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『
石
神
組
御
用
留
』
刊
行
に
寄
せ
て

東
海
村
教
育
委
員
会
教
育
長　

髙
橋　

健
彦　
　
　

　

東
海
村
で
は
二
十
一
世
紀
プ
ラ
ン
と
し
て
「
人
・
自
然
・
文
化
が
響
き
合
う
ま
ち
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
夢
の
あ
る
村
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま

す
。
こ
の
中
の
一
項
目
に
歴
史
を
学
ぶ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
、「
史
跡
と
史
料
の
保
存
」
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
対
応
と
し
て
昔
か
ら
村
に
伝
わ
っ
て
い
る

古
文
書
の
解
読
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
推
進
は
、
公
民
館
講
座
と
し
て
約
十
一
年
前
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
今
で
も
約
四
〇
名
の
方
々
が
月
二
回
の
学
習
活
動
に
会

員
と
し
て
参
画
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
平
成
十
八
年
の
秋
に
、
茨
城
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
た
、「
文
化
六
年
石
神
組
御
用
留
」
が
未
解
読
の
ま
ま

残
さ
れ
て
い
る
と
の
話
が
会
員
の
方
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
知
っ
た
、
長
年
古
文
書
を
学
習
し
て
き
た
方
々
が
、
自
主
的
に
手
を
挙
げ
、
茨
城
大
学
の
ご
好
意
の
も
と
、
共
同
解
読
と
言
う
形
で
解
読
作
業
が
開
始
さ

れ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
約
二
〇
〇
〇
頁
に
わ
た
る
解
読
が
終
了
し
、
こ
の
度
約
八
〇
〇
頁
に
及
ぶ
解
読
本
が
出
版
さ
れ
世
に
送
り
だ
さ
れ
る
運

び
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
文
書
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
当
村
石
神
地
区
に
当
時
の
行
政
の
中
核
で
あ
る
郡
奉
行
所
が
配
置
さ
れ
、
日
立
市
・
東
海
村
及
び
ひ
た
ち
な
か
市
北
部
か
ら

常
陸
太
田
市
・
那
珂
市
の
一
部
を
管
轄
し
行
政
を
推
進
し
た
事
実
が
余
す
所
な
く
記
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

以
前
か
ら
郡
奉
行
所
の
存
在
は
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
解
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
度
そ
の
具
体
的
な
活
動
が
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
は
、
水
戸
藩
の
歴
史
を
知
る
上
で
も
大
き
な
寄
与
で
あ
り
か
つ
村
民
に
と
っ
て
も
大
き
な
励
み
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
郷
土
愛
に
も
つ

な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
様
な
活
動
が
、
村
民
か
ら
の
自
発
的
な
行
動
か
ら
出
発
し
、
元
東
海
高
校
教
諭
の
高
橋
裕
文
氏
の
ご
指
導
の
も
と
、
最
近
求
め
ら
れ
て
い
る
地
域
と
大
学
と

の
共
同
と
し
て
な
し
え
た
こ
と
は
、
村
の
行
政
活
動
が
深
く
浸
透
し
て
き
て
い
る
と
信
じ
、
非
常
に
心
強
い
も
の
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
解
読
い
た
だ
い
た
「
古
文
書
を
読
む
会
」
の
皆
さ
ん
と
、
温
か
い
ご
指
導
を
頂
い
た
茨
城
大
学
の
諸
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

今
後
と
も
こ
の
様
な
文
化
づ
く
り
が
さ
ら
に
発
展
す
る
こ
と
を
望
ん
で
止
み
ま
せ
ん
。

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
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『
石 

神 

組 

御 

用 

留
』
の 

刊 

行 

を 

祝 

し 

て

茨
城
大
学
図
書
館
長　

松
田　

智
明　
　
　

　

茨
城
大
学
図
書
館
所
蔵
「
文
化
六
年
石
神
組
御
用
留
」
は
、
か
つ
て
東
海
村
石
神
外
宿
に
陣
屋
と
し
て
置
か
れ
た
水
戸
藩
郡
奉
行
所
の
記
録
で
す
。
今
と
な
っ
て

