
芸
予
諸
島
付
近
に
ゐ
け
る
古
代
航
路
の
形
成
と
そ
の
展
開東

陪

{専

序

瀬
戸
内
海
で
は
、
現
在
、
大
型
船
と
小
型
船
の
推
薦
航
路
が
あ
る
。
図
ー
に
お
け
る
A

(来
島
海
峡
経
由
)
が
前
者
で
あ
り
、

B
(
三

原
瀬
戸
経
由
)
が
後
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
多
く
の
航
路
が
存
在
す
る
。
動
力
船
が
利
用
す
る
こ
れ
ら
の
海
の
道
は
、
古
代

か
ら
近
位
へ
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
無
動
力
船
が
命
を
か
け
て
開
拓
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
。

と
く
に
、
無
動
力
船
の
航
行
か
ら
み
れ
ば
周
防
灘
や
播
磨
灘
な
ど
は
、
最
初
は
準
外
海
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
生
死
を
分
け
た
海
上
で

の
体
験
が
情
報
と
な
っ
て
巷
聞
に
伝
え
ら
れ
、
関
係
者
は
各
海
域
ご
と
に
知
識
を
獲
得
し
、
集
約
化
し
て
、
内
海
と
し
て
の
全
体
的
な
航

海
術
や
操
船
術
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
海
域
に
よ
っ
て
は
沿
岸
航
行
か
ら
沖
合
航
行
へ
、
ま
た
夜
間
航
行
の
可
能
な
場
所
な
ど

の
存
在
な
ど
が
関
係
し
て
く
る
。
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周
知
の
ご
と
く
、
海
上
は
漠
と
し
て
広
く
接
岸
航
行
を
し
な
い
と
不
安
な
場
合
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
狭
い
瀬
戸
で
は
逆
潮
も
あ
り
、

風
も
集
ま
り
ゃ
す
い
た
め
逆
に
航
行
に
不
安
な
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
水
面
上
で
の
海
岸
地
形
(
航
路
目
標
の
設
定
、
航
行
地
点
の
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四

0
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。

10弓削島

11岩城島

12釣(つる)島(推薦航路は釣島水島)

13上関

14姫島

15クダコ水道

16平郡島(北面は平郡水道)

17祝島

1 家島諸島

2室津

3大多府(おおたぶ)島(航路目標のー)

4犬島水道

5 玉島

6坂出付近

7 三埼・六島

8福山(奈良津付近)

9今治(桜井付近)

図 1

確
認
な
ど
〉
、
潮
流
(
醸
潮
流
・
落
潮
流
と
そ

の
時
間
差
、
強
弱
、
流
向
な
ど
)
、
水
面
下
で

の
海
岸
地
形
(
暗
岩
、
干
潟
、
子
出
礁
な
ど
〉
、

各
海
域
で
の
気
象
関
係
な
ど
が
、
船
の
航
行
に

瀬戸内海の推薦航路 (A，B)など

重
大
な
影
響
を
与
え
る
。
内
海
を
ロ
ン
グ
ラ
ン

で
航
行
す
る
操
船
者
た
ち
は
、
そ
の
全
体
に
わ

た
る
広
い
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
各
小
海
域
ご

と
に
漁
民
は
海
の
知
識
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ

を
時
聞
を
か
け
て
一
本
化
す
る
こ
と
が
古
代
に

お
い
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結

果
、
不
安
は
あ
り
な
が
ら
も
八
世
紀
に
は
内
海

諸
国
の
貢
米
の
海
上
輸
送
が
認
め
ら
れ
て
い

る
(
1〉
O

そ
し
て
、
他
方
で
は
航
海
の
安
全
を
維
持
す

る
た
め
に
、

五
泊
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
寄
泊

地
や
避
泊
地
が
設
定
さ
れ
、
拡
充
さ
れ
た
が
、

」
れ
ら
の
場
所
で
は
さ
ら
に
淡
水
の
容
易
な
入



手
と
い
う
条
件
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

か
く
て
、
延
喜
式
で
は
京
へ
の
海
路
の
日
程
や
運
賃
ま
で
定
め
て
あ
る
こ
と
か
ら
、

七
0
0
1八
0
0年
代
を
通
じ
て
海
上
航
行
の
知

識
は
、
全
体
的
に
か
な
り
向
上
し
て
お
り
、
航
路
と
し
て
の
形
成
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
上
記
の
諸
事
情
を
含
み
な
が
ら
、
古
代
に
お
け
る
内
海
の
航
路
の
形
成
を
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
中
世

1
近
世
で
の
航

路
の
変
化
を
芸
予
諸
島
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

芸予諸島付近における古代航路の形成とその展開

古
代
航
路
の
形
成
へ
む
け
て

。
口
町

-zuF・
は
、
地
理
学
に
お
け
る
歴
史
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
す
〉

O

歴
史
は
、
人
聞
が
こ
の
地
球
上
で
自
分
自
身
の
た
め
に
創

造
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
地
域
に
根
ざ
し
た
『
ロ
自
白
ロ
回
口
付
F
i
d
-
(人
間
活
動
)
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
力
は
人
間
精
神
に
依

存
し
て
お
り
、
過
去
の
領
域
を
研
究
す
る
際
に
は
、
そ
の
当
時
の
人
々
の
思
考
を
歴
史
の
な
か
に
再
演
す
る
こ
と
で
、
そ
の
活
動
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

瀬
戸
内
海
に
活
躍
し
た
操
船
者
や
航
行
に
関
係
し
た
人
た
ち
は
、
海
上
航
行
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
沿
岸
航
行
か
ら
沖
合
航
行
へ
の
試
み
は
、
船
体
や
一
貫
し
た
海
上
知
識
で
の
不
十
分
さ
の
な
か
で
、
半
ば
冒
険
的
に
行
な
わ
れ
た
面

も
あ
っ
た
ろ
う
。
航
程
を
短
縮
し
た
い
と
す
る
考
え
方
や
少
し
で
も
地
理
的
距
離
を
縮
少
し
た
い
と
す
る
考
え
方
は
古
代
も
変
ら
ず
、
人

間
本
来
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
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無
動
力
船
と
い
え
ど
も
、
多
少
の
逆
風
で
あ
っ
て
も
、
狭
い
瀬
戸
の
流
れ
を
利
用
し
て
通
過
し
、
沖
合
に
出
れ
ば
風
や
潮
流
に
の
る
こ

と
が
普
通
で
あ
っ
た
。
沖
合
付
近
の
海
域
で
は
瀬
戸
を
離
れ
て
い
る
の
で
、
潮
速
も
一

l
二
ノ
ッ
ト
程
度
で
あ
り
、
流
れ
に
の
り
な
が
ら
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も
、
風
が
推
進
の
大
き
な
要
素
に
な
る
。
広
い
海
に
出
れ
ば
い
く
ら
か
の
風
は
あ
る
も
の
で
、
そ
の
利
用
の
仕
方
が
や
は
り
船
の
進
み
ぐ

