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春
松

町
村
誌
の
誤
記
対
策
と

ニ
ュ
!
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

史
料
の
再
利
用

春

松

進

一
、
市
町
村
史
の
誤
記

川
素
人
集
団
の
誤
読

趣
味
で
町
の
公
民
館
で
古
文
書
を
習
い
出
し
て
か

ら
八
年
に
な
る
。
だ
が
、
一
向
に
読
め
る
よ
う
に
は

な
ら
な
い
。

最
近
、
県
の
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
、
古
文
書
を

読
む
会
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
が
、
さ
す
が
に

県
単
位
と
も
な
る
と
、
町
の
公
民
館
と
は
違
っ
て
、

皆
そ
れ
相
当
に
読
解
力
を
持
た
れ
た
方
ば
か
り
で
、

ひ
と
し
お
、
自
分
の
読
解
力
の
低
き
が
し
み
じ
み
と

中
に
は
市
史
編
纂
室
と
か
に
お
勤
め
の
方
も
何
人

町
村
誌
の
誤
記
対
策
と
ニ
ュ
ー
-
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
史
料
の
再
利
用

感
じ
ら
れ
る
。

か
お
ら
れ
、
ど
ん
な
古
文
書
を
持
っ
て
こ
ら
れ
て
も

ス
ラ
ス
ラ
と
お
読
み
に
な
る
方
が
お
ら
れ
る
。

私
が
古
文
書
を
習
お
う
と
思
っ
た
動
機
は
至
っ
て

単
純
で
、
印
刷
屋
に
勤
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
し

く
ら
い
の
崩
し
字
だ
っ
た
ら
、
普
通
の
人
よ
り
読
め

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
安
易
な
気
持
ち
か
ら
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
普
通
の
現
代
人
が
書
く

文
字
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
文
字
で
も
な
ん
と
か
読
み
こ

な
せ
る
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
の
に
、
古
文
書
と
な

る
と
さ
っ
ぱ
り
読
め
な
い
の
で
あ
る
。

古
文
書
を
習
い
出
し
て
か
ら
、
各
町
村
の
町
史
や

ら
村
史
を
読
む
機
会
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
知

っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
の
町
村
史
に
記
載
さ
れ
て

い
る
古
文
書
の
記
述
が
実
に
間
違
い
だ
ら
け
だ
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
読
み
が
デ
タ
ラ
メ
な
ら
、
解

釈
も
間
違
い
だ
ら
け
と
い
っ
た
も
の
が
、
実
に
多
い

の
だ
。だ

が
、
支
文
書
を
習
っ
て
見
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、

古
文
書
と
い
う
も
の
は
一
朝
一
夕
に
読
め
る
よ
う
に

な
る
も
の
で
も
な
く
、
個
人
の
力
だ
け
で
す
べ
て
の

調
査
が
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
大
概
の

町
村
誌
の
編
集
は
、
町
の
長
老
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
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方
々
が
、
町
史
編
纂
委
員
会
と
か
を
作
っ
て
、
お
も

む
ろ
に
古
文
書
の
読
解
を
習
い
二
、
一
二
年
か
せ
い
ぜ

い
で
十
年
以
内
で
、
町
内
の
古
文
書
を
読
ん
で
そ
れ

を
適
当
に
郷
土
史
家
と
い
わ
れ
る
方
に
、
編
集
を
お

願
い
し
て
造
り
上
げ
た
も
の
が
、
大
半
で
あ
る
。

古
文
書
の
読
解
に
対
し
て
は
、
大
半
が
素
人
ば
か

り
で
作
業
が
行
な
わ
れ
、
町
制
何
周
年
と
か
の
行
事

の
一
つ
と
し
て
企
画
さ
れ
、
時
間
に
追
わ
れ
殆
ど
専

門
家
の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
発
行
さ
れ

て
し
ま
う
の
が
現
実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

市
史
と
か
田
町
史
と
か
と
な
る
と
、
さ
す
が
に
専
門

の
編
集
員
が
お
ら
れ
て
毎
日
古
文
書
と
に
ら
め
っ
こ

さ
れ
て
い
て
造
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
滅
多
な

誤
読
は
な
い
が
、
町
村
史
の
古
文
書
の
読
解
は
不
正

確
な
も
の
が
実
に
多
い
。
が
、
実
情
を
知
る
と
致
し

方
の
な
い
面
も
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
古
文
書
の
読
解
の
誤
り
と
い
う