は
所
蔵
に
至
っ
た
経
緯
は
不
明
で
す
が
、
全
頁
が
固
化
し
て
い
て
永
ら
く
開
く
こ
と
す
ら
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
何
と
か
読
め
る
よ
う
に
と
、
日

本
近
世
史
を
担
当
さ
れ
た
人
文
学
部
の
長
谷
川
伸
三
教
授
は
本
学
特
別
経
費
を
活
用
し
て
十
冊
に
仕
立
て
直
す
こ
と
に
尽
力
し
ま
し
た
。
長
谷
川
教
授
御
退
職
後
は

後
任
の
磯
田
道
史
准
教
授
と
木
戸
之
都
子
助
手
、
そ
し
て
本
学
関
係
者
の
有
志
が
、「
東
海
村
古
文
書
を
読
む
会
」
の
皆
様
と
合
同
の
石
神
組
御
用
留
研
究
会
を
発

足
さ
せ
、
江
戸
時
代
後
期
水
戸
藩
の
貴
重
な
史
料
の
解
読
作
業
を
地
道
に
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、「
東
海
村
古
文
書
を
読
む
会
」
の
皆
様
の
熱
意
と

努
力
が
認
め
ら
れ
、
東
海
村
教
育
委
員
会
か
ら
貴
重
な
史
料
の
翻
刻
が
出
版
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
地
域
に
開
か
れ
た
大
学
を
目
指
す
本
学
に
と
っ
て
も
、

望
外
の
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
関
係
各
位
の
御
努
力
に
対
し
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

　

本
学
に
お
い
て
も
、
こ
の
意
義
あ
る
研
究
成
果
を
広
く
公
開
す
る
た
め
、
社
会
連
携
事
業
と
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
ま
た
図
書
館
本
館
で
の
展
示
を
行

う
と
と
も
に
「
文
化
六
年
石
神
組
御
用
留
」
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
行
い
ま
し
た
。
茨
城
大
学
図
書
館
で
は
所
蔵
す
る
図
書
・
雑
誌
・
貴
重
史
料
の
一
般
公
開
を
推
進
し

て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
皆
様
に
広
く
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
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巻
頭
言

「
石
神
組
御
用
留
研
究
会
」
代
表　

茨
城
大
学
准
教
授　

磯
田　

道
史　
　
　

　

本
書
は
、
水
戸
藩
郡
奉
行
所
に
お
か
れ
て
い
た
公
用
記
録
「
御
用
留
」
を
活
字
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
は
、
几
帳
面
な
社
会
で
あ
っ
た
。「
御
用
留
」

と
い
っ
て
、
公
職
に
あ
る
者
が
手
元
に
帳
簿
を
備
え
、
公
用
書
類
を
逐
一
筆
記
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
我
々
は
、「
御
用
留
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
川
時

代
の
有
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
日
、
残
さ
れ
て
い
る
「
御
用
留
」
の
多
く
は
、
庄
屋
・
町
年
寄
な
ど
村
役
人
・
町
役
人
が
筆
記
し
た
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
庄
屋
に
指
示

を
出
し
て
い
た
郡
奉
行
の
役
所
＝
郡
奉
行
所
で
も
「
御
用
留
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
原
物
は
ほ
と
ん
ど
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
活
字

化
す
る
も
の
は
、
よ
く
あ
る
庄
屋
の
「
御
用
留
」
で
は
な
く
、
全
国
的
に
も
極
め
て
珍
し
い
郡
奉
行
所
で
つ
け
ら
れ
た
「
御
用
留
」
で
あ
る
。

　

こ
の
郡
奉
行
所
の
「
御
用
留
」
は
、
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
の
一
年
分
だ
け
が
奇
跡
的
に
残
っ
た
。
よ
ほ
ど
数
奇
な
運
命
を
経
て
き
た
よ
う
で
、
茨
城
大
学
図

