久
米
郡

　
第
四
章
　
塩
入
荒
野
の
開
発

第
二
部
　
海
賊
衆
と
戦
国
大
名

　
第
　
章

　
第
二
章

　
第
三
章

　
第
四
章

　
第
五
豆

男
三
部

　
第
一
章

　
第
工
章

　
第
三
章

　
第
四
章

海
賊
衆
の
成
立

海
賊
衆
と
水
運

海
賊
衆
と
厳
島
合
戦

海
賊
衆
の
解
体

海
城
の
構
造

次
節
で
は
評
者
な
り
に
内

　
　
地
域
権
力
の
形
成
と
展
開
　
　
伊
予
河
野
氏
を
中
心
に

　
　
　
伊
予
国
に
お
け
る
武
士
団
の
成
立
と
展
開

　
　
　
承
久
の
概
と
地
方
武
士
団
の
動
向

　
　
　
応
仁
の
乱
と
守
護
勢
力
の
分
裂

　
　
　
河
野
氏
関
係
史
料
の
研
究

第
一
節
　
古
文
書
の
伝
来

第
二
節
　
花
押
の
変
化

第
三
節
　
　
「
補
記
・
記
」
の
成
立
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二

評沸：

凹

　
目
次
を
通
覧
し
て
、
そ
の
初
出
の
年
代
を
み
て
み
る
と
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い

え
ば
、
第
一
部
・
第
三
部
・
第
一
一
部
の
順
に
、
著
者
の
関
心
が
動
い
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
少
し
乱
暴
に
い
え
ば
、
第
一
部
は
荘
園
と
い
う
地
域
を
、

第
三
部
で
は
伊
予
国
…
国
を
、
第
二
部
で
は
瀬
戸
内
地
域
を
そ
の
考
察
の
対

象
と
し
て
お
り
、
著
者
の
地
域
的
関
心
が
、
時
を
経
る
に
従
い
、
よ
り
広
範

囲
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
一
部
で
は
、
主
に
伊
予
国
の
荘
園
を
基
軸
に
、
瀬
戸
内
の
荘
園
の
特
質

一
と
り
わ
け
海
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
一
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
第
～
章
の
弓
削
島
荘
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
末
期
に
荘
園
領
主
で
あ
る
東

寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
荘
官
に
つ
い
て
の
検
討
を
加
え
た
結
果
、
従
来
悪
党
的

側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
弓
削
島
荘
の
荘
官
た
ち
に
つ
い
て
、
延
慶
か
ら
正

和
期
に
そ
の
質
的
変
化
を
認
め
よ
う
と
し
、
そ
れ
以
前
の
荘
宮
は
在
地
領
主

制
へ
の
方
向
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
後
の
荘
官

を
悪
党
と
捉
え
る
場
合
に
お
い
て
も
、
弓
削
島
荘
の
特
殊
条
件
下
で
海
賊
的

悪
党
の
側
面
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
論
文
の

初
出
直
葡
に
公
刊
さ
れ
た
『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
と
い
わ
ゆ
る
「
新
出
東

寺
百
合
文
書
」
を
使
用
し
て
、
そ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た

弓
削
島
荘
の
中
世
後
期
に
つ
い
て
、
塩
の
流
通
を
通
じ
て
水
運
と
の
関
連
を

追
求
し
た
。
ま
た
、
弓
削
島
荘
の
蕊
取
・
船
頭
や
荘
官
と
の
か
か
わ
り
な
ど

か
ら
、
単
に
「
塩
の
荘
園
」
と
し
て
と
ら
え
る
の
み
な
ら
ず
、
弓
削
島
荘
が

運
送
を
中
心
に
流
通
の
拠
点
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
。

第
二
章
は
、
賀
茂
社
領
の
瀬
戸
内
地
域
に
お
け
る
社
領
の
集
中
の
視
点
か
ら

そ
の
特
質
を
探
ろ
う
と
す
る
欝
的
で
、
伊
予
国
菊
万
荘
を
取
り
上
げ
、
そ
の

荘
域
や
伝
領
、
さ
ら
に
通
史
的
な
分
析
を
加
え
た
論
考
で
あ
ろ
う
。
海
と
の

関
係
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
荘
園
領
主
と
在
地
の
神
事
と
を
関
係
づ
け
て
、