も
の
は
、
実
に
次
々
と
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
か
ら
こ
わ
い
。
大
体
に
お
い
て
我
々
が
古
文
書
の

現
物
に
お
目
に
掛
か
る
機
会
は
至
っ
て
少
な
い
。
す

る
と
活
字
化
さ
れ
た
も
の
を
見
る
し
か
な
い
の
だ
が
、

肝
心
な
そ
の
活
字
化
さ
れ
た
史
料
が
間
違
っ
て
い
た

の
で
は
、
段
々
間
違
い
が
増
幅
さ
れ
て
い
く
ば
か
り

で
あ
る
。

凶
読
め
な
い
文
字
の
処
理

古
文
書
を
習
い
出
し
て
か
ら
、
時
々
自
分
が
本
当

に
日
本
人
だ
ろ
う
か
と
疑
い
た
く
な
る
時
が
あ
る
。

文
字
が
読
め
な
い
。
日
本
語
で
あ
る
の
に
意
味
が
全

然
分
か
ら
な
い
。
何
千
年
も
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。

た
か
だ
か
百
年
か
二
百
年
前
の
こ
と
が
さ
っ
ぱ
り
外

国
の
こ
と
の
よ
う
に
分
か
ら
な
い
。
字
引
と
か
辞
典

と
か
い
う
も
の
は
実
に
何
で
も
載
っ
て
い
る
も
の
だ

と
常
日
頃
は
感
心
す
る
の
だ
が
、
古
文
書
で
は
辞
典

類
で
も
歯
が
立
た
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
こ
ん
な

簡
単
な
言
葉
が
と
思
う
よ
う
な
言
葉
が
ど
の
辞
典
を

引
い
て
も
載
っ
て
い
な
い
時
の
腹
立
た
し
き
、
文
字

は
な
ん
と
か
判
読
し
た
も
の
の
意
味
の
分
か
ら
な
い

時
、
本
当
に
辞
典
を
放
り
出
し
た
く
な
る
。

と
こ
ろ
が
す
べ
て
の
市
町
村
史
で
は
、
読
め
な
い

文
字
や
意
味
の
分
か
ら
な
い
言
葉
も
き
っ
と
あ
っ
た

だ
ろ
う
に
、
す
べ
て
の
文
字
が
完
全
に
読
解
さ
れ
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
我
々
こ
と
き
者
と
違
っ
て
学
識
経

験
者
ば
か
り
揃
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
万
が
一
に
も

読
め
な
い
文
字
や
解
釈
の
つ
か
な
い
言
葉
が
な
い
の

だ
ろ
う
と
思
え
る
の
だ
が
、
昨
年
一
年
県
の
学
習
セ

ン
タ
ー
で
習
っ
た
古
文
書
を
全
員
で
復
習
し
て
み
て
、

読
め
な
い
文
字
・
解
釈
の
付
か
な
い
語
句
が
如
何
に

多
く
あ
る
か
を
知
ら
さ
れ
た
。
素
人
だ
け
の
集
団
で

は
な
い
。
半
分
近
く
の
方
は
一
定
の
水
準
以
上
の
実

力
を
持
た
れ
た
人
々
で
あ
る
。
私
の
よ
う
な
素
人
は

例
外
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
実
力
を
持
つ
集
団
で
あ

マ令。
町
村
史
の
史
料
解
読
を
な
さ
れ
た
人
々
が
数
人
掛

か
っ
て
も
敵
わ
な
い
よ
う
な
人
も
何
人
か
お
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
最
終
的
に
不
明
の
文
字
や
解
釈
の
付
か
な

い
語
句
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
す
べ
て
の
市
町

村
史
で
は
虫
食
い
以
外
の
文
字
は
す
べ
て
解
説
さ
れ

て
あ
る
。
読
め
な
い
文
字
は
最
終
的
に
し
か
る
べ
き

機
関
で
解
読
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ω原
稿
整
理
の
際
の
誤
記
・
脱
落