書
館
の
な
か
で
、
こ
の
帳
簿
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
と
き
に
は
、
水
に
浸
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
頁
と
頁
が
圧
着
し
、
一
つ
の
岩
塊
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
補
修
の
専
門
家
の
技
術
で
一
枚
一
枚
は
が
し
、
解
読
可
能
な
状
態
に
し
た
と
こ
ろ
、
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
数
奇
な
運
命
を
た
ど

っ
て
き
た
「
御
用
留
」
は
保
存
状
態
が
悪
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
文
字
が
欠
損
し
て
い
て
解
読
は
困
難
を
き
わ
め
た
が
、
学
外
の
東
海
村
で
古
文
書
を
学
習
し
て
こ
ら

れ
た
方
々
と
連
携
し
て
、
こ
の
「
御
用
留
」
の
全
文
を
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
こ
の
史
料
の
重
要
性
に
鑑
み
、
茨
城
大
学
地
域
連
携
事
業
会
お
よ
び
東

海
村
教
育
委
員
会
の
支
援
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
東
海
村
の
方
々
、
茨
城
大
学
の
職
員
・
学
生
多
く
の
方
々
の
共
同
成
果
で
あ
る
。

　

本
書
の
刊
行
意
義
に
つ
い
て
、
や
や
広
い
視
点
か
ら
説
明
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
水
戸
藩
の
歴
史
は
、
義
公
と
烈
公
の
活
躍
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
前
期
は
徳
川
光
圀
、
後
期
は
徳
川
斉
昭
の
事
績
で
も
っ
て
藩
史
を
考
え
る
「
義
烈
両
公
史
観
」
で
あ
っ
た
。
義
公
の
時
代
に
「
前
期

水
戸
学
」
が
生
ま
れ
、
烈
公
の
時
代
に
「
後
期
水
戸
学
」
が
満
面
開
花
し
て
、
天
保
の
藩
政
改
革
を
行
い
、
日
本
全
土
の
歴
史
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
い
う
歴
史

観
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
水
戸
藩
の
歴
史
は
、
徳
川
光
圀
と
徳
川
斉
昭
の
二
人
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
徳
川
光
圀
と
徳
川
斉
昭
の
中
間
の
時
代
＝
寛
政
・
文

化
期
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
。
藩
主
で
い
え
ば
、
文
公
＝
徳
川
治
保
、
武
公
＝
徳
川
治
紀
の
「
文
武
両
公
の
時
代
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
水
戸
藩
は
財
政
の
面
で

も
藩
人
口
の
面
で
も
、
ど
ん
底
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
文
武
両
公
の
時
代
に
大
改
革
を
断
行
し
た
こ
と
で
危
機
を
も
ち
こ
た
え
、
天
保
期
に
雄
飛
す
る
素
地
を
か
た
ち

づ
く
っ
た
。
幕
末
に
水
戸
藩
が
活
躍
で
き
た
の
は
、
こ
の
文
公
武
公
の
改
革
に
こ
そ
、
そ
の
根
源
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
今
日
で
は
埋
も
れ
た
歴
史
と
な
っ

て
い
る
。
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水
戸
藩
と
そ
の
領
民
を
救
っ
た
文
公
・
武
公
の
改
革
の
眼
目
は
「
き
め
の
細
か
な
農
政
」
で
あ
っ
た
。
藩
が
農
村
に
こ
ま
か
く
「
お
手
入
れ
」
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
の
水
戸
藩
の
制
度
で
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
郡
奉
行
が
農
村
に
居
な
か
っ
た
。
農
村
を
支
配
す
る
郡
奉
行
は
、
み
な
、
水
戸
城
下
に
い
て
執
務
を

し
て
い
た
。
こ
れ
で
は
農
政
が
行
き
届
か
な
い
。
水
戸
藩
人
口
は
、
享
保
期
の
三
〇
万
人
か
ら
寛
政
期
に
は
二
二
万
人
に
ま
で
減
少
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
こ
で
大
き
な
決
断
を
し
た
の
が
、
文
公
＝
徳
川
治
保
で
あ
る
。
治
保
の
伝
記
「
徳
潤
遺
事
」
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「
郡
奉
行
が
御
城
下
に
住
居
し
て
常
に
民