そ
の
多
様
な
か
か
わ
り
あ
い
方
に
ふ
れ
て
い
る
。
第
三
章
は
、
鎌
倉
期
の
伊

予
国
久
米
郡
と
金
沢
（
北
条
）
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、
郡
内
に
金
沢
氏
の
所

領
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
北
条
時
差
の
廻
国
伝
説
や
鎌
倉
堂
と
呼
ば
れ
る

堂
宇
の
存
在
な
ど
を
通
じ
て
、
た
い
へ
ん
密
接
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
南
北
朝
期
の
安
国
寺
が
同
郡
内
に
存
在
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
同
郡
が
北
条
得
宗
領
　
　
足
利
直
義
領
一
足
利
尊
氏

領
と
変
遷
を
た
ど
っ
た
と
推
測
し
、
北
条
氏
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
補
強

を
し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
薪
稿
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
地
理
学

的
手
法
を
織
り
交
ぜ
て
、
中
世
の
比
較
的
小
規
模
な
塩
堤
開
発
の
事
例
を
紹

介
し
、
そ
の
開
発
の
様
子
や
主
体
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
伊
予
国

大
井
郷
塩
別
符
の
開
発
の
主
体
は
、
忽
那
一
族
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
歴
史

的
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
伊
予
郡
松
前
町
付
近
の
中
世
の
様

子
を
復
原
し
た
上
で
、
商
業
・
漁
業
な
ど
の
経
済
拠
点
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
核
と
な
っ
て
い
た
小
領
主
松
前
氏
ら
の
経
済
力
が
塩
干
名
を
開
発
せ
し
め

た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
二
部
は
、
著
者
が
最
近
最
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
海
賊
衆
に
関
す
る
諸

論
考
が
時
代
を
追
っ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
は
、
海
賊
衆
の
代
表
と

し
て
こ
れ
ま
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
能
島
村
上
氏
を
事
例
と
し
て
、
解
明
の

進
ん
で
い
な
い
南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
海
賊
衆
の
成
立
過
程
を
追

う
。
さ
ら
に
、
村
上
武
吉
が
家
督
を
相
続
す
る
際
の
　
族
の
争
い
に
つ
い
て
、

戦
国
大
名
の
勢
力
争
い
と
か
ら
め
て
考
察
し
、
武
吉
は
村
上
庶
家
か
ら
惣
領

家
を
継
い
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
岡
兵
庫
北
関
入
船
納
魚
田
か

ら
知
ら
れ
る
弓
削
島
荘
と
海
賊
衆
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
弓
削
島
荘
の
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所
務
請
負
の
主
体
が
海
賊
衆
来
島
村
上
氏
で
あ
っ
た
こ
と
、
弓
削
島
荘
に
お

い
て
は
、
年
貢
請
負
と
輸
送
を
村
上
氏
が
一
手
に
行
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど

を
論
証
し
、
海
賊
衆
の
交
易
活
動
、
商
業
活
動
の
存
在
と
そ
の
範
囲
（
近
畿

経
済
圏
・
内
海
西
部
の
経
済
圏
な
ど
）
や
拠
点
に
つ
い
て
新
し
い
視
点
を
示

し
た
。
第
三
章
は
、
毛
利
氏
が
中
国
制
覇
を
達
成
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

厳
島
合
戦
に
海
賊
衆
の
村
上
氏
が
参
戦
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
対
す

る
筆
者
の
見
鰐
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
戦
を
否
定
す
る
宇
田
川
武
久
説

の
根
拠
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
、
弘
治
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
村
上
氏
と

毛
利
氏
の
関
係
を
丁
寧
に
洗
い
出
し
た
上
で
、
結
論
的
に
は
、
参
戦
し
た
と

い
う
立
場
を
筆
者
は
と
っ
て
い
る
。
第
四
章
は
、
能
島
村
上
氏
　
　
武
吉
・

元
吉
・
景
親
一
が
豊
臣
期
か
ら
徳
川
初
期
に
か
け
て
、
海
賊
衆
と
し
て
の

活
動
を
次
第
に
制
限
さ
れ
、
本
拠
地
を
去
り
、
家
臣
団
の
再
編
成
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
、
海
賊
衆
が
近
世
的
な
体
制
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程

を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
は
、
山
城
に
紺
し
て
、
海
上
勢
力
が

