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現
在
47
の
都
道
府
県
が
あ
る
日
本
は
、

か
つ
て
石
見
や
出
雲
と
い
っ
た
「
国
」
に
分

か
れ
て
い
ま
し
た
。「
日
本
六
十
余
州
」
な

ど
と
い
い
ま
す
が
、
厳
密
に
す
べ
て
の
国

を
数
え
上
げ
る
と
そ
の
数
は
68
に
な
る
と

す
る
の
が
通
説
で
す
。
一
方
で
、
壱
岐
と
対

馬
を
「
国
」
で
は
な
く
「
島
」
と
し
た
り
、

備
前
・
備
中
・
備
後
を
ま
と
め
て
吉
備
と
し

た
り
し
て
、
66
と
す
る
見
解
も
有
力
で
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
が
ま
だ
多
く
の
国
に

分
か
れ
て
い
た
江
戸
時
代
、「
大
日
本
沿
海

輿よ

地
図
」
と
い
う
極
め
て
正
確
な
日
本
地

図
を
作
っ
た
伊い
の
う能
忠た
だ
た
か敬
と
い
う
人
物
を
2

回
に
わ
た
り
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

1
7
4
5
年
に
現
在
の
千
葉
県
九
十
九

里
町
に
生
ま
れ
た
忠
敬
は
、
18
歳
の
と
き

に
現
在
の
香
取
市
佐
原
の
伊
能
家
の
婿
養

子
と
な
り
ま
し
た
。
伊
能
家
は
酒
や
醤
油

の
醸
造
、
金
融
、
水
運
な
ど
幅
広
い
事
業
を

営
む
豪
商
で
し
た
が
、
当
時
の
経
営
状
況

は
思
わ
し
く
な
く
、
忠
敬
に
は
家
業
再
興

へ
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

幼
少
期
か
ら
学
問
好
き
だ
っ
た
忠
敬
に

と
っ
て
、
商
人
の
家
を
継
ぐ
こ
と
は
本
意

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
生
来

の
勤
勉
さ
に
加
え
、
商
機
を
的
確
に
察
知

す
る
秀
で
た
能
力
を
備
え
て
お
り
、
新
た

に
コ
メ
の
仲
買
を
手
掛
け
た
り
、
江
戸
に

薪
問
屋
を
出
店
し
た
り
と
、
新
規
事
業
に

も
積
極
的
に
乗
り
出
し
、
10
年
ほ
ど
で
経

営
を
完
全
に
立
て
直
し
ま
し
た
。
37
歳
の

と
き
に
は
名
主
に
取
り
立
て
ら
れ
、
利
根

川
の
堤
防
工
事
を
取
り
仕
切
る
な
ど
公
共

の
防
災
事
業
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
全

国
に
多
数
の
餓
死
者
が
出
た
1
7
8
3
年

の
天
明
の
大
飢
饉
の
際
に
は
、
領
主
に
対

し
年
貢
の
減
免
を
歎
願
す
る
一
方
で
、
保

有
す
る
米
を
地
元
の
貧
し
い
農
家
に
格
安

で
分
け
与
え
た
た
め
、
近
郷
か
ら
は
一
人

の
犠
牲
者
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
商
人
と
し
て
、
ま
た
地
域

の
名
士
と
し
て
申
し
分
の
な
い
活
躍
と
貢

献
を
果
た
し
た
忠
敬
が
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
の
夢
で
あ
っ
た
学
問
の
道
に
進
む
た
め

に
、
家
督
を
息
子
に
譲
っ
て
隠
居
し
た
の

は
、
当
時
の
平
均
寿
命
と
ほ
ぼ
同
じ
50
歳

の
と
き
で
し
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
か

ら
、
普
通
で
あ
れ
ば
悠
々
自
適
の
余
生
と

な
る
べ
き
日
々
を
、
歴
史
に
残
る
偉
業
を

成
し
遂
げ
る
た
め
の
「
第
二
の
人
生
」
と
す

る
の
で
す
。

　