あ
い
に
関
係
し
て
く
る
。

さ
て
、
京
へ
の
往
路
は
年
貢
物
を
積
載
し
て
い
る
た
め
安
全
を
第
一
に
進
み
、
義
務
的
に
大
輪
固
に
寄
港
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
復
路
は
明
石
海
峡
か
ら
沖
合
コ

l
ス
を
と
っ
て
家
島
を
め
ざ
し
た
と
考
え
る
。
明
石
海
峡
を
出
れ
ば
家
島
諸
島
の
最
東
端
に
あ

る
上
島
(
最
高
頂
四
四
メ
ー
ト
ル
)
が
発
見
で
き
る
わ
け
で
あ
る

(10
そ
し
て
、

さ
ら
に
接
近
す
れ
ば
男
鹿
(
た
ん
が
〉
島
(
同

0
メ
ー
ト
ル
〉
や
、
家
島
(
同
一
一
一
一
九
メ
ー
ト
ル
)
な
ど
が
見
分
け
ら
れ
、

そ
の
西
延
は
大
多
府
島
や
牛
窓
沖
付
近
に
つ
な
が
る
。

播
磨
灘
で
は
南
よ
り
の
風
の
危
険
度
が
高
い
が
、
家
島
本
烏
の
湾
入
は
北
か
ら
南
へ
の
方
向
で
、
南
東
隅
は
宮
浦
、
南
西
隅
は
真
浦

(
ま
う
ら
)
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
の
風
に
安
全
で
あ
る
。
し
か
も
、
宮
浦
側
の
湾
入
部
に
は
淡
水
の
井
戸
が
あ
り
、
近
代
に
入
つ

て
も
使
用
が
容
易
で
あ
っ
た
。
水
源
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
泊
地
と
し
て
の
有
力
な
要
素
で
あ
る
。

近
世
に
は
よ
く
栄
え
た
室
津
は
、
家
島
の
対
岸
に
あ
る
飾
磨
の
西
に
あ
り
、
沖
合
に
あ
る
韓
荷
〈
か
ら
に
)
の
島
々
は
播
磨
灘
か
ら
の

波
浪
を
緩
和
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
岩
礁
は
時
に
は
航
行
に
支
障
を
与
え
る
が
、
逆
に
波
浪
を
弱
め
る
働
き
を
す
る
た
め
、
関
係
者
は
細

心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

室
津

1
家
島
付
近
の
海
面
か
ら
西
へ
は
、
牛
窓
沖
の
前
島
(
最
高
頂
二
ニ
八
メ
ー
ト
ル
)
が
航
路
目
標
に
な
る
。
こ
れ
も
前
述
と
同
じ

く
沖
合
航
行
で
、
航
程
を
短
縮
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
牛
窓
で
は
前
島
が
あ
る
た
め
、
南
の
風
は
避
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

東
西
方
向
の
風
に
対
し
て
、
中
央
の
突
角
を
利
用
し
た
東
港
(
西
風
の
と
き
利
用
)
と
西
港
(
向
上
の
逆
)
が
あ
っ
た
。

牛
窓
か
ら
南
西
へ
犬
島
が
あ
り
、
児
島
海
湾
へ
の
入
口
一
帯
は
岡
山
水
道
に
な
る
。
沖
合
か
ら
押
し
込
む
様
潮
流
は
約
一
・
三

1
二・二一

ノ
ッ
ト
、
同
落
潮
流
は
三
ノ
ッ
ト
(
児
島
湖
の
完
成
以
前
)
で
あ
る
が
、
旭
川
や
吉
井
川
な
ど
の
大
雨
出
水
時
に
は
、
落
潮
流
が
五
ノ
ツ



ト
に
も
な
る
と
い
う

Q

す
な
わ
ち
、
河
川
の
作
用
が
潮
流
に
影
響
し
て
い
る

Q

古
代
の
操
船
者
や
漁
民
た
ち
も
こ
の
程
度
の
こ
と
は
お
よ

そ
の
と
こ
ろ
で
知
っ
て
お
り
、
操
船
に
利
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

井
島
(
い
じ
ま
)
か
ら
直
島
諸
島
一
帯
は
険
礁
が
多
く
、
讃
岐
へ
の
渡
航
は
井
島
か
ら
畳
一
(
て
)
島
の
西
を
南
下
す
る
井
島
水
道
を
経

由
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
備
讃
瀬
戸
で
の
潮
流
(
東
西
方
向
)
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
西
流
で
一
気
に
坂
出
方
面
へ
向
か
う
こ
と
に
な

る
。
玉
野
市
の
日
比
(
ひ
び
)
は
古
く
か
ら
帆
船
の
寄
泊
地
で
あ
っ
た
。
中
位
に
も
よ
く
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
、
西
へ
向
か
う
船
だ
ま
り
の

芸予諸島付近における古代航路の形成とその展開

場
所
で
、
玉
野
の
南
の
岬
端
部
に
あ
り
、
風
向
や
潮
流
を
容
易
に
見
定
め
や
す
い
位
置
に
あ
る
。

備
讃
瀬
戸
は
小
豆
島
の
西
方
か
ら
塩
飽
諸
島
(
香
川
県
側
の
島
々
〉

一
帯
で
、
そ
の
西
端
部
は
香
川
県
の
三
崎
半
島
l
六
(
む
)
島
付

近
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
伊
・
豊
後
の
両
水
道
か
ら
の
潮
汐
波
の
相
会
す
る
付
近
で
、
当
地
は
潮
も
風
も
東
西
方
向
(
と
く
に
風
は
西

よ
り
の
風
が
卓
越
〉
で
あ
る
た
め
、
各
島
で
は
ほ
ぼ
そ
の
東
西
で
泊
地
を
発
達
さ
せ
た
。
佐
柳
(
さ
な
ぎ
〉
島
は
凪
の
意
味
で
命
名
さ
れ
た

と
い
う
。

鞘
か
ら
西
へ
田
島
が
あ
り
、
靭
を
含
む
沼
隈
半
島
と
の
問
は
阿
伏
兎
(
あ
ぶ
と
)
瀬
戸
で
あ
る
が
、
清
盛
の
厳
島
参
詣
航
路
の
時
代
に

は
楯
子
(
く
ち
な
し
)
瀬
戸
と
呼
ば
れ
、

田
島
の
内
側
の
海
面
は
西
に
百
(
も
も
〉
島
を
も
ち
、
出
口
の
は
っ
き
り
し
な
い
意
味
で
の
口

無
泊
は
こ
の
付
近
か
と
い
う
。
田
島
の
南
岸
沖
一
帯
は
漠
と
広
が
る
備
後
灘
で
あ
る
が
、
三
原
瀬
戸
へ
向
か
う
船
の
寄
泊
地
を
推
定
さ
せ

る
箱
崎
が
あ
り
、
漁
港
と
な
っ
て
い
る
。
古
代
に
お
け
る
口
無
海

t
尾
道
水
道

t
三
原
沖

1
芸
南
沿
岸
の
海
路
と
は
別
に
、
航
行
条
件
さ

え
良
け
れ
ば
田
島
の
南
岸
に
沿
い
向
島
の
高
見
山
(
二
八
九
メ
ー
ト
ル
)
を
目
標
に
布
刈
瀬
戸
(
二
一
原
瀬
戸
入
口
)
か
ら
三
原
沖
へ
出
る

コ
ー
ス
の
発
達
も
当
然
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
途
中
に
あ
る
前
掲
の
百
島
は
北
に
福
田
浦
、
南
に
泊
捕
が
あ
り
、
前
者
の
コ

l
ス
と
後
者
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の
コ

l
ス
に
対
応
す
る
泊
地
を
発
達
さ
せ
て
い
る
。
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古
代
の
長
門
島
に
擬
せ
ら
れ
る
倉
橋
島
(
広
島
県
)
の
本
浦
付
近
か
ら
船
出
す
る
と
麻
里
布
(
岩
国
)
を
め
ざ
し
て
広
島
湾
を
北
西
へ