か
か
わ
っ
た
海
浜
近
辺
の
城
郭
を
「
海
城
」
と
呼
称
し
、
そ
の
実
例
（
能

島
・
武
志
・
来
島
・
甘
崎
・
鹿
島
の
五
城
）
を
示
し
、
海
城
の
特
質
に
つ
い

て
海
賊
衆
の
動
向
と
結
び
つ
け
て
述
べ
て
い
る
。

　
第
三
部
は
、
中
世
後
期
に
は
伊
予
国
守
護
と
し
て
君
脇
す
る
河
野
氏
の
地

域
権
力
の
形
成
・
展
開
過
程
と
そ
の
記
述
の
根
拠
と
な
る
史
料
に
つ
い
て
の

検
討
を
加
え
る
。
第
一
章
は
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
の
伊
予
国
に
お
け
る

武
士
の
成
立
を
越
智
氏
・
河
野
氏
・
新
居
氏
ら
を
基
軸
に
論
を
展
開
す
る
。

従
来
、
こ
の
三
頭
が
系
譜
を
～
に
す
る
と
説
か
れ
て
い
た
が
、
筆
者
は
河
野

氏
を
こ
れ
ら
と
は
別
の
出
自
に
求
め
、
国
衙
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
が
競
合
関

係
に
あ
っ
た
と
し
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
の
結
果
が
伊
予
国
武
士
団
の
勢
力

図
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
す
る
。
筆
工
章
で
は
、
承
久
の
乱
前
後
の
伊

予
国
の
在
地
情
勢
を
ふ
ま
え
て
、
河
野
氏
と
伊
予
守
護
の
対
抗
関
係
を
指
摘

し
、
河
野
通
信
が
承
久
の
乱
の
京
方
へ
参
戦
し
た
理
由
を
そ
こ
に
見
出
し
て

い
る
。
第
三
章
は
、
中
陣
後
期
に
お
け
る
河
野
氏
一
族
－
惣
領
家
と
庶
子

家
一
の
内
紛
を
応
仁
の
乱
へ
の
参
戦
状
況
か
ら
整
理
し
、
従
来
見
解
の
分

か
れ
て
い
た
諸
説
に
対
し
て
、
そ
の
修
正
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
検
討
を
通

じ
て
、
応
仁
期
の
河
野
氏
を
中
心
と
し
た
伊
予
国
の
政
治
状
況
を
鮮
明
に
描

写
し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
河
野
氏
の
滅
亡
後
の
動
向
と
河
野
氏
関
係
の
文

書
・
編
纂
物
な
ど
の
伝
来
・
成
立
過
程
を
関
係
づ
け
て
河
野
家
文
書
を
分

類
・
整
理
し
、
ま
た
、
河
野
氏
研
究
に
不
可
欠
の
編
纂
物
『
予
章
記
撫
の
成

立
・
流
布
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
信
愚
性
に
岳
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

室
町
か
ら
戦
国
期
の
河
野
氏
当
主
で
あ
っ
た
通
之
・
教
士
・
通
掛
（
牛
福

丸
）
の
三
人
の
花
押
の
変
遷
や
特
徴
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。

蕊

　
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
大
学
卒
業
後
、
愛
媛
県
の
高
校
教
師
と
し

て
帰
郷
し
、
弓
削
島
荘
の
故
地
の
高
校
に
赴
任
し
、
そ
こ
か
ら
地
域
史
研
究

の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
う
。
爾
来
、
高
校
教
員
や
愛
媛
県
史
編
纂
室

勤
務
の
傍
ら
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
研
究
を
積
、
み
上
げ
て
い
か
れ
、
愛

媛
県
の
歴
史
研
究
を
リ
～
ド
す
る
地
元
研
究
者
と
し
て
、
学
界
に
も
広
く
知

ら
れ
る
存
在
と
な
ら
れ
た
。

　
そ
の
論
考
は
、
常
に
従
来
の
研
究
史
に
大
き
な
修
正
を
迫
る
、
魅
力
的
な

説
を
展
窮
し
、
瀬
戸
内
地
域
の
中
世
史
の
発
展
に
大
い
に
寄
与
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
研
究
の
方
法
も
、
個
々
の
研
究
史
を
丁

寧
に
整
理
し
、
そ
の
問
題
点
や
不
足
を
鋭
く
探
り
出
し
、
文
献
史
料
を
丹
念

に
読
み
込
み
、
実
証
的
な
考
察
を
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
地
域
史
を
研
究
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評書

す
る
際
に
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
ぶ
つ
か
る
大
き
な
壁
は
、
史
料
の
絶

