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瀬
戸
内
海
の
“
道
し
る
べ
”

　

源
平
合
戦
で
那
須
与
一
が
射
た
扇
が
流

れ
着
い
た
こ
と
か
ら「
お
ぎ
」
と
名
付
け
ら

れ
た
と
伝
わ
る
男
木
島
は
、
高
松
港
よ
り

フ
ェ
リ
ー
で
40
分
の
高
松
市
沖
合
に
浮
か

ぶ
周
囲
約
5
㎞
、人
口
2
0
0
名
ほ
ど
の
小

さ
な
島
で
あ
る
。
同
島
の
北
端
に
は
、
関
西

と
九
州
を
結
ぶ
備
讃
東
航
路
が
通
っ
て
お

り
、男
木
島
灯
台
は
同
航
路
の
海
の
道
し
る

べ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

日
本
人
技
術
者
に
よ
り

設
計
さ
れ
た
西
洋
式
灯
台

　

江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
日
本
に
や
っ
て

き
た
列
強
諸
国
は
、日
本
を
有
力
な
商
売
先

と
み
て
押
し
寄
せ
た
。
し
か
し
、
大
型
船
に

対
応
し
て
い
な
い
日
本
近
海
を
航
行
す
る

の
は
危
険
極
ま
り
な
く
、
諸
外
国
は
日
本

の
開
国
条
約
の
な
か
に
西
洋
式
灯
台
を
建

設
す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
。西
洋
式
灯
台

建
設
事
業
は
、フ
ラ
ン
ス
人
技
師
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
レ
オ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
や
イ
ギ
リ

ス
人
技
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ

ラ
ン
ト
ン
を
は
じ
め
と
し
た
お
雇
い
外
国

人
の
指
導
の
も
と
に
そ
の
第
一
歩
を
踏
み

出
し
た
が
、明
治
も
中
頃
に
な
る
と
外
国
人

技
術
者
の
手
を
は
な
れ
、
独
り
立
ち
し
た

日
本
人
技
術
者
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。男
木
島
灯
台
も
ま
た
日
本
人
技

術
者
の
手
で
設
計
さ
れ
、1
8
9
5（
明
治

28
）
年
5
月
9
日
起
工
、
同
年
12
月
10
日
に

点
灯
さ
れ
た
。

流
麗
な
輪
郭

　

同
灯
台
は
、高
さ
約
14
ｍ
の
円
筒
形
の
灯

台
部
と
、そ
の
前
面
に
併
設
さ
れ
た
平
屋
建

て
の
付
属
屋
か
ら
な
る
3
層
構
造
の
石
造

灯
台
で
あ
る
。2
階
ま
で
ら
せ
ん
階
段
が
続

き
、2
階
と
3
階
の
間
に
は
青
銅
製
の
鋳
物

梯
子
が
円
形
状
に
連
結
さ
れ
て
い
る
。そ
の

上
部
に
灯
室
が
あ
り
、最
上
部
は
ド
ー
ム
型

の
灯
籠
が
、灯
芯
部
に
は
高
さ
5
m
の
分
銅

筒
が
あ
る
。
ま
た
、
灯
室
直
下
は
円
筒
形
の

躯
体
が
帯
状
に
拡
張
し
て
灯
室
周
囲
の
ベ

ラ
ン
ダ
を
形
成
し
て
お
り
、曲
線
を
描
い
て

膨
ら
む
流
麗
な
輪
郭
が
目
を
引
く
。

庵
治
石
造
り
の
灯
台

　

石
材
に
は
、庵あ

治じ

石い
し

の
名
で
知
ら
れ
る
御

影
石
が
用
い
ら
れ
た
。庵
治
石
は
花
崗
岩
の

一
種
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
結

晶
が
小
さ
く
、
結
合
が
緻
密
で
あ
る
こ
と

か
ら
、水
晶
と
同
程
度
の
硬
度
を
も
つ
堅
固

な
石
材
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
風
化
、
変
質
に

も
強
く
、古
く
は
京
都
男
山
の
石
清
水
八
幡

宮
の
再
興
、高
松
城
築
城
や
大
阪
城
大
改
築

に
使
わ
れ
て
き
た
。
著
名
な
彫
刻
家
イ
サ

ム
・
ノ
グ
チ
も
ま
た
庵
治
石
の
優
れ
た
性

質
に
魅
せ
ら
れ
、パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
庭
園
の

作
品
素
材
に
庵
治
石
を
使
用
し
、さ
ら
に
は

1
9
6
9（
昭
和
44
）
年
に
香
川
県
旧
牟
礼

町（
現
高
松
市
）
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
、
庵

治
石
を
素
材
に
作
品
を
制
作
し
た
。

　

庵
治
石
を
用
い
た
男
木
島
灯
台
は
、通
常

な
さ
れ
る
外
壁
塗
装
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
き
め
細
や
か
な
地
肌
は
、沈
み
ゆ
く
夕

日
に
照
ら
さ
れ
る
と
、湿
り
気
を
帯
び
た
輝

き
を
み
せ
る
。

灯
台
守
り

　

灯
台
の
脇
に
は
、庵
治
石
造
り
の
立
派
な

白
柳 

洋
俊
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平
屋
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。現
在
は
改
修
に

よ
っ
て
内
部
の
間
取
り
が
大
幅
に
改
変
さ

れ
て
い
る
が
、当
初
は
史
員
退
息
所
と
呼
ば

れ
る
官
舎
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。平
屋

の
脇
に
は
、
菜
園
も
あ
っ
た
と
言
う
。
灯
火

が
石
油
灯
で
あ
っ
た
頃
は
、昼
夜
を
通
し
て

管
理
す
る
必
要
が
あ
り
、2
名
の
職
員
が
家

族
と
と
も
に
住
み
込
み
、ほ
ぼ
自
給
自
足
の

生
活
を
送
り
な
が
ら
そ
の
任
に
当
た
っ
て

い
た
。

　

日
本
各
地
の
灯
台
を
転
々
と
し
な
が
ら

厳
し
い
駐
在
生
活
を
送
る
灯
台
守
り
夫
婦

の
暮
ら
し
を
描
い
た
映
画「
喜
び
も
悲
し
み

も
幾
歳
月
」
は
、1
9
5
7（
昭
和
32
）
年

に
公
開
さ
れ
、
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
。
男

木
島
灯
台
も
主
人
公
有
沢
四
郎
と
妻
き
よ

子
の
9
番
目
の
赴
任
先
と
し
て
登
場
す
る
。

作
中
で
は
、男
木
島
灯
台
で
業
務
に
当
た
っ

て
い
る
四
郎
の
も
と
に
、息
子
光
太
郎
が
ケ

ン
カ
で
刺
さ
れ
、
危
篤
と
の
一
報
が
入
る
。

し
か
し
、
四
郎
は
、
灯
台
の
あ
か
り
を
守
る

た
め
、
駆
け
つ
け
る
こ
と
を
拒
む
。
灯
台
守

り
は
い
つ
何
時
で
も
灯
台
の
あ
か
り
を
守

る
こ
と
に
人
生
を
賭
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

庵
治
石
の
湿
り
気
を
帯
び
た
輝
き
は
、こ
う

し
た
灯
台
守
り
の
生
き
様
を
示
し
て
い
る

と
い
っ
て
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
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