進
む
。
明
か
る
い
月
夜
に
夜
間
航
海
を
す
る
万
葉
の
歌
が
残
っ
て
い
る
が

(

4

)

、

広
島
湾
は
南
北
方
向
の
風
が
卓
越
し
、

波
も
穏
や
か
で

あ
り
、
当
時
と
し
て
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
夜
間
航
行
も
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
航
路
が
広
く
容
認
さ
れ
る
ま
で
に
は
多
く
の
基
本
的
な
諸
事
情
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

延
喜
式
の
海
路
の
行
程
に
つ
い
て

内
海
諸
国
と
京
と
の
海
路
の
日
程
か
ら
、
途
中
の
時
間
的
経
過
や
場
所
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
播
磨
の
国
津
は
飾

磨
付
近
で
あ
ろ
う
が
、
近
く
に
は
好
泊
地
で
五
泊
の
一
つ
で
あ
る
室
津
も
位
置
す
る
。
当
地
付
近
か
ら
海
岸
沿
い
に
大
輪
旧
を
経
由
し

て
、
尼
崎
付
近
の
河
口
へ
は
二
日
、
淀
川
の
遡
航
に
一
日
、
そ
し
て
京
へ
の
陸
路
で
半
日
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
復
路
は
川
下
り

が
半
日
で
、
大
輪
田
に
は
寄
港
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
播
磨
へ
は
沖
合
を
潮
に
の
っ
て
通
し
一
・
五
日
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

か

く

て
五
日
の
往
復
日
程
が
満
た
さ
れ
る
。

家
島
か
ら
は
沖
合
を
牛
窓
方
面
へ
流
す
の
が
、
接
岸
航
行
よ
り
早
く
、
礁
の
不
安
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
荒
天
時
に
は
海
岸
寄
り
の
ル

ー
ト
を
と
る
わ
け
で
あ
る
。
播
磨
を
除
く
以
西
の
国
か
ら
の
船
は
往
復
と
も
に
家
島
を
経
由
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
室
津
・
家
島

i

牛
窓
聞
を
往
の
沿
岸
コ

l
ス
、
復
の
沖
合
コ

l
ス
に
み
て
相
互
に
航
行
時
聞
を
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
備
前
で
は
児
島
海
湾
の

北
岸
付
近
か
ら
牛
窓
へ
の
船
の
押
し
出
し
で
一
日
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
落
潮
流
を
十
分
に
利
用
し
、
牛
窓
付
近
で
仮
泊
し
て
次
の

落
潮
流
で
東
航
す
る
の
が
普
通
に
考
え
ら
れ
る
航
程
で
あ
る
。
逆
に
讃
岐
へ
は
、
牛
窓
付
近
を
仮
泊
地
に
し
て
井
島
水
道
か
ら
備
讃
瀬
戸

の
振
潮
流
(
西
流
〉
を
う
か
が
う
こ
と
に
な
る
。
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「
室
津

f
t
)

「
家
島
4
1
M
到
)

(
牛
窓
付
近
)

讃
岐
(
ロ
)

(
下
津
井
)

伊
予

(
M
)

K:児島海湾北岸付近
※印の航程日数は牛窓
付近までのもの

さ
て
、
備
中
の
国
津
は
玉
島
と
さ
れ
る
が
、
航
程
か
ら
逆
算
し
て
も
当
然
の
よ

う
で
あ
る
。
備
後
の
国
津
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
福
山
旧
市
内
の
北
麓
に

は
奈
良
津
が
あ
り
、
西
へ
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
沼
隈
半
島
の
つ
け
ね
に
は
津
之
郷

が
あ
る
。
ま
た
、
奈
良
津
に
近
接
し
た
南
東
に
奈
良
時
代
の
深
津
市
と
考
え
ら
れ

る
深
津
地
区
が
あ
る
。
ま
た
、
奈
良
津
の
南
は
三
土
口
で
あ
る
が
、
船
体
の
頭
部
に

内海諸国の海路の行程

あ
た
る
「
み
よ
し
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

な
お
、
備
後
か
ら
の
海
路
は
備
中
と
と
も
に
藤
戸
経
由
と
す
る
の
が
普
通
で
あ

ろ
う
。
旧
土
口
備
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
国
津
を
福
山
付
近
に
求
め
る
と
す

れ
ば
玉
島
か
ら
の
西
延
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

伊
予
は
今
治
付
近
か
ら
発
し
た
と
し
て
、
弓
削
沖

1
笠
岡
諸
島

1
児
島
半
島
l

図 2

牛
窓
付
近
で
ほ
ぼ
四
日
の
行
程
と
な
る
。
近
世
、
今
治
藩
の
参
勤
交
代
の
御
座
船

は
今
治

1
弓
削
島
東
側
の
仮
泊
地
を
一
日
の
航
程
(
二
一

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〉
と
し

て
い
る
(
松
山
藩
は
近
く
の
岩
城
l

い
わ
ぎ
ー
で
あ
っ
た
)
。
た
だ
、
こ
の
コ

l
ス
で

は
東
流
の
様
潮
で
弓
削
沖
か
ら
東
へ
備
後
灘
を
横
断
し
た
と
き
、
備
讃
瀬
戸
よ
り

東
で
は
落
潮
の
東
流
に
う
ま
く
の
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

ぇ
、
弓
削
出
発
の
時
機
の
見
定
め
に
は
永
年
の
経
験
や
知
識
、
近
く
の
漁
民
た
ち

の
水
先
案
内
と
し
て
の
教
授
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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安
芸
の
海
行
は
府
中
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
竹
原
付
近
や
安
芸
津
付
近
か
ら
で
は
、
航
程
に
余
剰
が
生
じ
る
。
安
芸
府
中

t
安
浦
・
安

芸
津
付
近

1
尾
道
水
道
付
近

1
鞘
付
近
l
玉
島
付
近

1
下
津
井
付
近
l
牛
窓
付
近
な
ど
の
経
由
で
六
日
が
消
費
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
な

ぉ
、
復
路
は
空
船
で
あ
る
か
ら
下
津
井
付
近
か
ら
西
へ
西
流
ハ
漉
潮
〉
で
船
を
押
し
出
し
、
備
後
灘
で
の
西
流
(
東
西
流
の
分
か
れ
で
西
流

の
落
潮
)
に
の
れ
ば
航
程
は
直
線
で
、

一
気
に
短
縮
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
防
は
記
載
が
な
い
。
天
平
六
年
(
七
三
四
)
に
安
芸
・
周
防
二
国
が
制
せ
ら
れ
、
大
竹
河
(
小
瀬
l

お
ぜ
l

川
、
木
野

こ
の
1
川
)
を
国
堺
に
し
た
と
い
う
か
ら
、
大
化
改
新
か
ら
比
す
れ
ば
約
九

O
年
の
遅
れ
と
な
っ
て
い
る
。
防
府
の
位
置
か
ら
す
れ
ば
周

防
は
周
防
灘
の
北
岸
一
部
一
帯
が
中
心
で
あ
り
、
岩
国
付
近
な
ど
の
産
物
は
と
く
に
安
芸
の
使
で
代
弁
し
て
い
た
の
で
ゐ

ろ
う
。

ま

た
、
西
辺
の
警
備
に
当
た
っ
た
長
門
の
後
方
の
備
え
と
し
て
の
地
位
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