例
え
史
料
が
完
全
に
解
説
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
原

稿
に
す
る
場
合
に
誤
記
さ
れ
た
り
、
脱
落
し
た
り
余

計
な
こ
と
が
不
用
意
に
入
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。

普
通
の
現
代
文
だ
と
前
後
の
関
係
か
ら
誤
記
・
脱
落

に
気
が
付
く
こ
と
が
多
い
が
、
古
文
書
の
場
合
、
回

り
く
ど
い
文
体
の
た
め
少
々
の
誤
記
や
脱
落
は
殆
ど

気
が
付
か
な
い
で
通
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
強
い
。

最
近
、
偶
然
江
戸
末
期
の
水
利
論
争
の
双
方
の
示

談
室
日
と
で
も
い
う
べ
き
済
口
証
文
を
対
比
し
な
が
ら
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読
む
機
会
が
二
度
ば
か
り
続
い
た
。
双
方
の
文
章
を
い
の
女
性
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
旧
字
体
な

対
比
し
て
み
る
と
、
微
妙
な
点
で
差
異
が
あ
る
。
初
ど
一
度
も
お
目
に
掛
か
っ
た
こ
と
の
な
い
女
性
達
が
、

め
に
は
同
じ
文
書
を
引
き
写
し
た
の
に
違
い
な
い
が
、
史
料
の
活
字
化
に
携
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
輩

何
度
か
書
き
写
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
の
人
に
取
っ
て
「
こ
れ
く
ら
い
の
文
字
は
:
:
:
」
と

漢
字
使
い
の
相
違
や
送
り
仮
名
の
相
違
が
表
わ
れ
て
思
わ
れ
る
文
字
が
読
め
な
い
の
で
あ
る
。

き
て
、
脱
落
が
双
方
の
文
章
に
表
わ
れ
、
し
か
も
白
あ
る
時
「
御
」
と
い
う
文
字
が
全
部
「
卸
」
に
な

分
た
ち
に
取
っ
て
都
合
の
よ
い
よ
う
に
誤
記
・
脱
落
っ
て
印
刷
さ
れ
て
し
ま
っ
て
刷
り
直
し
の
憂
き
目
を

が

行

な

わ

れ

て

い

く

。

見

た

こ

と

が

あ

っ

た

。

確

か

に

原

稿

は

「

卸

」

に

近

現
在
の
原
稿
作
成
の
場
合
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
字
体
で
書
か
れ
て
は
あ
る
。
で
も
前
後
の
関
係
か

い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
思
い
違
い
や
身
び
い
き
か
ら
見
れ
ば
「
卸
」
で
は
お
か
し
い
。

ら
'
無
意
識
に
誤
記
・
脱
落
が
起
き
て
い
る
場
合
も
あ
「
こ
ん
な
時
は
意
味
も
考
え
て
印
字
し
な
け
れ
ば
・
:

る
。
そ
れ
に
古
文
書
は
、
だ
ら
だ
ら
と
「
候
」
の
羅
・
:
」
と
注
意
し
た
ら
、

列
が
続
き
、
つ
い
行
を
間
違
え
て
脱
落
し
た
り
、
同
「
私
た
ち
に
は
、
こ
ん
な
昔
の
漢
字
ば
か
り
並
ん
で

じ
文
面
を
二
度
繰
り
返
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
い
る
文
章
は
意
味
な
ん
て
全
然
わ
か
ら
な
い
の
で
、

凶

印

刷

工

場

で

の

誤

読

・

脱

落

卸

だ

と

思

っ

て

印

字

し

た

」

と

い

う

の

で

あ

る

。

町
史
な
ど
の
史
料
部
分
の
誤
記
・
脱
落
の
原
因
に
、
執
筆
者
の
中
に
は
、
三
」
の
程
度
の
文
字
が
読
め

印
刷
工
場
に
お
け
る
誤
読
・
脱
落
を
挙
げ
な
い
わ
け
な
い
な
ん
て
印
刷
屋
じ
ゃ
な
い
し
と
お
っ
し
ゃ
る
方

に

は

い

か

な

い

。

も

い

る

。

だ

が

、

そ

の

方

達

も

自

分

の

家

庭

に

帰

ら

し
か
し
、
こ
の
誤
読
の
原
因
に
つ
い
て
執
筆
者
側
れ
て
、
自
分
の
子
供
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
の
国
語
力
の

