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福
井
県
地
域
史
研
究
会
で
は
、
乙
の
ほ
ど
『
福

井
県
地
域
史
研
究
』
(
第
五
号
)
を
刊
行
し
た

が
、
従
前
ど
お
り
会
員
五
名
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
攻
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宮古

の
分
野
に
よ
る
精
力
的
な
論
稿
を
収
録
し
て
い

ヲ@。
ま
ず
松
原
信
之
一
氏
の
「
朝
倉
光
玖
と
大
野
領
」

は
、
朝
倉
氏
の
領
国
支
配
体
制
の
確
立
に
重
要
な

役
割
を
果
し
な
が
ら
、
乙
れ
ま
で
研
究
未
開
拓
の

光
玖
一
に
視
点
を
す
え
、
そ
の
人
物
像
を
浮
き
彫
り

に
し
た
労
作
で
あ
る
。

ま
た
大
野
郡
代
(
割
引
職
)
を
継
承
し
た
朝
倉
右

衛
門
大
夫
景
高
と
そ
の
子
式
部
大
輔
景
鏡
を
関
係

史
料
に
よ
り
詳
さ
に
検
考
し
で
、
朝
倉
経
景
景

職

l
予
景
|
景
鏡
の
系
譜
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
従
来
の
一
向
一
授
、
真
宗
史
な
ど
の

研
究
の
中
で
云
々
さ
れ
て
い
た
天
文
十
年
の
朝
倉

氏
に
よ
る
本
願
寺
と
の
妥
協
策
が
全
く
の
誤
り
で

あ
る
ζ

と
を
論
証
し
た
。
そ
し
て
実
は
孝
景
・
景

高
兄
弟
の
不
和
に
よ
る
朝
倉
家
内
紛
の
結
果
、
景

高
が
本
願
寺
と
結
ん
で
宗
家
に
対
抗
し
た
史
実
と

し
て
訂
正
さ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
内
紛
に
敗
れ

た
景
高
の
怨
念
が
、
そ
の
子
景
鏡
に
引
き
継
が

れ
、
つ
い
に
義
景
に
対
す
る
裏
切
と
な
り
、
朝
倉

氏
の
滅
亡
を
導
く
結
果
と
も
な
っ
た
乙
と
を
詳
さ

に
検
考
し
て
い
る
。
従
っ
て
従
来
の
定
説
化
し
た

と
ζ

ろ
を
、
全
く
否
定
す
る
新
説
を
打
ち
出
し
た 第

五
号

点
が
大
い
に
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
本
川
幹
男
氏
の
「
十
八
世
紀
に
お
げ
る
村

の
変
質
』
で
は
、
幕
府
領
槍
曽
谷
村
(
現
勝
山
市

北
郷
町
槍
曽
谷
V

に
つ
き
、
大
部
な
津
田
家
文
書

〈
津
田
彦
左
衛
門
所
蔵
〉
を
分
析
、
検
考
し
て
、

十
八
世
紀
に
お
け
る
越
前
の
幕
領
農
村
の
一
類
型

と
し
て
の
変
質
過
程
に
メ
ス
を
入
れ
た
論
稿
で
あ

ヲ匂。
ま
ず
村
の
構
成
に
つ
き
、
村
高
の
実
態
や
農
民

層
分
解
を
中
心
に
、
関
係
史
料
に
よ
る
精
密
な
数

々
の
統
計
資
料
を
作
製
し
て
検
証
し
、
さ
ら
に
封

建
権
力
支
配
側
の
収
奪
政
策
の
動
向
を
経
過
的
に

考
察
し
た
点
が
、
ひ
と
き
わ
精
彩
を
放
っ
て
い

る。
一
方
、
十
八
世
紀
初
頭
か
ら
前
期
の
元
禄
・
享

保
期
よ
り
同
世
紀
中
期
の
宝
暦
・
明
和
期
に
か
け

て
の
村
落
の
質
的
変
化
を
、
農
民
的
結
合
が
経
済

的
関
係
に
お
い
て
崩
れ
て
い
く
過
程
に
視
点
を
す

え
て
、
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
村

落
の
貧
窮
化
傾
向
が
、
隣
村
の
勝
山
領
で
の
元
禄

十
年
、
明
和
八
年
、
天
明
六
年
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
百
姓
一
授
や
打
ち
と
わ
し
を
計
画
し
た
り
参
加

す
る
と
と
を
は
ば
み
、
ま
た
村
方
騒
動
も
表
面
化

さ
せ
な
か
っ
た
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
当
時

の
越
前
一
に
お
げ
る
反
封
建
闘
争
犠
化
一
の
プ
般
的
動

向
応
対
す
る
幕
府
領
槍
曽
谷
村
の
特
殊
、
歴
史
的

な
事
象
を
実
証
的
に
追
究
し
た
と
こ
ろ
に
、
甚
だ

興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
吉
田
叡
氏
の
「
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る

