
7.8 

:1，.書

i周・・・圃園田薗

評

一

夫

上

福
井
県
地
域
史
研
究
会
は
周
知
の
と
お
り
、
舟

沢
茂
樹
(
福
井
県
立
図
書
館
)
松
原
信
之
(
丸
岡

高
校
)
藤
野
立
恵
(
同
)
本
川
幹
男
(
勝
山
高

校
)
吉
田
叡
(
福
井
商
業
高
校
)
の
五
名
を
会
員

と
し
て
、
す
で
に
昭
和
四
十
三
年
よ
り
発
足
し
、

る
れ
ぞ
れ
独
自
の
研
究
課
題
を
ふ
ま
え
て
、
藩
政

期
の
政
治
・
社
会
・
経
済
史
の
分
野
に
本
格
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
会
で

あ
る
が
、
こ
の
ほ
ど
第
二
号
誌
を
刊
行
し
た
。

ま
ず
松
原
氏
は
、
「
朝
倉
孝
景
(
英
林
居
士
〉

に
関
す
る
研
宛
|
朝
倉
始
末
記
・
敏
景
十
七
カ
条

の
考
証
を
含
め
て
|
」
に
お
い
て
、
戦
国
時
代
に

勇
名
あ
響
か
せ
た
越
前
の
朝
倉
氏
の
初
代
は
「
後

景
い
で
あ
る
と
一
般
に
定
説
化
し
て
い
る
の
に
対

し
、
「
孝
景
」
(
英
林
居
士
)
で
あ
る
こ
と
を
説

い
た
。
つ
ま
り
「
朝
倉
始
末
記
』
の
成
立
や
内
容

を
検
索

L
、
さ
ヨ
り
に
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
『
越

州
軍
記
」
「
加
越
斗
争
記
」
な
ど
の
諸
文
献
を
精
査

し
た
結
果
、
「
敏
景
」
十
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い

点
を
実
証

L
た。

ζ
れ
つ
は
朝
倉
氏
四
代
目
の
「
孝

景
」
と
区
別
す
る
た
め
、
「
朝
倉
始
末
記
』
の
著

者
の
作
為
に
か
か
る
も
の
と
結
論
づ
ゆ
て
い
る
。

ま
た
明
群
書
類
従
』
所
収
の
廿
朝
倉
敏
長
十
七

ケ
条
」
の
呼
称
|
|
乙
の
歴
史
的
用
語
も
戦
国
大

名
の
典
型
的
な
門
家
法
と
し
て
↓
般
に
流
布
さ
れ
で

い
る
が

l
卜
、
「
敏
旦
乏
の
名
が
適
当
で
な
い
と

す
れ
ば
、
「
中
世
法
制
史
料
集
』
に
所
載
の
「
朝

倉
英
林
壁
書
」
(
黒
川
本
)
や
「
朝
倉
孝
景
条
々
」

の
別
称
の
方
が
む
し
ろ
正
こ
く
を
得
た
も
の
と
じ

て
い
る
。

ピ
従
来
学
界
で
初
代
孝
景
説
を
と
る
学
者
は
い
て

も
、
関
係
史
料
を
精
密
に
検
証
し
た
例
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
真
偽
未
詳
の
ま
ま
慣
用
的
人
名
と
な
っ