に
も
原
因
が
あ
る
事
を
知
っ
て
欲
し
い
。
町
史
な
ど
実
情
を
考
え
ら
れ
る
と
、
印
刷
屋
だ
け
を
責
め
ら
れ

の
原
稿
を
書
か
れ
る
方
の
年
齢
は
お
お
む
ね
五
十
代
る
酷
を
痛
感
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
史
料
の
原
稿
は

以
上
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
し
っ
か
り
と
楢
書
で
お
願
い
し
た
い
と
、
常
々
思
つ

が
現
在
写
植
機
を
操
作
し
て
い
る
の
は
二
十
代
く
ら
て
い
る
。
誤
植
の
罪
を
印
刷
屋
の
み
に
求
め
る
の
は

春
松

町
村
誌
の
誤
記
対
策
と
ニ
ュ
l
-
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
史
料
の
再
利
用

酷
だ
と
思
い
ま
す
。
正
確
な
町
史
を
残
す
た
め
に
も

是
非
守
っ
て
戴
き
た
い
こ
と
の
一
つ
で
す
。

史
料
の
校
正
ほ
ど
門
外
漢
に
取
っ
て
、
興
味
の
持

て
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
然
内
容
が
分
か
ら

な
く
て
、
た
だ
「
候

1
候
j
候

1
」
と
続
い
て
い
る

暗
号
文
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
自
然
校
正
も
身
が
入

り
ま
せ
ん
。
た
だ
文
字
の
上
を
目
を
走
ら
せ
て
い
る

だ
け
で
す
。
お
ま
け
に
史
料
部
分
だ
け
は
文
字
の
大

き
さ
ま
で
も
小
さ
く
読
み
づ
ら
い
と
き
て
い
ま
す
。

な
ん
と
か
早
め
に
切
り
上
げ
た
い
と
思
う
の
が
人
情

で
す
。
史
料
部
分
の
校
正
は
、
執
筆
者
が
主
体
と
な

っ
て
し
っ
か
り
と
何
校
も
お
願
い
し
た
い
の
で
す
。

二
、
完
全
な
原
稿
を
作
る
た
め
に

ω専
門
家
に
よ
る
集
団
解
読

史
料
が
読
み
易
い
も
の
ば
か
り
で
疑
問
の
余
地
の

な
い
も
の
ば
か
り
な
ら
い
い
が
、
判
読
に
苦
し
む
文

字
や
意
味
不
明
の
語
句
を
活
字
化
す
る
恐
ろ
し
き
は
、

専
門
の
方
な
ら
ず
と
も
自
明
の
こ
と
と
思
う
。
個
人

や
二
、
三
名
の
人
だ
け
に
よ
る
判
読
・
解
釈
は
ま
ま

誤
読
・
誤
訳
の
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
を

避
け
る
た
め
に
も
重
要
な
史
料
は
数
人
以
上
の
集
団

解
読
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
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個
人
の
著
書
で
誤
読
や
誤
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
も
ど
の
文
字
も
完
全
に
解
読
さ
れ
て
い
る
。
虫
食
い
の

の
を
時
折
見
掛
け
る
が
、
指
摘
し
て
も
面
子
も
あ
っ
部
分
も
大
体

(
O
O
カ
)
と
傍
注
が
付
し
て
あ
る
。

て
か
、
仲
々
訂
正
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
公
共
の
が
、
果
た
し
て
そ
の
解
釈
が
正
し
い
の
か
は
虫
食
い

出
版
物
で
あ
る
県
市
町
村
史
の
誤
植
・
誤
訳
は
後
々
部
分
が
発
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
困
難
な
の
で
は
な
い

ま
で
そ
れ
を
孫
引
き
さ
れ
る
危
険
性
が
多
い
の
だ
か
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合

ら
、
一
般
の
出
版
物
に
も
増
し
て
正
確
で
な
け
れ
ば
も
時
た
ま
あ
る
。

な
ら
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
読
め
な
い
文
字
を
読
め
な
い
と
書
き
、
解
釈
不
可