福
井
藩
御
用
商
人
の
一
考
察
」
で
は
、
御
用
商
人

の
給
禄
を
中
心
に
、
江
戸
時
代
後
期
の
福
井
藩
と

結
び
つ
い
た
商
人
の
動
向
を
、
『
松
平
文
庫
』
の

松
平
斉
承
・
慶
永
の
給
帳
や
「
諸
役
人
井
町
在
御

扶
持
人
姓
名
録
」
の
史
料
を
検
討
す
る
乙
と
に
よ

り
、
明
ら
か
に
し
よ

5
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

特
筆
さ
れ
る
の
は
、
乙
の
時
期
を
通
じ
て
新
旧

両
商
人
の
交
代
が
み
ら
れ
、
藩
財
政
の
窮
迫
化
に

と
も
な
い
、
藩
側
の
こ
れ
ら
商
人
層
へ
の
依
存
度

が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
と
く
に
領
内
で

は
、
福
井
城
下
の
商
人
の
比
重
よ
り
も
、
在
方
と

り
わ
け
三
国
商
人
が
果
す
役
割
が
極
め
て
大
き
く

な
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
江
戸
・
京
都
・
大
坂
な
ど
他
国
出
入
り

商
人
に
対
す
る
依
存
度
が
、
幕
末
に
な
る
と
一
段

と
著
し
く
な
る
が
、
乙
の
乙
と
は
、
藩
の
領
内
借

金
政
策
が
限
界
に
達
し
た
の
を
如
実
に
示
す
も
の
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で
あ
り
、

ζ

う
し
た
視
点
に
よ
る
吉
田
氏
の
検
証

は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
舟
沢
茂
樹
氏
の
「
福
井
藩
の
卒
族
に
つ
い

て
」
で
は
、
福
井
藩
に
お
け
る
家
臣
団
の
約
五
割

を
占
め
る
卒
族
の
存
在
形
態
が
従
来
ほ
と
ん
ど
解

明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
検
考
の
メ
ス
を
入

れ
た
労
作
で
あ
る
。
『
松
平
文
庫
』
の
「
福
井
藩
役

々
勤
務
雑
誌
」
「
新
番
格
以
下
諸
下
代
迄
」
な
ど
の

関
係
史
料
を
駆
使
し
て
、
目
見
以
上
と
目
見
以
下

に
大
別
さ
れ
る
卒
の
構
成
状
況
、
つ
ま
り
功
広
よ

っ
て
士
に
昇
格
で
き
る
上
級
卒
と
年
功
に
よ
り
目

見
以
上
の
役
職
に
昇
進
で
き
る
中
級
卒
、
さ
ら
に

身
分
・
役
職
・
給
禄
が
固
定
し
た
下
級
卒
の
そ
れ
ぞ

れ
の
存
在
形
態
や
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
上
級
卒
の
役
方
面
諸
職
は
、
士
の
末
席
新

番
組
ど
同
じ
く
勝
手
役
を
は
じ
め
行
政
実
務
の
要

職
を
占
め
、
中
級
卒
は
下
代
等
の
事
務
職
。
中
判
等

の
技
術
職
や
坊
主
の
給
仕
役
で
、
い
ず
れ
も
藩
政

の
実
務
を
処
理
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
下
級

j

卒
は
平
時
に
お
い
て
支
配
頭
の
任
務
に
応
じ
て
御

門
警
園
、
町
在
の
警
ら
、
普
請
夫
役
住
専
に
か
か
わ
る

な
ど
、
各
級
の
役
職
の
実
態
に
つ
い
て
明
快
な
分

析
解
明
を
試
み
た
点
は
大
い
に
着
目
し
て
よ
い
。

藤
野
立
恵
氏
の
「
丸
岡
藩
に
於
け
る
天
保
八
年

の
改
革
|
史
料
と
解
説
」
で
は
、
坂
井
郡
春
江

町
藤
鷲
塚
の
久
保
家
所
蔵
の
史
料
の
う
ち
、
「
史

料
A
」
に
は
、
久
保
家
か
ら
大
坂
の
豪
商
に
あ
て

た
書
簡
と
、
久
保
家
か
ら
藩
に
差
し
出
し
た
歎
願

書
十
七
通
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
つ
史
料
B
」

に
は
、
久
保
家
か
ら
大
坂
豪
商
あ
て
の
藩
政
改
革

案
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
K
よ

り
、
丸
岡
藩
に
藩
費
の
融
通
を
行
な
っ
た
大
坂
の

豪
商
や
藩
財
政
に
か
か
わ
る
勘
定
方
は
じ
め
問
屋

商
人
、
有
力
地
主
等
の
動
向
ゃ
、
藩
政
改
革
の
具

体
内
容
が
う
か
が
え
る
点
で
極
め
て
貴
重
な
も
の

と
思
考
さ
れ
る
。

こ
の
さ
い
藤
野
氏
は
、
藩
当
局
が
財
政
改
革
の

主
導
性
を
失
い
、
太
坂
豪
商
や
領
内
大
商
人
の
力

に
支
配
さ
れ
る
傾
向
を
強
め
た
乙
と
を
論
証
し
て

い
る
。
ま
た
福
井
領
の
富
豪
久
保
庄
右
エ
門
の
農

業
経
営
の
実
態
や
金
融
商
業
活
動
に
つ
き
、
そ
の

経
済
カ
の
意
外
に
大
き
な
と
と
を
端
的
に
指
摘
し

て
い
る
。
要
す
る
に
本
史
料
は
、
従
来
と
か
く
不

分
明
な
丸
岡
藩
の
藩
政
改
革
を
検
討
す
る
う
え
で

極
め
て
重
要
意
義
を
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
、
今

後
ち
ら
に
久
保
家
文
書
の
残
余
の
分
に
つ
い
て
の

調
査
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
最
後
に
本
川
氏
が
、
昭
和
四
五
年
よ
り
四

九
年
ま
で
の
越
前
若
狭
文
献
目
録
ハ
近
世
篇
)
を

丹
念
に
収
録
し
て
い
る
。
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