長
門
か
ら
の
船
便
は
、
上
関
か
ら
大
島
南
岸
を
経
由
し
て
倉
橋
島
の
鹿
老
渡
(
か
ろ
う
と
〉
付
近
に
至
り
、
立
日
戸
瀬
戸
か
ら
出
て
東
航

す
る
航
路
に
合
流
す
る
こ
と
で
航
程
が
合
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
航
程
か
ら
考
え
ら
れ
る
航
法
は
往
路
に
お
け
る
接
岸
航
行
、
復
路
に
み
ら
れ
る
沖
合
航
行
に
よ
る
航
程
の
短
縮
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
海
路
に
よ
る
租
米
輸
送
の
許
可
は
陸
送
の
困
難
さ
を
救
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、

一
方
で
は
海
運
業
者
の
形

成
化
に
す
す
み
、
航
海
や
操
船
の
進
歩
に
か
な
り
貢
献
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
運
賃
の
軽
減
も
当
然
に
あ
り
、
国
司
や
上
級
官
吏
の

赴
任
で
も
海
路
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
陸
路
と
と
も
に
海
路
が
比
肩
さ
れ
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

と
こ
ろ
で
、
下
関
海
峡
付
近
で
は
国
府
の
位
置
と
さ
れ
る
長
府
が
、
潮
流
と
の
関
係
を
考
え
て
設
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
(
図

3
Y
下

関
海
峡
は
部
埼
(
へ
さ
き
〉
の
東
部
か
ら
六
連
島
(
下
関
市
、
馬
島
は
北
九
州
市
)
ま
で
の
聞
で
、
門
可
埼
の
最
狭
部
が
早
鞘
瀬
戸
で
急
潮

で
あ
り
、
彦
島
の
南
は
大
瀬
戸
と
呼
ば
れ
、
北
の
小
瀬
戸
と
対
比
さ
れ
る
。
海
峡
東
口
や
中
部
で
は
東
流
・
西
流
と
も
に
下
関
側
に
庄
流
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し
た
。

)
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
内
海
を
西
下
し
た
船
も
、
九

ッ
州
か
ら
本
州
へ
渡
る
船
も
潮
に
の
り
や
す
い
。
そ
し

P
/
 

制
て
、
長
府
は
潮
流
の
始
ま
る
部
分
か
終
末
の
部
分
に

吸
当
た
る
。
門
司
側
の
逆
流
(
逆
潮
)
を
利
用
す
る
こ

酬
と
で
無
動
力
船
は
操
船
に
便
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ

の同
ぅ
。
な
お
、
大
瀬
戸
で
は
東
・
西
流
が
門
司
側
に
圧

出
猟
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
操
船
上
に
利

瑚
用
さ
れ
た
と
思
う
。
な
お
、
福
浦
湾
は
入
口
が
西
向

3
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
の
北
前
船
の
泊
地
で
あ
り
、

図
明
治
以
降
で
も
若
松
入
港
の
石
炭
船
が
風
・
潮
待
ち

要
す
る
に
、
往
路
は
積
荷
の
関
係
で
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、

た
め
に
接
岸
航
行
が
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
復
路
は
沖
合
航

行
で
航
程
を
短
縮
し
た
よ
う
で
あ
る
。
運
賃
を
支
払
う
以
上
は
航
程
に
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
古
代
に
お
け
る
航
路
の

形
成
は
延
喜
式
の
頃
に
一
応
あ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
陸
路
の
困
難
さ
を
避
け
る
た
め
の
海
行
の
発
達
で
も
あ
っ
た

が
、
国
司
や
上
級
官
吏
の
移
動
も
船
を
利
用
し
た
の
は
、
当
時
に
お
い
て
内
海
と
し
て
の
一
貫
し
た
海
上
往
来
の
知
識
が
集
約
さ
れ
て
い

113 

た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
孝
謙
帝
時
代
の
海
送
許
可
は
、
内
海
に
お
け
る
航
海
や
操
船
の
発
達
に
も
貢
献
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
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四

中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て

す
で
に
、
万
葉
集
の
鞠
で
の
歌
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
大
化
前
の
内
海
の
海
上
交
通
は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
大
化
後
は
陸
路
の
整
備

が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
海
路
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
、
内
海
諸
国
と
淀
ま
で
の
運
賃
や
航
程
を
定
め
る
ほ
ど
ま
に
で
な
っ

た
。
航
路
と
し
て
の
一
応
の
形
が
整
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
央
か
ら
近
接
地
域
へ
の
開
発
が
進
み
、
摂
津
一
帯
が
そ
れ
の

中
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
く
と
、
大
輪
田
が
西
へ
の
海
の
玄
関
口
に
成
長
し
て
き
た
。

律
令
制
が
解
体
の
方
向
に
進
み
、
内
海
の
陸
産
物
や
海
産
物
(
塩
や
魚
な
ど
〉
が
中
央
の
的
に
な
り
、
荘
園
化
と
産
物
輸
送
の
盛
行
が

各
種
の
航
路
を
一
層
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
島
方
や
地
方
の
海
浜
部
や
岬
端
部
に
も
荘
園
へ
の
取
込
み
が
み
ら
れ
、
海
上
部
で
の

自
然
的
諸
条
件
を
認
識
し
て
い
る
海
人
た
ち
は
、
海
上
で
の
一
層
の
活
動
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
の
海
賊
の

横
行
、

一
O
世
紀
に
お
け
る
藤
原
純
友
の
乱
(
塩
飽
諸
島
、
f
芸
予
諸
島
l
宇
和
海
の
海
域
で
活
動
〉
な
ど
に
み
る
海
上
活
躍
者
の
集
団
性

と
移
動
性
(
墓
地
を
も
た
な
い
彼
ら
の
生
活
の
反
映
〉
を
指
摘
で
き
る
。

こ
れ
に
は
、

一
潮
に
う
ま
く
の
れ
ば
三

0
1六
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
集
団
で
移
動
で
き
る
と
い
う
海
の
事
情
も
あ
る
し
、
場
合
に
よ
れ

ば
六

O
I七
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
遠
望
で
き
る
と
い
う
陸
路
に
比
し
た
海
上
の
広
大
さ
と
い
う
点
や
、
精
神
的
な
横
溢
さ
な
ど
が
基
礎

と
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
三
島
大
祝
の
伝
領
す
る
越
智
七
島
(
生
口
島

1
蒲
刈
島

1
大
島
)
は
上
島
、
風
早
七
島
(
中
島

1
津
和
地
島
)

は
下
島
の
呼
称
が
あ
り
、
海
が
も
っ
広
大
さ
が
人
心
に
反
映
し
た
一
結
果
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
は
、
荘
園
年
貢
の
輸
送
や
上
乗
|
水
先
案
内
や
警
園
、
年
貢
の
取
立
て
、
関
係
領
域
か
ら
の
上
納
な
ど
で
武
士
固
化
し
、
定
住

も
始
ま
っ
た
。
中
世
、
芸
予
諸
島
に
定
着
し
た
村
上
一
族
は
、
因
島
、
野
島
(
能
島
)
、
来
島
に
居
住
し
て
三
島
(
さ
ん
と
う
〉
村
上
と



称
さ
れ
る
が
、
各
村
上
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
に
見
張
台
、
城
塞
、
船
隠
し
、
蜂
火
台
な
ど
を
設
け
、
領
域
内
を
通
過
す
る
船
か
ら
帆
別
銭
や
駄