か

。

能

な

語

句

は

、

意

味

不

明

と

明

記

す

べ

き

で

は

な

い

先
日
も
県
立
図
書
館
に
お
け
る
講
座
の
時
、
橋
本
だ
ろ
う
か
。
そ
の
代
わ
り
そ
の
部
分
の
原
文
を
写
真

左

内

の

身

上

書

の

中

で

、

印

刷

す

る

な

り

、

原

文

の

所

在

を

明

ら

か

に

す

る

工

「
但
是
迄
被
下
置
候
御
役
扶
持
拾
人
扶
持
以
後
不
被
夫
が
な
さ
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

下

候

」

附

ワ

ー

プ

ロ

に

依

る

原

稿

作

成

と

完

全

原

稿

の

作

成

と
い
う
の
が
有
っ
た
。
初
め
コ
ピ
ー
の
不
鮮
明
き
も
ワ
ー
プ
ロ
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
史
料
の

あ
っ
て
、
「
不
」
を
読
み
飛
ば
し
て
「
以
後
被
下
候
」
清
書
に
は
実
に
打
っ
て
付
け
の
機
械
だ
と
思
う
よ
う

と
読
み
、
役
料
百
五
拾
石
に
拾
人
扶
持
が
加
給
さ
れ
に
な
っ
た
。
何
し
ろ
何
遍
で
も
訂
正
が
可
能
だ
し
、

る
と
解
釈
し
た
。
と
こ
ろ
が
中
で
一
人
「
以
後
不
被
書
い
た
文
字
は
活
字
体
だ
か
ら
絶
対
誤
読
の
恐
れ
は

下
候
L

で
以
後
は
支
給
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
だ
と
な
い
。
い
ま
ま
で
自
分
で
書
い
た
文
字
が
読
め
な
い

言
い
出
し
て
「
不
」
を
読
み
飛
ば
し
て
い
た
の
に
気
の
で
困
っ
て
い
た
の
が
嘘
の
よ
う
だ
。

付
い
た
。
た
っ
た
一
字
で
も
大
変
な
間
違
い
を
起
こ
い
ま
ま
で
原
稿
用
紙
に
解
読
文
を
書
い
て
い
た
が
、

す

と

こ

ろ

だ

っ

た

。

何

度

も

書

き

加

え

て

い

る

内

に

、

自

分

で

も

判

読

不

凶
読
め
な
い
文
字
・
解
釈
不
能
な
語
句
を
無
理
に
解
可
能
に
な
り
、
そ
の
都
度
全
文
を
書
き
直
し
て
い
た

読

・

解

釈

せ

ず

原

文

併

記

を

の

だ

が

、

そ

の

際

、

脱

落

を

生

じ

た

り

、

誤

記

し

た

史

料

の

解

読

文

を

読

む

と

、

り

何

度

も

校

正

を

繰

り

返

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

虫
食
い
を
除
い
て
は

ラ

-o

ル
人

そ
れ
が
、
い
ま
で
は
最
初
の
解
読
文
が
最
後
ま
で

そ
っ
く
り
役
に
立
ち
、
し
か
も
い
つ
も
清
書
状
態
で

読
め
る
。
奇
跡
と
し
か
思
え
な
い
機
械
で
あ
る
。
と

は
い
っ
て
も
、
ワ
ー
プ
ロ
は
古
文
書
用
に
は
作
ら
れ

て
い
な
い
の
で
、
入
力
に
は
随
分
腹
立
た
し
い
思
い

を
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
段
々
そ
の
内
に
は
古
文
書

専
用
の
ワ
ー
プ
ロ
も
開
発
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら

解
読
文
は
先
ず
ワ
ー
プ
ロ
に
打
ち
込
ん
で
置
い
て
何

度
も
訂
正
を
繰
り
返
し
、
完
全
な
も
の
に
な
っ
た
も

の
を
印
刷
原
稿
と
し
て
渡
す
よ
う
に
す
れ
ば
、
誤
植

の
恐
れ
も
殆
ど
な
く
な
り
、
ま
し
て
や
フ
ロ
ッ
ピ
ー

・
デ
ィ
ス
ク
の
形
で
渡
し
、
直
接
電
算
写
植
で
製
版

印
刷
で
き
れ
ば
校
正
の
必
要
も
な
く
、
誤
植
な
ん
か

有
り
得
な
く
な
る
。

三
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
利
用

ω県
史
デ
ー
タ

l
の
再
利
用

現
在
福
井
県
史
の
印
刷
は
、
ど
の
よ
う
な
印
刷
方

式
に
依
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
印
刷
さ
れ
た
も
の

を
見
る
限
り
で
は
、
活
版
方
式
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
写
植
↓
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
の
方
法
が
取