間
の
疾
苦
を
見
て
い
な
け
れ
ば
、
民
を
憐
む
心
も
自
然
と
薄
く
な
る
、
と
の
お
考
え
も
あ
っ
た
の
か
。
郡
奉
行
十
人
の
う
ち
、
八
人
は
各
所
に
陣
屋
を
つ
く
り
、
郡

部
に
引
き
移
っ
て
、
政
治
を
行
う
よ
う
に
な
さ
れ
た
」（
現
代
語
訳
筆
者
）。
各
郡
に
郡
奉
行
の
役
所
（
陣
屋
）
を
建
設
し
て
、
郡
奉
行
を
城
下
か
ら
引
越
し
さ
せ
て

配
置
し
、
農
村
が
疲
弊
せ
ぬ
よ
う
、
百
姓
を
「
厚
く
御
世
話
」
さ
せ
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
効
果
は
大
き
か
っ
た
。
と
く
に
赤
子
の
間
引
き
が
減
っ

た
。
改
革
前
の
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
、
水
戸
藩
全
領
の
出
生
児
数
は
二
七
五
七
人
で
あ
っ
た
が
、
改
革
後
の
文
化
二
年
に
は
激
増
し
て
七
五
二
七
人
を
記
録
し
、

人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
（「
徳
潤
遺
事
」）。

　

治
保
が
行
っ
た
農
政
改
革
は
、
郡
奉
行
所
を
農
村
に
お
き
、
人
口
を
増
や
さ
せ
、
地
場
の
産
業
振
興
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
の
な
か
で
、
水
戸
藩

の
な
か
に
は
「
経
済
政
策
」
を
す
す
め
る
農
政
官
僚
＝
小
宮
山
楓
軒
・
藤
田
幽
谷
な
ど
が
育
ち
、
人
材
的
に
も
幕
末
の
水
戸
藩
活
躍
の
前
提
条
件
を
用
意
し
た
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
治
保
が
、
領
内
の
住
民
を
詳
細
に
調
査
さ
せ
、
生
活
保
護
の
給
付
を
す
す
め
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
水
戸
藩
の
農
政
は
農
村
荒
廃

に
は
じ
め
て
有
効
な
手
だ
て
を
う
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
治
保
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、「
管
下
の
民
感
じ
奉
る
余
り
、
御
逝
去
を
悲

し
み
、
文
公
大
明
神
と
い
わ
ひ
奉
り
度
と
、
申
せ
し
者
も
あ
り
し
也
」（
同
前
）
と
い
う
よ
う
に
、「
文
公
大
明
神
」
と
手
を
合
わ
せ
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
日
、
こ
の
画
期
的
な
文
公
・
武
公
の
改
革
を
研
究
す
る
の
は
、
難
し
い
。
そ
れ
は
徳
川
斉
昭
の
「
天
保
改
革
」
に
よ
っ
て
、
各
郡
に
お
か
れ
た
郡

奉
行
所
が
廃
止
さ
れ
、
ふ
た
た
び
郡
奉
行
は
城
下
で
執
務
す
る
よ
う
に
な
り
、
短
期
間
し
か
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
時
代
の
郡
奉
行
所
の
行
政
記
録
が
失
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
奇
跡
的
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
い
ま
こ
こ
に
活
字
化
す
る
「
石
神
組
御
用
留
」
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
ま
さ
に
、

短
期
間
、
農
村
に
設
置
さ
れ
た
「
石
神
郡
奉
行
所
」
の
な
か
に
保
管
さ
れ
て
い
た
行
政
書
類
の
原
物
で
あ
る
。
一
年
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
文
公
に
は

じ
ま
り
武
公
に
受
け
継
が
れ
た
「
在
郷
の
郡
奉
行
所
」
が
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
様
子
を
直
接
的
に
記
録
し
た
、
い
ま
の
と
こ
ろ
唯
一
の
史
料