対
数
の
不
足
に
よ
る
論
証
の
困
難
さ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は

富
鉱
文
書
に
綿
密
な
考
証
で
年
代
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
新
し
い
生
命
を
吹

き
込
む
こ
と
、
編
纂
物
な
ど
の
二
次
史
料
や
伝
承
を
厳
密
に
検
討
し
、
信
葱

性
の
高
い
も
の
に
限
っ
て
使
用
す
る
こ
と
、
実
地
踏
査
に
よ
る
調
査
を
重
視

す
る
こ
と
な
ど
の
姿
勢
で
克
服
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
著
書
全
体
か
ら
う

か
が
え
る
。

　
著
者
は
自
ら
の
地
域
史
研
究
の
特
色
と
し
て
、
地
域
の
個
性
の
重
視
を
あ

げ
る
。
「
地
名
や
人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
を
入
れ
か
え
れ
ば
ど
こ
の
地
域
に

も
通
用
す
る
、
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
地
域
史
叙
述
」
（
ま
え
が
き
）
と
い
う

指
摘
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
そ
の
克
服
の
た
め
、
対
象
地
域
へ
の
愛
着
と

そ
の
地
域
の
個
性
を
重
視
し
た
研
究
方
法
を
採
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
岡
田
利
文
氏
に
よ
る
箭
著
の
書
評
（
「
い
っ
か
青
丸

か
ら
見
た
海
の
色
」
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
サ
ー
チ
』
第
一
一
三
号
、
一
九
九
八
）

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
彼
ら
（
海
賊
衆
目
評
者
注
）
は
か
っ
て
の
栄
光
を
記
憶
の
片
隅
に
沈
め

　
　
な
が
ら
、
「
再
生
扁
し
、
懸
命
に
彼
ら
な
り
の
近
世
的
あ
り
よ
う
を
生

　
　
き
抜
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
丹
念
に
す
く
い
と
り
、
正
当
に
評
価
し

　
　
よ
う
と
す
る
山
内
さ
ん
の
、
歴
史
を
見
る
視
線
の
優
し
さ
の
あ
ら
わ
れ

　
　
な
の
だ
（
中
略
）
弓
削
高
に
勤
務
し
た
誰
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

　
　
私
（
岡
田
氏
1
1
評
者
注
）
も
青
丸
に
乗
っ
て
（
中
略
）
周
辺
の
島
々
を

　
　
巡
り
ま
し
た
。
（
中
略
）
今
自
分
は
丸
ご
と
海
の
生
活
を
呼
吸
し
な
が

　
　
ら
こ
こ
に
い
る
の
で
あ
り
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
れ
な
ん
で
あ
れ
、
そ

　
　
れ
に
対
す
る
理
解
と
か
認
識
は
当
然
毎
日
の
生
活
に
根
差
し
た
ト
ー
タ

　
　
ル
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
山
内

　
　
さ
ん
も
ま
た
、
い
っ
か
青
丸
か
ら
児
た
同
じ
海
の
色
を
、
今
も
脳
裏
に

　
　
引
き
ず
り
続
け
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
な

　
山
内
氏
の
歴
史
観
に
つ
い
て
誠
に
正
鵠
を
得
た
評
で
あ
り
、
今
こ
れ
以
上

の
表
現
を
評
者
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
山
内
氏
の
目
指
し
た
方
法
を
見

事
に
評
価
し
た
論
評
と
感
じ
て
い
る
。
実
際
に
そ
の
場
に
立
ち
、
風
や
潮
の

香
り
を
肌
で
感
じ
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
地
域
に
生
活
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
地
域
の
個
性
や
特
質
を
見
抜
く
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
し
、
地
域
の

側
か
ら
の
視
点
に
立
つ
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
記
さ

れ
た
論
考
が
全
国
に
向
け
て
発
信
す
る
と
い
う
点
で
も
、
著
書
に
収
録
さ
れ

た
文
章
も
ま
た
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
評
者
は
伊
予
灘
の
申
世
史
に
全
く
の
素
人
で
あ
る
た
め
、
個
々
の
歴
史
事

実
や
史
料
の
解
釈
な
ど
に
つ
い
て
指
摘
を
で
き
る
能
力
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

評
者
と
し
て
誠
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
を
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
山
内
氏
の
研
究
と
少
し
交
わ
る
部
分
と
し
て
、
評
者
は
以
前
に
備
前

