
は
し
が
き

　

広
島
・
山
口
・
島
根
・
鳥
取
・
岡
山
の
五
県
は
︑
現
在
の
一
般
的
な
地
域
区
分
で
は
﹁
中ち
ゅ
う
ご
く国
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
語
源

は
︑
律
令
体
制
下
に
お
け
る
都
か
ら
の
距
離
に
応
じ
た
区
分
︵﹁
近き
ん

国ご
く

﹂
と
﹁
遠お
ん

国ご
く

﹂
の
中
間
︶
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
範
囲
が

右
記
の
五
県
の
地
域
に
定
着
し
て
い
く
の
は
南
北
朝
期
で
あ
る
︒
広
島
県
は
東
を
岡
山
県
︑
西
を
山
口
県
に
接
し
︑
中
国
地
域
の
中
で

も
東
西
の
中
間
に
位
置
す
る
︒
ま
た
︑
広
島
県
は
瀬
戸
内
海
に
面
し
て
お
り
︑
日
本
海
に
は
面
し
て
い
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
広
島
県
の

分
水
嶺
は
岡
山
県
や
山
口
県
と
の
県
境
付
近
で
は
島
根
県
と
の
県
境
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
が
︑
中
央
部
で
は
県
内
に
大
き
く
入
り
込

ん
で
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
広
島
県
北
部
は
流
域
で
み
る
と
︑
日
本
海
に
つ
な
が
る
地
域
が
少
な
く
な
い
︒
さ
ら
に
︑
廃
藩
置
県
以
前

に
は
︑
広
島
県
に
相
当
す
る
地
域
の
西
部
は
安あ

芸き

国
︑
東
部
は
備び
ん

後ご

国
で
︑
備
後
国
は
古
代
吉き

備び

国
が
分
か
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
︒
こ
の
た
め
︑
中
世
に
な
っ
て
も
備
後
国
は
東
方
面
と
の
つ
な
が
り
も
強
か
っ
た
︒

　

こ
の
よ
う
な
地
理
特
性
や
国
の
成
り
立
ち
な
ど
を
反
映
し
て
︑
安
芸
・
備
後
国
は
室
町
期
に
お
い
て
も
︑
中
央
政
権
の
影
響
力
の
強

い
地
域
と
中
央
政
権
か
ら
自
立
的
な
地
域
大
名
の
支
配
す
る
地
域
と
の
﹁
境さ
か
い
め目
﹂
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
地
域
だ
っ
た
︒
一
方
︑
南

北
朝
合
一
時
の
守
護
職
に
は
幕
府
中
枢
に
あ
っ
た
細ほ
そ

川か
わ

氏
が
補ぶ

任に
ん

さ
れ
て
い
た
が
︑
応お
う

永え
い

年
間
以
降
︑
山や
ま

名な

氏
が
両
国
の
守
護
に
補
任

さ
れ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
安
芸
・
備
後
国
は
山
名
氏
分
国
の
周
縁
部
に
位
置
す
る
た
め
︑
そ
の
支
配
は
不
安
定
だ
っ
た
︒
東
部
は
都

に
も
相
対
的
に
近
く
︑
備
後
国
に
隣
接
す
る
備び
っ
ち
ゅ
う中
国
の
守
護
職
に
細
川
氏
が
補
任
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
細
川
氏
の
影
響
力
も
強
か
っ

た
が
︑
西
部
は
安
芸
国
に
隣
接
す
る
周す
お
う防
国
守
護
大お
お

内う
ち

氏
が
徐
々
に
影
響
力
を
広
げ
つ
つ
あ
っ
た
︒

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
勃
発
し
た
応お
う

仁に
ん

・
文ぶ
ん

明め
い

の
乱
の
後
︑
山
名
氏
に
よ
る
安
芸
・
備
後
国
支
配
は
次
第
に
弱
体
化
し
て
い
く
一
方

で
︑
西
か
ら
の
大
内
氏
の
進
出
は
促
進
さ
れ
て
い
っ
た
︒
ま
た
︑
右
記
の
分
水
嶺
が
示
す
よ
う
に
日
本
海
側
と
の
つ
な
が
り
も
強
か
っ

i



た
た
め
︑
出い
ず
も雲
国
を
統
一
し
た
尼あ
ま

子ご

氏
が
南
下
を
進
め
た
︒
戦
国
初
期
に
は
細
川
氏
の
影
響
力
も
色
濃
く
残
っ
て
い
た
︒

　

そ
の
た
め
︑
安
芸
・
備
後
国こ
く

人じ
ん

衆
は
対
立
す
る
勢
力
の
狭
間
で
︑
国
外
勢
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
一
揆
を
結
び
︑
あ
る
い
は
対
抗
を