で
あ
る
。
本
書
刊
行
の
学
術
的
意
義
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

石
神
郡
奉
行
所
の
郡
奉
行
が
加
藤
孫
三
郎
で
あ
っ
た
の
も
重
要
で
あ
る
。
加
藤
は
文
公
・
武
公
の
改
革
の
申
し
子
と
で
も
い
う
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
。「
是
ま
で
、

御
郡
奉
行
に
択
ば
れ
し
は
、
大
抵
、
御
代
官
其
外
の
役
人
よ
り
仰
付
ら
」
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
加
藤
孫
三
郎
は
勘
定
奉
行
加
藤
善
右
衛
門
子
に
て
、
惣
領
よ
り



5

召
し
出
だ
さ
れ
、
暫
、
見
習
し
て
本
職
に
仰
付
ら
れ
し
、
是
等
は
、
め
づ
ら
し
き
御
撰
な
り
と
、
申
し
あ
へ
り
」（
同
前
）
と
い
う
よ
う
に
、
と
く
に
藩
主
治
保
に

命
じ
ら
れ
て
、
家
督
を
継
ぐ
前
か
ら
郡
奉
行
見
習
と
な
り
、
の
ち
に
郡
奉
行
本
職
に
つ
い
て
い
る
。「
珍
し
い
人
選
」
と
、
藩
内
で
噂
に
な
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
り
、

改
革
断
行
を
文
公
に
進
言
し
た
高
野
世
竜
（
文
助
）
や
小
宮
山
昌
秀
（
楓
軒
）
と
と
も
に
、こ
の
改
革
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。「
石
神
組
御
用
留
」
は
、

加
藤
が
記
録
さ
せ
た
、
ま
さ
に
現
場
の
記
録
で
あ
る
。

　

こ
の
記
録
を
読
む
と
、
領
民
人
口
の
急
減
の
な
か
で
、
郡
方
の
役
人
、
村
々
の
庄
屋
が
農
政
に
苦
闘
す
る
状
況
が
生
々
し
い
。
藩
国
家
が
領
民
情
報
を
徹
底
し
て

収
集
し
、
窮
民
の
保
護
を
行
う
姿
が
み
え
る
。
藩
国
家
が
上
か
ら
「
達
」
に
よ
っ
て
、
領
民
を
こ
ま
か
く
管
理
・
監
視
し
、
と
き
に
は
「
説
諭
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

そ
の
思
想
に
ま
で
介
入
を
は
じ
め
る
姿
も
み
え
る
。
こ
の
時
期
の
水
戸
藩
農
政
は
、
福
祉
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
驚
く
べ
き
住
民
管
理
の
は
じ
ま
り
で
も

あ
っ
た
。
一
八
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
水
戸
藩
が
み
せ
る
行
政
の
動
き
は
、
も
は
や
近
世
国
家
の
域
を
こ
え
、
の
ち
の
近
代
国
家
の
緻
密
な
官
僚
行
政
に
接
近
し
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
す
べ
て
を
文
書
化
す
る
文
書
主
義
の
徹
底
が
、
官
僚
制
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
、
本
書
の
読
者
は
こ
の
記
録
を
み
て
「
藩
の
役
所

と
農
村
の
あ
い
だ
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
膨
大
か
つ
詳
細
に
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
て
い
た
の
か
」
と
、
驚
嘆
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
「
石
神
組
御
用
留
」
は
、
今
日
の
行
政
の
原
点
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
住
民
の
命
を
守
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
生
活
保
護
な
ど
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
問
題
や
、
行
政
が
ど
の
よ
う
に
住
民
情
報
を
扱
う
べ
き
な
の
か
、
す
な
わ
ち
個
人
情
報
の
問
題
な
ど
す
べ
て
が
、
こ
の
記
録
の
な
か
に
は
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
東
海
村
や
茨
城
県
の
地
域
史
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
日
本
史
全
体
の
史
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
史
料

の
刊
行
が
、
歴
史
の
新
し
い
地
平
を
ひ
ら
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。