別
銭
を
徴
収
し
た
。

こ
の
村
上
氏
も
、
伝
承
で
は
信
濃
か
ら
紀
州
を
経
て
塩
飽
に
至
り
、
新
居
大
島
(
伊
予
)
を
経
て
現
在
の
大
島
(
芸
予
諸
島
)
に
来
て

勢
力
を
張
っ
た
と
も
い
う
。
そ
し
て
一
族
が
分
派
し
、
因
島
村
上
、
野
島
村
上
、
来
島
村
上
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
南
北

朝
時
代
で
あ
る
が
、

一
三
三
八
年
尊
氏
が
弓
削
島
を
東
寺
に
寄
進
し
(
東
寺
領
荘
園
〉
、
そ
の
後
製
塩
地
と
し
て
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
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た
周
囲
の
諸
勢
力
の
た
め
に
所
務
が
停
、
滞
し
か
け
た
時
、
東
寺
が
安
全
確
保
の
た
め
に
傭
っ
た
な
か
に
野
島
村
上
が
い
た
(
一
三
四
九

年〉。

一
二

0
0年
代
の
前
半
に
東
国
武
士
の
小
早
川
が
三
原
の
沼
田
(
ぬ
た
)
郷
に
入
部
し
、

一
二
五
八
年
に
は
竹
原
小
早
川
を
分
立
さ

せ

一三

0
0年
代
に
は
内
海
へ
進
出
し
、
同
四
二
年
に
生
口
島
や
弓
削
島
に
拡
勢
し
て
い
る
。
沼
田
小
早
川
の
一
派
は
さ
ら
に
南
下
し

一
三
七
九
年
に
は
大
島
の
地
頭
職
を
幕
府
か
ら
得
て
い
る
。
他
方
、
竹
原
小
早
川
は
大
崎
下
島
に
進
出
し
三
四
二

O
年
〉
、
以
後
向
島
は

伊
予
に
戻
る
こ
と
な
く
、
近
世
で
は
安
芸
国
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
芸
予
諸
島
は
鼻
繰
瀬
戸
一
帯
を
中
心
に
、
潮
流
方
向
に
沿
っ

て
南
北
で
の
勢
力
の
張
り
合
い
が
あ
り
、
沼
田
小
早
川
も
一
四

0
0年
代
か
ら
は
南
か
ら
北
上
す
る
村
上
勢
に
押
し
出
さ
れ
て
い
く
。

図
4
の
左
図
に
お
い
て
、
沼
田
小
早
川
は
一
回
世
紀
の
沼
田
市
場
の
発
達
に
続
き
、
生
口
(
い
く
ち
〉
島
の
瀬
戸
田
を
外
国
貿
易
の
基

地
に
し
た
。
同
家
は
二
二
四
一
年
、
生
日
島
に
進
出
し
て
分
家
を
独
立
さ
せ
た
が
、
当
地
は
前
面
の
高
根
(
こ
う
ね
)
島
が
西
よ
り
の
風
を

遮
断
し
、
潮
も
緩
く
、
船
の
出
入
も
三
原
瀬
戸
と
鼻
繰
瀬
戸
(
図
4
の
右
図
〉
の
い
ず
れ
か
を
使
用
で
き
る
。
す
な
わ
ち
自
然
的
・
社
会

的
諸
事
情
に
よ
っ
て
コ

l
ス
を
使
い
分
け
、
そ
の
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
海
上
部
で
の
南
下
で
は
伊
予
ま
で
入
る
が
、
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三
七
九
年
の
大
島
の
地
頭
職
入
子
で
は
、
余
所
国
(
よ
そ
く
に
)
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
地
名
と
し
て
も
他
国
者
が
来
住
し
た
こ
と

を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
後
発
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
す
で
に
開
発
さ
れ
て
い
た
平
地
部
の
宮
窪
一
帯
に
は
入
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
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;路灘

φ..三原瀬戸

o 5 km 
~ー..... 

A タイユウド(大夫殿)

火蜂台・城・塞・水揚・船隠などの跡

B 木浦(伯方島)

C 生名島

D 見近島

E 道 F

F 能島(付属して鯛崎島)

G 鵜島

H 船折瀬戸経由の航路

I大三島橋

J伯方・大島橋(工事中)

出向上寺(1403)(沼田小早川氏)

1津和地島(海駅)

2 火山(倉橋島本1甫)

3柏島

4三之瀬(海駅)

5 タイユウド(伯方島)

6青影城(因島)

7阿伏兎瀬(口無瀬戸)

8 大三島

9燦火台跡(大崎上島)南に木江

10御手洗

11安居島

12来島

13余所国

14生日島

15弓削島

が
、
当
地
は
生
口
島
か
ら
南

下
し
て
、
鼻
繰
か
ら
西
へ
向

か
う
重
要
な
コ

l

ス
に
近

く
、
陸
上
よ
り
も
む
し
ろ
海

上
を
重
視
し
た
点
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。

芸予諸島付近

東
・
西
航
船
の
最
短
コ

l

ス
は
船
折
(
ふ
な
お
れ
)
瀬
戸

を
通
過
す
る
が
、
鵜
島
付
近

で
は
直
角
に
曲
が
る
部
分
も

図 4

あ
り
、
あ
た
か
も
瀬
の
ご
と

く
潮
が
流
れ
る
(
四

1
五
ノ

ッ
ト
)
。
能
島
は
鵜
島
の
影
に

隠
れ
て
い
る
が
、

か
つ
て
の

野
島
村
上
氏
の
本
城
で
、
周

囲
の
岩
礁
に
は
桟
橋
な
ど
の

杭
を
立
て
た
柱
穴
が
残
っ
て



い
る
。
船
折
瀬
戸
の
南
側
は
荒
神
瀬
戸
で
宮
窪
側
を
通
る
こ
と
に
な
る
が
、
当
地
は
水
主
(
操
船
者
)
の
居
住
地
で
も
あ
っ
た
。
能
島
在
の

兵
士
は
北
の
伯
方
烏
の
木
浦
(
j
き
の
う
ら
l

湾
入
部
は
海
賊
城
の
跡
や
湾
奥
部
に
館
跡
な
ど
〉
と
関
係
を
も
っ
た
。
そ
し
て
西
へ
向
か
う
と

見
近
(
み
ち
か
)
島
が
あ
り
、
北
岸
の
道
下
(
み
ち
か
)
か
ら
兵
を
出
し
て
通
航
船
を
監
視
し
た
。
現
在
架
橋
工
事
中
で
あ
る
。
伯
方
島
一
帯

に
は
各
地
に
見
張
所
や
物
見
台
、
蜂
火
台
の
跡
が
あ
り
、
東
の
燈
灘
の
島
々
で
通
航
船
を
発
見
す
れ
ば
伯
方
島
や
大
島
の
山
頂
付
近
で
受
け

芸予諸島付近における古代航路の形成とその展開

の
燈
火
を
上
げ
て
応
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
世
一
般
の
民
間
船
で
も
、
弓
削
島
南

I
岩
城
島
南

t
鼻
繰
瀬
戸
の
コ

l
ス
や
、
伯
方
島
と
大
島

の
聞
の
宮
窪
〈
み
や
の
く
ぼ
〉
瀬
戸
(
船
折
・
荒
神
の
瀬
戸
の
総
称
〉
を
利
用
し
た
わ
け
で
、
俗
称
の
海
賊
城
も
こ
の
付
近
に
集
中
し
て
い
る
。