諦
め
国
外
勢
力
に
従
属
す
る
な
ど
︑
家
の
存
続
の
た
め
に
苦
闘
し
た
︒
最
終
的
に
毛も
う

利り

元も
と

就な
り

を
盟
主
と
し
て
国
外
勢
力
を
駆
逐
︒
元
就

は
中
国
地
域
の
過
半
を
制
圧
し
て
︑
戦
国
大
名
と
な
る
︒
元
就
の
後
継
者
輝て
る

元も
と

は
︑
織
田
信
長
の
天
下
一
統
戦
争
に
対
抗
し
た
が
︑
信

長
横
死
後
︑
羽
柴
秀
吉
と
講
和
し
て
︑
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
中
国
地
域
八
カ
国
を
領
有
す
る
大
大
名
と
な
っ
た
が
︑
秀
吉
死
没
後
の

関
ヶ
原
合
戦
に
お
い
て
徳
川
家
康
に
敵
対
し
て
︑
戦
後
は
周
防
・
長な
が

門と

二
国
に
減
封
さ
れ
︑
広
島
県
を
去
る
︒
安
芸
・
備
後
二
国
に
は

関
ヶ
原
合
戦
に
お
い
て
東
軍
と
し
て
活
躍
し
た
福ふ
く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

が
封
じ
ら
れ
︑
安
芸
・
備
後
国
の
戦
国
期
は
終
焉
を
迎
え
た
︒

　

本
書
で
は
︑
こ
う
し
た
応
仁
・
文
明
の
乱
か
ら
関
ヶ
原
合
戦
に
至
る
約
一
三
〇
年
間
の
政
治
史
を
中
心
に
︑
宗
教
・
文
化
︑
経
済
流

通
・
民
衆
生
活
︑
城
郭
な
ど
︑
多
角
的
な
面
か
ら
戦
国
時
代
の
広
島
県
の
実
像
に
迫
っ
て
い
く
︒
と
り
わ
け
︑
従
来
の
通
史
に
お
い
て

は
十
分
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
守
護
山
名
氏
や
︑﹁
国く
に
し
ゅ
う衆
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
有
力
な
国
人
層
に
注
目
し
て
︑
そ
の
動
向
を

追
っ
て
い
き
た
い
︒

　

な
お
︑
広
島
県
の
県
史
編
纂
事
業
︵
中
世
分
︶
は
︑
一
九
七
三
~
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
資
料
編
︑
一
九
八
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
通

史
編
が
直
近
の
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
当
時
の
戦
国
期
に
関
す
る
研
究
を
総
括
す
る
こ
と
を
目
的
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
戦
国
大
名
論
集
﹄

の
う
ち
︑﹃
毛
利
氏
の
研
究
﹄
と
﹃
中
国
大
名
の
研
究
﹄
も
一
九
八
四
年
の
刊
行
で
︑
い
ず
れ
も
約
四
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
︒
こ
の

間
の
新
史
料
の
発
見
︑
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
︑
政
治
史
の
ほ
か
︑
宗
教
・
文
化
︑
経
済
流
通
・
民
衆
生
活
︑
城
郭
い
ず
れ
の
分
野
に

お
い
て
も
︑﹃
広
島
県
史
﹄
や
﹃
戦
国
大
名
論
集
﹄
に
記
述
さ
れ
た
内
容
に
は
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
︒

　

本
書
の
第
Ⅰ
部
は
︑﹃
広
島
県
史
﹄
通
史
編
の
記
述
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
近
年
の
先
行
研
究
の
成
果
に
学
び
つ
つ
︑
現
時
点
に
お

け
る
私
見
も
加
え
て
︑
広
島
県
に
お
け
る
戦
国
期
の
政
治
動
向
を
追
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
第
Ⅱ
部
は
︑
宗
教
・
文
化
︑

経
済
流
通
・
民
衆
生
活
︑
城
郭
と
い
っ
た
政
治
史
以
外
の
分
野
の
う
ち
︑
近
年
に
研
究
が
深
化
し
て
い
る
分
野
を
取
り
上
げ
て
詳
述
し

た
も
の
で
あ
る
︒

　

右
記
の
よ
う
な
方
針
に
基
づ
き
執
筆
し
た
た
め
︑
巻
末
に
記
載
し
た
参
考
文
献
は
︑
主
に
一
九
九
〇
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
も
の
に
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限
定
し
て
い
る
︒
そ
れ
以
前
の
研
究
に
つ
い
て
は
﹃
広
島
県
史
﹄
や
﹃
戦
国
大
名
論
集
﹄
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒
ま
た
︑﹃
広
島

県
史
﹄
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
市
町
村
史
の
記
述
も
本
書
に
お
い
て
は
参
照
し
た
が
︑
直
接
引
用
し
た
記
述
や
史
料
を
除
き
︑
参
照
文
献

と
し
て
の
記
載
は
割
愛
し
た
︒
さ
ら
に
︑
参
考
文
献
や
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
︑
再
録
さ
れ
た
も
の
や
複
数
の
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
も
の
も
あ
る
が
︑
読
者
の
便
宜
を
考
慮
し
︑
比
較
的
直
接
手
に
取
り
や
す
い
も
の
を
記
載
し
て
い
る
︒
紙
幅
の
関
係
か
ら
本
書
に

お
い
て
は
十
分
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
内
容
も
少
な
く
な
い
︒
参
考
文
献
を
ぜ
ひ
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
︒

はしがき
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