中
世
益
田
氏
の
一
族
に
、
益
田

貞さ
だ
か
ね兼
の
子
の
兼か
ね
か
つ勝
、そ
の
子
兼か
ね
た
か貴
、さ

ら
に
そ
の
子
兼か
ね
と
も友

と
続
く
家
系
が
あ

り
ま
す
。
兼
勝
・
兼
貴
が
と
も
に
下し
も
つ
け野

守の
か
みを
称
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
家
系

を
下
野
守
系
益
田
氏
と
呼
ぶ
こ
と
と

し
ま
す
。
こ
の
一
族
に
つ
い
て
は
、山

口
県
文も
ん
じ
ょ
か
ん

書
館
（
山
口
市
）
に
「
益
田

高た
か
と
も友
家
文
書
」
と
い
う
古
文
書
群
が

あ
り
、
そ
の
歴
史
が
わ
か
り
ま
す
。

　

永え
い

正し
ょ
う

7
（
1
5
1
0
）
年
に
、
益

田
兼
勝
は
兄
宗む
ね
か
ね兼
か
ら
小こ
さ
か坂
・
徳と
く
や屋
・

下し
も
く
ろ
た
に

黒
谷
・
木き

わ
み
（
喜き
あ
み
阿
弥
）
で
領
地

を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
か

ら
本
家
か
ら
独
立
し
た
家
系
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
兼
勝
は
同
15

年
の
洞と
う
め
い
じ

明
寺
合
戦
（
浜
田
市
三
隅
町
）

で
活
躍
し
た
り
、備び
ん
ご
の
く
に

後
国
（
広
島
県
東

部
）
に
出
陣
し
た
り
す
る
な
ど
、
益

田
氏
の
有
力
な
一
族
で
し
た
。

　

兼
勝
の
子
の
兼
貴
は
、
大お
お
う
ち内
義よ
し
な
が長
、

陶す
え

晴は
る
か
た賢
、
内な
い
と
う藤
隆た
か
よ世
、
尼あ
ま
ご子
晴は
る
ひ
さ久
、

毛も
う
り利
元も
と
な
り就
・
隆た
か
も
と元
な
ど
大
名
や
そ
の

重
臣
か
ら
書
状
（
手
紙
）
を
宛
て
ら

れ
て
お
り
、
や
は
り
益
田
氏
の
有
力

な
一
族
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。

　

兼
貴
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と

と
し
て
、平ひ
ら
ど戸
（
長
崎
県
）
な
ど
の
大

名
松ま
つ
ら浦
隆た
か
の
ぶ信
と
交
易
上
の
提
携
関
係

を
結
ぼ
う
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
年
未
詳
で
す
が
、
松
浦
隆
信

は
益
田
兼
貴
に
宛
て
て
、
協
力
の
申

し
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
、

須す
さ佐
・
江え
さ
き崎
（
萩
市
）
に
舟
を
派
遣
し

た
際
に
は
便
宜
を
図
っ
て
ほ
し
い
と

依
頼
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、永え
い
ろ
く禄

5

（
1
5
6
2
）
年
に
津つ
わ
の
和
野
の
吉よ
し
み見
氏

の
攻
撃
を
受
け
、
須
佐
の
磯い
そ

の
城
が

落
と
さ
れ
、
兼
貴
の
家
臣
ら
が
多
数

戦
死
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
兼
貴
は
子
兼
友
と
と
も

に
天
て
ん
し
ょ
う正

14
（
1
5
8
6
）
年
か
ら
の

豊と
よ
と
み臣
秀ひ
で
よ
し吉
の
九
州
攻
め
に
従
軍
し
、

宇う

る

つ
留
津
城
（
福
岡
県
筑ち
く
じ
ょ
う
ま
ち

上
町
）
攻
め

な
ど
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
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