な
お
、
因
島
村
上
氏
は
伯
方
島
の
タ
イ
ユ
ウ
ド
(
大
夫
殿

i
地
位
の
呼
称
|
〉
に
諸
設
備
を
設
け
た
(
図
4
の
右
図
〉
。
そ
し
て
、
そ
こ

で
上
げ
た
蜂
火
は
一
直
線
に
因
島
の
本
拠
地
青
影
城
に
つ
な
が
っ
た
。
当
地
は
伯
方
瀬
戸
を
一
望
す
る
重
要
な
位
置
に
あ
り
西
接
す
る
北

浦
の
北
浦
八
幡
は
こ
の
地
域
周
辺
の
総
社
的
地
位
に
あ
り
、
棟
札
に
は
延
元
二
年
(
一
三
三
七
〉
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
。

な
お
、
伝
承
に
よ
れ
ば
小
千
(
お
ち
〉
命
が
摂
津
の
三
島
か
ら
大
山
祇
神
を
瀬
戸
に
移
し
(
仁
徳
朝
・
四
世
紀
)
、
聖
徳
太
子
の
改
築

七
一
九
年
に
小
千
氏
の
子
孫
で
あ
る
越
智
玉
純
に
よ
っ
て
現
在
地
(
宮
浦
)
に
移
さ
れ
た
と
い
う
す
〉

O

そ
し
て
、

が
あ
っ
た
も
の
の
、

海
の
神
か
ら
、
陸
地
や
山
の
神
に
変
身
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
事
の
真
意
は
と
も
か
く
と
し
て
、
新
し
い
航
路
の
開
拓
と
関
係

づ
け
て
考
え
る
の
も
お
も
し
る
い
。

以
上
を
総
じ
て
、
海
賊
城
が
山
陽
や
四
国
側
の
本
土
に
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
、
島
方
に
多
数
存
在
し
(
特
に
伯
方
島
は
そ
う
で
あ
る
〉
、

島
し
ょ
を
通
過
す
る
航
路
の
発
達
を
裏
づ
け
る
。
伯
方
島
で
は
水
軍
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
海
運
業
の
発
達
が
あ
っ
て
、
現
在
で
も
海
産
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物
は
大
島
(
宮
窪
町
は
水
主
集
団
の
地
で
漁
業
や
農
業
、
後
に
石
材
の
切
り
出
し
に
転
身
〉
そ
の
他
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
。
備
後
灘
南
部

や
燈
灘
か
ら
の
船
が
伯
方
島
付
近
を
経
由
し
て
、
西
の
安
芸
灘
へ
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
(
逆
の
場
合
も
同
様
)
。
鼻
繰
瀬
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戸
は
直
角
に
曲
が
る
見
通
し
の
悪
い
瀬
戸
で
は
あ
る
が
、
最
短
コ
l
ス
の
た
め
に
よ
く
利
用
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
り
北
前
船
の
よ
う
な
大
型
船
や
西
国
大
名
の
参
勤
交
代
の
よ
う
な
御
座
船
が
通
過
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
曲
折

が
少
く
見
通
し
の
よ
い
安
全
な
水
路
の
三
原
瀬
戸
が
西
国
諸
大
名
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
治
藩
の
そ
れ
は
耀
灘
の
西
部

を
北
上
し
て
弓
削
島
の
東
側
の
湾
で
一
日
航
程
を
終
る
が
、
松
山
藩
の
そ
れ
は
鼻
繰
瀬
戸
か
ら
岩
城
島
に
向
か
う
。
岩
城
島
に
は
本
陣
が

残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
日
は
因
島
と
弓
削
島
の
間
(
弓
削
瀬
戸
)
を
抜
け
て
備
後
灘
を
東
航
す
る
。
来
島
海
峡
も
通
航
で
き
な
い

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
激
流
に
逆
潮
も
あ
り
、
漁
船
な
ど
の
よ
う
に
毎
日
の
よ
う
に
出
漁
し
て
海
の
知
識
を
得
て
い
る
も
の
や
、
そ
の
よ

う
な
人
た
ち
の
水
先
案
内
が
な
け
れ
ば
危
険
で
あ
っ
た
。
海
岸
沿
い
に
船
を
進
め
得
た
と
し
て
も
、
険
礁
や
逆
流
に
流
さ
れ
、
近
く
に
は

海
賊
城
も
あ
り
、
自
然
的
・
社
会
的
に
不
利
な
条
件
下
に
あ
っ
た
。

さ
て
、
三
原
瀬
戸
と
北
前
船
の
関
係
で
は
安
芸
灘
の
安
居
(
あ
い
〉
島
、
小
安
居
島
、
御
手
洗
な
ど
の
寄
泊
地
が
あ
り
、
愛
媛
県
岡
村

島
と
広
島
県
大
崎
下
島
の
聞
の
御
子
洗
瀬
戸
は
あ
ら
ゆ
る
方
向
の
風
か
ら
守
ら
れ
、
潮
待
ち
・
避
難
港
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
七
世
紀

後
半
に
人
家
が
で
き
、
船
食
用
の
野
菜
や
水
、
薪
炭
な
ど
を
供
給
す
る
よ
う
に
な
り
、
舟
宿
も
発
達
し
、
置
き
屋
も
で
き
た
。
な
お
、
一
ニ

原
瀬
戸
か
ら
尾
道
水
道
へ
は
水
道
口
(
西
日
)
も
広
く
入
り
や
す
い
条
件
を
も
っ
て
い
た
。
東
口
は
急
カ
l
ブ
や
島
し
ょ
が
あ
り
入
港
条
件

と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
世
の
航
路
に
お
い
て
周
防
灘
の
祝
島
(
山
口
県
〉
は
関
門
方
面
か
ら
の
重
要
な
目
標
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
先
述
し
た

光
達
距
離
の
公
式
に
つ
ぎ
の
数
値
を
当
て
は
め
て
計
算
す
る
と
七
八
・
三
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
ー
り
、

現
実
の
約
八

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

(
門
司
側
は
部
埼
か
ら
)
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
快
晴
時
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

。
祝
島
の
鈍
頂
部

三
五
七
メ
ー
ト
ル
(
最
高
〉



。
船
上
水
面
か
ら
眼
高
ま
で

一
一
メ
ー
ト
ル

も
ち
ろ
ん
、
姫
島
(
大
分
県
)
は
重
要
な
航
路
の
目
標
で
、
矢
筈
岳
は
二
六
六
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
こ
れ
で
光
達
距
離
を
計
算
す
る
と

(
眼
高
は
二
メ
ー
ト
ル
と
し
て
〉
、
門
司
か
ら
六
八
三
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
。
実
質
的
に
は
約
六

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
有

視
界
と
な
る
。
な
お
、
前
々
回
か
ら
の
計
算
で
眼
高
を
二
メ
ー
ト
ル
に
し
て
い
る
が
、
北
前
船
の
よ
う
な
大
型
船
に
な
れ
ば
水
面
か
ら
の

眼
高
は
三

l
四
メ
ー
ト
ル
程
度
に
な
り
、
も
う
少
し
先
ま
で
見
え
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
姫
島
に
は
東
西
両
泊
地
が
あ
っ
て
風
に
対
応