国
の
海
賊
と
称
さ
れ
て
い
る
人
物
を
採
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
（
「
備
前
国

連
島
の
『
海
賊
匝
三
宅
團
秀
に
つ
い
て
」
『
倉
敷
の
歴
史
隠
六
、
一
九
九
六
）
。

一
六
世
紀
前
半
に
、
薩
摩
国
坊
津
に
て
島
津
氏
に
よ
っ
て
討
滅
さ
れ
た
備
前

国
連
島
の
三
宅
国
宝
が
、
商
人
と
し
て
活
動
す
る
上
で
、
実
は
山
内
氏
も
ふ

れ
ら
れ
て
い
る
、
伊
予
国
甘
崎
城
に
蠕
鋸
し
た
海
賊
衆
今
岡
氏
ら
と
密
接
な

交
流
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、

瀬
戸
内
海
鼠
の
み
な
ら
ず
、
九
州
・
琉
球
ま
で
も
含
め
た
大
き
な
商
圏
や
商

事
の
活
動
範
圃
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
た
支
配
権
力

の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
、
海
を
媒
体
に
し
た
戦
国
期
の

人
々
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
み
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
「
瀬
戸
内
海
地
域
史
」
を
冠
す
る
以
上
、
今
後
、
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伊
予
国
に
出
自
を
持
つ
人
物
の
み
な
ら
ず
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
金
域
に
わ
た
っ

て
類
似
の
活
動
を
し
て
い
た
勢
力
な
ど
に
つ
い
て
、
分
か
り
う
る
限
り
の
積

極
的
な
言
及
を
希
望
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
荘
園
、
海
賊
衆
や
河
野
氏

の
ど
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
伊
予
国
ま
た
は
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
事
象
、

活
動
な
ど
を
中
心
に
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
日
本
中
世
史
の
全
体

の
流
れ
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
遣
づ
け
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
分

か
り
に
く
い
部
分
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
扱
わ
れ
た

地
域
や
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
史
の
整
理
な
ど
が
全
体
を
通
じ
て
な
さ
れ
て

い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
点
が
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
、
著
者
一
人
置
問
題
で
な
く
、
今
後
の
わ
れ

わ
れ
の
共
有
す
る
課
題
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

　
あ
と
が
き
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
「
身
近
な
地
域
史
研
究
団
体

や
ミ
ニ
研
究
会
」
が
自
ら
の
研
究
の
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
実
際
に
、
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
サ
…
チ
』
璽
四
国
中
世
史
研
究
㎏
『
伊
予

史
談
燥
な
ど
、
地
域
で
地
道
に
手
弁
当
で
活
動
し
て
い
る
小
さ
な
会
の
会
誌

を
全
国
に
知
ら
し
め
る
旗
振
り
役
の
中
心
と
し
て
、
著
者
は
活
躍
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
在
野
扁
と
い
う
言
葉
は
適
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
研
究

条
件
の
厳
し
い
環
境
の
中
で
取
り
組
ま
れ
た
成
果
と
し
て
、
同
じ
よ
う
な
立

場
に
あ
る
も
の
に
と
っ
て
大
き
な
勇
気
と
励
み
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ

る
。　

こ
の
著
書
が
、
伊
予
国
だ
け
で
な
く
、
瀬
戸
内
海
の
中
世
史
を
研
究
し
て

い
く
際
の
必
読
の
書
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
著

書
全
体
の
文
章
に
流
れ
て
い
る
著
者
の
謙
虚
で
、
真
因
な
取
り
組
み
は
、
論

文
集
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
後
に
一
服
の
濤
涼
感
さ
え
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
の
で
あ
る
。
前
著
な
ら
び
に
前
著
の
書
評
（
岡
田
利
文
氏
「
い
っ
か

青
丸
か
ら
見
た
海
の
色
」
〈
前
出
〉
）
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
著
書
が
～
人
で
も

多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
独
り
よ
が
り
な
曲
解
や

誤
解
が
あ
れ
ば
読
者
と
著
者
に
ご
海
容
い
た
だ
き
、
個
人
的
な
理
由
に
よ
り

執
筆
が
大
幅
に
遅
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拙
い
書
評
し
か
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
お
詫
び
し
て
、
欄
制
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
十
一
日
成
稿
）

（
A
5
判
三
七
四
頁
　
｝
九
九
八
年
二
月
法
政
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学
繊
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局
七
一
〇
〇
円
）
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