て
い
た
「
敏
景
」
説
に
対
し
て
、
画
期
的
な
鋭
い

研
究
の
メ
ス
を
入
れ
た
も
の
と
し
て
大
い
に
注
目

さ
れ
る
。

藤
野
氏
は
「
近
世
越
前
固
に
お
け
る
経
済
史
上

の
一
問
題
点
」
の
論
稿
で
、
越
前
国
の
石
一
両
判
に

つ
い
て
の
問
題
点
と
し
て
、
「
高
い
石
盛
、
低
い

免
」
の
特
質
を
指
摘
し
た
の
ち
、
新
田
開
発
の
展

聞
に
つ
き
初
期
、
中
期
、
後
期
に
;
分

A

仲
川
沼
、
そ
れ

ぞ
れ
の
具
体
例
を
一
不
じ
、
パ
先
進
地
に
お
け
る
町
火

請
負
新
田
、
百
姓
寄
合
新
国
等
は
み
ら
れ
ず
、
ぞ

の
ほ
と
ん
ど
が
藩
営
新
旧
か
村
受
の
持
添
新
田
の

拡
大
で
あ
る
点
を
検
証
し
た
。

こ
の
さ
い
藤
野
氏
は
新
田
開
発
が
長
州
藩
や
金

沢
藩
な
ど
他
の
諸
藩
に
比
べ
甚
だ
低
調
で
あ
る
乙

と
に
着
目
し
て
い
る
が
、
確
か
に
藩
財
政
に
と
づ

て
は
極
め
て
芳
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
招
く
わ
け
で

そ
の
聞
の
偽
ら
ざ
る
事
情
は
、
天
保
七
年
(
一
八

一
二
六
)
増
高
の
儀
に
つ
い
て
藩
の
留
守
居
大
道
寺

七
右
衛
門
か
ら
幕
府
あ
て
提
出
し
た
嘆
願
書
な
一
ど

が
物
語
っ
て
い
る
。

と
く
に
九
一
政
竜
川
下
流
の
平
野
部
に
お
け
る
一
新

田
開
発
が
極
め
て
低
調
な
点
に
つ
き
、
そ
の
歴
史

地
理
学
的
な
研
究
視
角
を
導
入
し
た
こ
と
は
、

「
地
域
史
研
究
い
と
銘
付
っ
た
同
研
究
会
の
志
向

す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
誠
に
興
味
深
い
わ
け

で
、
今
後
そ
の
実
証
的
な
検
索
が
期
待
さ
れ
る
。

舟
沢
氏
は
ν

「
福
井
藩
以
に
お
け
る
知
行
制
に
勺

い
て
」
に
お
い
て
、
家
臣
団
の
展
開
過
程
に
つ

き
、
第
一
期
、
(
慶
長
五
|
元
和
九
)
第
二
期
(
寛

永
元
l
貞
享
三
)
第
一
一
一
期
(
貞
享
一
千
|
明
治
二
一
〉
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に
分
け
て
、
各
期
に
お
け
る
給
人
(
知
行
取
の
武

士
V

の
知
行
形
態
を
、
藩
庁
史
料
な
ど
を
駆
使
し

て
分
析
、
検
考
し
た
。

そ
の
全
般
的
な
特
質
と
し
て
、
地
方
知
行
の
解

消
を
め
ざ
し
擬
制
化
の
方
向
で
す
す
め
ら
れ
た

が
、
廃
藩
に
い
た
る
ま
で
つ
い
に
地
方
知
行
制
が

廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
と
く
に
本
多
家

《
二
万
石
)
の
よ
う
に
一
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
か

大
名
に
匹
敵
す
る
知
行
形
態
を
最
後
ま
で
維
持
し

得
た
乙
と
は
全
く
異
例
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い

マ
令
。

1'9 

と
こ
ろ
で
舟
沢
氏
は
、
給
人
の
知
行
形
態
に
つ

き
、
第
三
期
が
第
一
期

i
第
二
期
に
比
べ
て
著
し

く
相
違
す
る
点
と
し
て
、
三
種
の
給
人
種
別
が
生

じ
た
乙
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
家
臣
筆
頭
の
本

多
家
は
第
一
期
の
知
行
形
態
を
ほ
ぼ
継
承
す
る
の

で
第
一
期
型
、
本
多
家
を
除
く
他
の
地
方
取
給
人

の
知
行
形
態
の
原
型
は
第
二
期
に
求
め
得
る
の
で

乙
れ
を
第
二
期
型
、
前
二
者
に
対
し
「
御
蔵
出
」

給
人
は
貞
享
年
間
の
改
革
後
に
発
生
し
た
も
の
で

第
三
期
型
と
、
そ
れ
ぞ
れ
類
型
的
把
握
を
試
み
た

乙
と
は
大
い
に
注
目
に
値
す
る
。

各
藩
の
家
臣
団
機
構
の
経
過
的
な
解
明
が
、
全

国
的
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
学
界
の
動
向
か
ら
み

て
、
福
井
藩
に
関
す
る
舟
沢
氏
の
業
績
は
高
く
評

価
し
て
よ
い
。

吉
田
氏
の
「
近
世
末
期
の
福
井
に
お
け
る
米
価

変
動
に
つ
い
て
」
の
論
稿
は
、
福
井
藩
に
関
す
る

か
ぎ
り
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
坪
川
家
文
書
の

「
米
直
段
控
」
に
よ
り
作
製
し
た
「
米
価
変
動

表
」
(
別
表
l
)
お
よ
び
「
米
価
変
動
、
グ
ラ
フ
」

(
別
表

2
)
は
、
大
坂
米
価
と
の
比
較
に
お
い

て
、
福
井
米
価
の
動
向
を
把
握
す
る
う
え
に
極
め

て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
大
坂
米
価
に
つ
き
、
中
沢
弁
次
郎
著

『
日
本
米
価
変
動
史
』
は
確
か
に
信
ぴ
ょ
う
性
が

高
く
、
吉
田
氏
は
こ
れ
を
一
俵
(
四
斗
五
升
六
合

)
単
位
に
換
算
し
て
福
井
米
価
〈
極
月
相
場
)
と

対
比
さ
せ
て
い
る
が
、
米
価
に
つ
い
て
は
矢
張
り

石
単
位
で
表
示
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
天
保
期
以
後
幕
末
を
通
じ
て
福
井
米
価