芸予諸島付近における古代航路の形成とその展開

し
、
さ
ら
に
東
九
州
か
ら
上
関
付
近
へ
の
ル
l
ト
に
当
た
っ
て
い
た
。

五

地
名
卜
オ
ミ
・
メ
バ
ル
に
つ
い
て

古
代
か
ら
中
世
へ
内
海
部
の
開
発
が
進
み
、
戦
乱
な
ど
が
あ
る
な
か
で
、
海
上
部
で
の
多
く
の
ル

l
ト
が
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
中
世
で
は
海
上
部
で
関
所
を
設
け
、
関
銭
を
徴
集
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
各
地
に
見
張
所
や
物
見
台
な
ど
を
設
置
し
、

航
行
船
を
監
視
し
た

Q

ま
た
、
敵
船
の
動
向
を
探
る
こ
と
も
当
然
の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
遠
見
(
ト
オ
ミ
〉
や
近
見
、
見
近

な
ど
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
宮
窪
瀬
戸
の
能
島
を
関
所
と
し
て
、
西
に
出
た
海
面
に
あ
る
岡
村
島
は
愛
媛
県
越
智
郡

関
前
(
せ
き
ぜ
ん
)
村
と
し
て
、
そ
の
名
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
付
近
の
安
芸
灘
一
帯
は
関
前
灘
と
も
い
う
。

メ
バ
ル
が
あ
る
。
情
報
を
入
手
す
る
第
一
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
は
重
要
で
あ
っ
た
ο

メ
バ
ル
は
目
張
る
の
こ
と
で
監

さ
て
、

視
に
つ
な
が
る
。
別
に
ミ
ハ
ル
が
あ
る
が
、
類
似
の
内
容
で
あ
る
。
広
島
県
豊
田
郡
東
野
町
は
大
崎
上
島
の
頭
部
を
占
め
る
が
、
そ
の
頭
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部
の
北
端
の
東
側
に
「
跡
崎
」
が
あ
り
、
「
め
ば
る
ざ
き
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
通
称
は
単
に
メ
バ
ル
で
あ
る
が
、
鯨
は
「
ご
り
」
で
あ

り
、
「
め
ば
る
」
と
は
読
め
な
い
。
な
お
、
大
崎
上
島
で
は
山
峰
が
東
偏
し
て
木
江
沖
の
水
道
と
並
行
し
、
対
岸
は
大
三
島
(
愛
媛
県
)
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の
宮
浦
(
大
山
祇
神
社
〉
が
あ
り
、

一
帯
は
大
き
な
入
江
で
藻
が
あ
り
、
干
潟
も
広
く
三
島
内
(
み
し
ま
う
ち
〉
と
呼
称
す
る
。

y c 
し

て
、
当
所
の
沖
は
潮
流
に
の
っ
て
三
原
瀬
戸
を
通
る
船
の
航
路
で
あ
り
、
山
峰
内
の
御
高
(
お
こ
う
〉
山
(
二
七
五
メ
ー
ト
ル
〉
は
、
大

三
島
の
北
部
の
同
瀬
戸
か
ら
の
目
標
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
山
の
南
に
は
中
世
の
城
跡
と
い
わ
れ
る
力
満
(
り
き
ま
ん
〉
城
が
あ
り
、

近
く
に
は
蜂
火
台
の
跡
も
あ
る
。
御
高
山
の
峰
を
北
へ
海
岸
ま
で
降
り
る
と
メ
バ
ル
が
あ
る
。
当
地
は
、

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か

け
て
北
前
船
の
風
・
潮
待
ち
で
賑
わ
っ
た
が
、
こ
れ
は
御
子
洗
・
木
江
な
ど
の
繁
栄
の
延
長
で
も
あ
る
。

一
三
世
紀
の
沼
田
小
早
川
氏
は
、

や
が
て
大
崎
上
島
の
東
・
中
部
に
進
出
し
、
竹
原
小
早
川
氏
は
西
部
に
進
出
し
た
。
大
崎
上
島
で
は

北
側
に
平
地
や
丘
陵
が
み
ら
れ
、
内
浦
と
称
し
た
。
小
早
川
一
族
が
芸
南
沿
岸
の
海
面
を
守
る
た
め
に
、
そ
の
前
面
に
あ
る
大
崎
上
島
の

確
保
は
当
然
で
あ
り
、
南
か
ら
大
山
祇
神
を
氏
神
に
北
上
す
る
河
野
氏
一
族
と
の
前
線
部
が
当
地
付
近
で
あ
っ
た
。
物
見
や
見
張
り
の
設

置
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

メ
バ
ル
の
北
に
近
接
し
て
左
組
(
さ
く
み
)
島
が
あ
り
、
水
路
も
屈
曲
し
、
風
を
遮
ぎ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
近
く
の
垂
水
(
た
る

み
〉
に
は
船
隠
し
の
跡
や
造
船
地
と
伝
え
る
跡
も
残
っ
て
い
る
。
当
地
に
は
、
現
在
灯
台
が
設
置
さ
れ
、
海
上
交
通
の
安
全
に
貢
献
し
て

い
る
が
、

メ
バ
ル
と
い
う
魚
が
よ
く
釣
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

一
八
世
紀
後
半
、
北
前
船
が
寄
港
し
始
め
て
か
ら
人
家
が
で
き
、
そ
れ

ま
で
の
俗
称
シ
マ
ガ
シ
ラ
の
名
は
消
え
て
、

メ
バ
ル
が
表
面
化
し
た
。
古
称
と
し
て
は
当
地
付
近
で
複
数
の
名
称
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
メ
バ
ル
は
魚
名
に
因
む
も
の
で
は
な
く
、
中
世
に
遡
上
つ
て
の
見
張
り
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
こ
は
ゴ
リ
サ
キ

(
林
崎
)
で
あ
っ
た
が
、
沼
田
小
早
川
の
海
へ
の
一
方
の
玄
関
口
は
忠
海
付
近
で
あ
り
ハ
王
、
当
地
の
西
に
は
航
路
の
目
標
と
も
な
っ
た

大
樹
が
岬
端
に
あ
っ
た
が
(
現
在
は
な
い
〉
、
当
所
か
ら
海
上
五
里
(
小
里
の
計
算
)
で
メ
バ
ル
に
達
し
、
直
視
で
き
る
位
置
に
あ
る
。
小

早
川
領
国
制
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
陸
上
と
と
も
に
海
上
で
も
距
離
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



と
こ
ろ
が
、
伯
方
島
に
も
小
字
と
し
て
メ
バ
ル
が
あ
る
。
宮
窪
瀬
戸
側
に
尾
浦
(
お
う
ら
〉
が
あ
り
、
か
つ
て
の
見
張
台
で
、
城
の
台

と
も
称
し
て
い
る
が
、
当
地
は
小
字
名
と
し
て
メ
バ
ル
の
称
を
も
っ
。
伯
方
島
で
は
現
在
は
熔
灘
に
面
し
た
木
浦
が
中
心
で
あ
る
が
、
中

世
に
あ
っ
て
は
詰
の
城
に
な
る
野
島
(
地
元
で
は
能
島
)