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
写
植
印
字
が
、
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手
動
写
植
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
例
え
ば
、
天
保
九
年
に
お
け
る
巡
見
使
の
日
程
を
調

と
も
電
算
写
植
方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
べ
た
い
と
思
え
ば
、
各
市
町
村
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

も
し
、
電
算
写
植
で
印
字
き
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瞬
時
に
全
日
程
を
我
が

そ
の
デ

l
タ

l
は
将
来
大
き
な
財
産
と
な
る
。
そ
の
家
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
取
り
出
す
こ
と
も
出
来
る
だ

フ
ロ
ッ
ピ
ー
に
記
憶
さ
れ
た
古
文
書
の
デ
ー
タ
|
は
、
ろ
う
。

今
後
色
々
検
索
さ
れ
各
種
史
料
と
比
較
検
討
さ
れ
た
但
し
、
こ
の
よ
う
な
史
料
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
検
索

り
、
後
に
追
加
さ
れ
た
史
料
と
一
緒
に
長
く
保
存
さ
は
、
民
間
資
本
で
は
資
金
効
率
か
ら
い
っ
て
も
行
な

れ
、
そ
の
利
用
方
法
は
限
り
な
く
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
公
共
事
業
と
し
て
県
や
国

凶

市

町

村

に

依

る

単

独

利

用

が

主

体

と

な

っ

て

行

な

わ

れ

る

だ

ろ

う

。

県
史
に
使
用
さ
れ
た
史
料
デ
ー
タ

l
は
、
各
市
町

ωフ
ロ
ッ
ピ
ー
の
貸
借
に
よ
る
利
用

村
に
交
付
し
、
そ
の
市
町
村
に
お
い
て
単
独
使
用
さ
現
在
各
市
町
村
で
発
行
し
て
い
る
町
史
や
各
種
史

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
各
市
町
村
で
も
新
た
に
史
料
料
・
資
料
は
、
印
刷
さ
れ
た
も
の
の
他
に
希
望
者
に

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
が
行
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
は
実
費
で
フ
ロ
ッ
ピ
ー
・
デ
ィ
ス
ク
が
渡
さ
れ
る
よ

れ
が
あ
る
程
度
蓄
積
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
逆
に
県
に
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

フ
ィ
ド
パ
ッ
ク
さ
れ
て
、
県
の
史
料
デ

l
タ

l
が
充
個
人
の
研
究
資
料
も
、
検
索
利
用
さ
れ
る
形
態
の

実
さ
れ
、
県
史
編
纂
室
は
、
県
の
史
料
デ
ー
タ

l
・
も
の
は
フ
ロ
ッ
ピ
ー
・
デ
ィ
ス
ク
で
交
換
利
用
さ
れ

ベ
l
ス
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に

各
市
町
村
で
発
見
さ
れ
た
史
料
は
、
逐
次
コ
ン
ビ
現
在
の
よ
う
に
各
メ
ー
カ
ー
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ

ユ
|
夕
へ
入
力
さ
れ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
検
索
っ
て
互
換
性
が
な
い
た
め
フ
ロ
ッ
ピ
ー
の
相
互
利
用

利
用
の
道
が
関
か
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
が
で
き
な
い
点
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。

川

県

・

市

町

村

聞

に

よ

る

相

互

利

用

(

士

日

田

郡

松

岡

町

薬

師

や
が
て
、
県
お
よ
び
各
市
町
村
聞
に
ネ
ッ
ト
ワ

l

ク
に
よ
る
相
互
利
用
が
行
な
わ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

春
松

町
村
誌
の
誤
記
対
策
と
ニ
ュ

l
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
史
料
の
再
利
用
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