が
大
坂
米
価
よ
り
も
絶
え
ず
上
値
を
続
け
て
い
る

点
に
つ
き
、
吉
田
氏
は
「
福
井
藩
に
於
け
る
幕
末

の
体
制
的
危
機
は
、
全
国
に
さ
き
が
け
て
到
来
し

た
様
様
で
あ
り
、
米
価
の
変
動
を
通
じ
て
そ
の
深

刻
な
様
相
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
!
(
五
二

頁
)
と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
研
究
視
角
は
十

分
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
一
方
に
お
い
て
藩
政

改
革
の
一
環
と
し
て
の
重
商
主
義
政
策
医
よ
る
米

価
対
策
一
等
の
側
面
も
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題
と

な
ろ
う
。

実
は
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
の
第
二
次
征
長

の
段
階
で
、
米
価
は
全
国
的
に
最
も
高
騰
す
る

が
、
福
井
米
価
が
大
坂
米
価
を
は
る
か
に
上
回
っ

た
こ
と
は
、
春
獄
が
第
二
次
征
長
に
絶
対
反
対
の

意
向
を
示
し
た
こ
と

i
l乙
の
点
春
獄
は
、
福
井

藩
領
内
で
は
大
坂
方
面
と
は
異
な
り
一
授
ζ

そ
起

き
て
は
い
な
い
が
甚
だ
不
穏
な
情
勢
に
あ
っ
d

た
と

之
を
意
識
し
て
い
る
が
ー
ー
と
相
ま
っ

τ、
当
時

の
藩
内
の
緊
迫
し
た
社
会
情
勢
を
端
的
に
物
語

i

る

も
の
と
し
て
甚
だ
興
味
ぷ
か
い
い
も
の
が
あ
り
、
レ

i

こ

う
し
た
米
価
変
動
に
つ
い
て
の
精
密
な
検
証
は
、

社
会
経
済
史
面
の
究
明
花
極
め
て
重
要
な
乙
之
を

改
め
で
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
円
。
，

本
川
氏
は
「
福
井
藩
重
商
主
義
論
策
と
武
生
騒

動
」
に
お
い
て
、

J

武
生
騒
動
の
さ
い
「
府
中
三
人

衆
」
な
ど
の
豪
商
や
福
井
藩
出
張
所
、
坊
長
)
随
時

長
な
ど
の
政
治
支
配
機
構
が
打
ち
と
わ
し
の
対
象

と
な
っ
た
こ
と
に
視
点
を
据
え
、
本
多
家

ρ家
格
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問
題
に
端
を
発
し
て
旧
臣
が
華
族
へ
の
昇
格
運
動

を
起
し
、
旧
領
民
が
こ
れ
に
参
加
し
た
も
の
と
す

る
従
来
の
見
方
に
対
し
て
新
し
い
研
究
視
角
を
提

示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
さ
い
幕
末
維
新
期
の
福
井
藩
の
重

商
主
義
政
策
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
の
所
産
で
あ

る
r

と
す
る
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
、
野
尻
文
書

『
諸
用
留
』
の
新
史
料
を
用
い
、
武
生
騒
動
研
究

に
対
す
る
意
欲
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い

ヲ
Q

。乙
の
と
と
は
一
方
に
お
い
て
、
幕
末
期
の
福
井

藩
の
重
商
主
義
論
策
の
歴
史
的
評
価
に
か
か
わ
る

重
大
な
問
題
だ
が
、
も
と
も
と
重
商
主
義
の
一
般

的
概
念
規
立
が
示
す
と
お
り
、
そ
の
基
本
的
主
体

が
「
絶
対
主
義
的
形
態
を
持
つ
国
家
(
注
、
福
井

藩
の
場
合
、
一
藩
絶
対
主
義
が
志
向
さ
れ
た
が
)

で
あ
り
、
そ
れ
は
商
業
資
本
の
運
動
に
支
援
さ
れ

な
が
ち
、
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
の
た
め
の
諸
政

策
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
」
以
上
、
本
質
的
に

は
韻
主
U
藩
権
力
と
商
業
資
本
と
の
ゆ
着
に
お
い

て
領
、
主
的
危
機
の
克
服
を
ね
ら
う
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
同
藩
の
藩
政
改
革
の
実
施
面
で
必
ず
し

も
横
井
小
楠
や
由
利
公
正
が
説
く
よ
う
な
「
民
富

論
」
的
視
点
と
は
容
易
に
結
合
し
難
い
も
の
が
あ

り
、
む
し
ろ
ζ

れ
に
対
立
す
る
性
格
ま
で
随
伴
す

る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
解
明
の
た
め

に
は
今
後
さ
ら
に
豊
富
な
実
証
に
裏
づ
け
ら
れ
た

研
究
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。

た
だ
こ
の
さ
い
、
福
井
藩
の
重
商
主
義
論
策
の

歴
史
的
性
格
と
し
て
、
他
の
諸
藩
が
強
行
し
た
専

売
制
ー
ー
と
れ
は
ま
さ
し
く
農
民
生
産
者
の
利
益

を
根
こ
そ
ぎ
広
収
奪
じ
た
た
め
、
か
え
っ
て
藩
政

改
革
の
失
敗
を
ま
ね
い
た
が
ー
に
比
べ
る
と
、
相

対
的
に
み
て
確
か
に
「
民
富
論
」
的
な
開
明
性
に

支
え
ら
れ
た
点
は
、

J

十
分
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
(
福
井
県
教
育
委
員
会
指
導
主
事
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