へ
の
出
撃
基
地
で
あ
っ
た
尾
浦
が
中
心
地
と
し
て
栄
え
た
。
尾
浦
は
、
現
在
は

南
の
対
岸
の
宮
窪
と
の
聞
の
フ
ェ
リ
ー
連
絡
地
で
あ
る
。

見
張
り
は
の
ろ
し
(
燦
火
)
に
つ
な
が
り
、
出
撃
に
つ
な
が
る
。
鑓
灘
の
意
は
、
火
打
ち
す
な
わ
ち
、

の
ろ
し
の
た
め
の
火
打
ち
に
つ

芸予諸島付近における古代航路の形成とその展開

な
が
る
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
燈
灘
に
浮
か
ぶ
古
向
井
神
島
・
平
市
島
・
魚
島
な
ど
は
の
ろ
し
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
研
究
も
進

め
ら
れ
て
い
る
ハ
7
Y

....... 
J、
結
び
に
か
え
て

過
去
に
お
け
る
航
路
筋
の
認
定
は
、
特
に
そ
の
も
の
の
由
来
に
関
す
る
記
録
の
な
い
限
り
、
他
の
関
係
事
項
(
自
然
的
・
人
文
的
〉
か

ら
考
察
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
沿
岸
航
路
か
ら
部
分
的
で
は
あ
る
が
沖
合
航
路
が
発
達
し
、
さ
ら
に
芸
予
諸
島
部
で
は
鼻
繰
瀬
戸
経

由
の
最
短
コ

1
ス
の
利
用
と
各
種
の
水
軍
関
係
の
施
設
の
所
在
が
関
係
し
、
木
江
沖
の
三
原
瀬
戸
コ
l
ス
の
近
位
で
の
利
用
の
増
大
(
船

の
大
型
化
に
対
応
し
て
の
安
全
航
行
)
な
ど
に
ふ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
情
報
に
関
係
し
て
、

メ
バ
ル
や
の
ろ
し
に
つ
い
て
の
研
究

ゃ
、
海
上
で
の
航
行
目
標
物
の
場
所
的
な
研
究
も
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
あ
る
複
数
の
目
標
物
を
結
ん
で
船
を
進
め
る
こ
と
で
暗
岩

や
洲
な
ど
か
ら
航
行
の
安
全
を
確
保
で
き
る
こ
と
も
、
ど
の
程
度
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
う
か
。
さ
ら
に
、
芸
予
諸
島
で
も
水
場
が
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多
く
残
っ
て
お
り
、
航
行
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
。

ま
た
、
高
縄
半
島
部
か
ら
の
陸
風
の
吹
き
出
し
と
海
上
部
や
北
か
ら
の
風
な
ど
が
安
芸
灘
上
空
で
出
合
い
、
停
滞
し
た
気
流
の
存
在
が
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タイュウド付近の蜂火台跡(中央上部の

峰)燦火台は方墳の跡と思われる仁愛媛

県越智郡伯方町コ (昭和60年4月撮影)

:峰火台跡(左の石の部分)よりみえる因

島の水軍城を望む(中央の降)

(昭和60年4月撮影)

甘崎城(最古の水寧城といわれ鎌倉時代

のもの)を上浦町側より望む E愛媛県越

智郡上浦町ユ (昭和60年4月撮影)

蜂
火
の
伝
達
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
な
ど
へ
の
疑
問
の
解
明
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蜂
火
も
赤
・
白
・
黒
な
ど
で
情
報
の
内
容

を
伝
え
た
よ
う
で
あ
り
、
図
4
の
左
図
の
よ
う
に
津
和
地
で
幕
府
特
使
な
ど
の
出
船
を
合
図
し
た
も
の
が
、
送
り
火
的
に
(
図
中
の

1
1

2
1
3
)
ど
の
よ
う
に
内
海
を
伝
え
ら
れ
た
か
も
興
味
が
あ
る
。
今
治
付
近
の
北
四
国
か
ら
内
海
を
北
へ
情
報
を
燐
火
で
送
る
の
に
約
一

時
間
程
度
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
も
含
め
て
、
写
真
や
図
4
左
図
〈
5
1
6
〉
に
提
示
し
た
燦
火
台
と
因
島
の
本
城
へ

の
連
絡
な
ど
と
に
、
今
後
に
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

(
終
り
に
|
|
本
稿
を
終
え
る
に
当
た
り
伊
予
史
談
会
会
員
の
村
上
和
馬
氏
、
大
崎
島
郷
士
史
会
長
小
川
吾
一
氏
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
)



註

芸予諸島付近における古代航路の形成とその展開

(
1
)
孝
謙
帝
の
天
宝
勝
宝
八
年
(
七
五
六
)
、
山
陽
・
南
海
道
の
年
春
米
は
輸
送
者
に
責
任
を
負
わ
せ
た
上
で
、
海
送
を
許
可
し
て
い
る
。

(
2
)
O
E
O
-
宮
・
「
口
出
2
8
2
n
巳
ロ
ロ
ι
o
g
g口
内
訳
出
向

5
m
g
m
g司
『
可
|
|
|
但
口
広

g-H由
同
問
司
司

H
o
m
n
Y
H
∞∞
Nu

ア
H
I
N

(
3
)

航
海
用
語
で
は
灯
台
の
光
達
距
離
を
算
定
す
る
公
式
が
あ
る
が
、
ほ
か
に
物
標
の
高
さ
に
よ
る
視
認
距
離
(
視
達
距
離
)
を
求
め
る
公
式
も
あ

る
。
い
ず
れ
も
晴
天
の
暗
夜
や
晴
天
が
条
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
場
合
は

仏

H
M
-
B
ω
(
ザ
¥
同
十
ザ
¥
判
)

円
日
日
沫
耐
用
問
現
時
(
積
回
)

同
日
誌
頬
骨
骨
九
〉
刑
制

ω

r
n
諮
問
浬
山
町
周
〉
剖

ω

と
な
る
が
、
係
数
は
天
候
に
よ
り
変
化
す
る
け
れ
ど
も
、
一
応
の
め
や
す
は
得
る
こ
と
、
が
で
き
る
。
こ
れ
を
上
島
に
当
て
は
め
る
と

(
h
を
二
メ

ー
ト
ル
と
し
て
計
算
)
、

円
同
日
同
町
・
ロ
ミ
(
稀
畑
)

と
な
り
、
こ
れ
に
一
八
五
二
メ
ー
ト
ル
を
掛
け
て
キ
ロ
程
を
出
せ
ば
約
三
了

O
四
四
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
上
島
は
東
方
向
か
ら
は
約
三

0
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
か
ら
見
通
す
事
が
可
能
で
あ
る
。
(
明
石
海
峡
西
日

1
上
島
聞
は
実
際
に
は
約
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
見
通
し
は

可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
。

(
4
)
長
門
の
浦
よ
り
船
出
せ
し
夜
、
月
の
光
を
仰
ぎ
観
て
作
る
歌
三
首
の
な
か
の
一
つ
に
、

「
わ
れ
の
み
や
夜
船
は
漕
ぐ
と
思
へ
れ
ば
沖
辺
の
方
に
揖
の
音
す
な
り
」
が
あ
る
。

(
5
)
『
伊
予
岩
城
島
の
歴
史
』
岩
城
村
郷
士
誌
編
集
委
員
会
、
一
九
七

O
、
二
四

1
二
六
頁

(
6
)

忠
海
は
古
く
「
浦
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
平
忠
盛
の
海
賊
征
圧
に
因
ん
で
、
彼
の
名
を
冠
し
忠
海
に
改
め
た
と
い
わ
れ
る
。

(
7
)
た
と
え
ば
伊
予
史
談
会
の
藤
田
征
三
氏
な
ど
。
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