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■
西
福
寺
道
標

　

敦
賀
市
の
気
比
の
松
原
に
あ
る
道
標
。

　

川
崎
、
松
栄
方
面
か
ら
来
た
道
は
松
原
小
学
校
前

で
Ｖ
字
形
に
分
岐
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
左
手
、
市
営

野
球
場
方
面
に
少
し
進
む
と
右
手
の
道
路
わ
き
に

立
っ
て
い
ま
す
。

　

高
さ
１
・５
ｍ
。頂
部
が
四
角
錐す

い（
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
）

の
角
柱
で
、
御
影
石
づ
く
り
。「
西
福
寺
道　

是
ヨ

リ　

西
十
五
町
」
と
西
福
寺
へ
の
方
向
、距
離
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

碑
文
に
あ
る
距
離
の
一
町
は
約
１
０
９
ｍ
。
碑
の

裏
面
に
は
「
大
正
五
年
七
月
建
之　

寄
附
者　

井
垣

三
四
郎　

山
田
捨
吉
」
と
刻
ん
で
い
ま
す
。

　

西
福
寺
は
敦
賀
市
原
に
あ
る
浄
土
宗
鎮
西
派
の
中

本
山
。
重
要
文
化
財
の
堂
屋
や
国
の
名
勝
で
あ
る
書

院
庭
園
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
名め

い

刹さ
つ

で
す
。

　

明
治
42
年
の
敦
賀
の
地
図
を
見
る
と
、
気
比
の
松

原
を
東
西
に
通
る
幹
道
は
こ
の
道
標
の
あ
る
道
と

な
っ
て
い
て
、
櫛
川
を
抜
け
西
福
寺
に
通
じ
て
い
ま

す
。
当
時
は
近
く
に
敦
賀
商
業
学

校
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。

　
（
参
考　
「
続
郷
土
の
碑
文
展
」

敦
賀
市
立
博
物
館
）

ぞうといしぶみ

　

気
比
民
謡
会
は
日
本
民
謡
を
楽
し
ん
で
い

る
人
た
ち
の
集
ま
り
で
す
。

　

会
の
発
足
は
昭
和
49
年
。
現
在
、
会
員
は

敦
賀
市
と
美
浜
町
の
男
女
25
人
。
女
性
が
多

く
、
夫
婦
で
参
加
し
て
い
る
人
達
も
目
立
ち

ま
す
。
30
歳
代
か
ら
リ
タ
イ
ア
し
た
人
ま
で

幅
広
く
、
仕
事
で
敦
賀
に
永
住
し
た
人
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

会
員
に
は
唄
が
好
き
で
入
会
し
、
や
が
て

伴
奏
の
三
味
線
な
ど
に
触
れ
て
和
楽
器
に

関
心
を
深
め
て
い
く
人
も
多
い
そ
う
で
す
。

伴
奏
に
は
三
味
線
の
ほ
か
尺
八
、
篠
笛
（
横

笛
）、
太
鼓
、
鉦か

ね

も
使
わ
れ
、
ま
た
馬
子
唄

で
の
鈴
、
舟
唄
な
ど
の
艪ろ

を
漕
ぐ
音
な
ど
の

擬
音
は
雰
囲
気
を
作
る
道
具
で
す
。
こ
う
し

た
伴
奏
も
民
謡
の
楽
し
み
で
す
。

　

２
年
に
一
度
は
発
表
会
を
開
き
、
今
年
も

11
月
16
日
、
プ
ラ
ザ
萬
象
で
開
催
を
予
定
。

今
は
発
表
会
に
向
け
て
の
練
習
に
い
そ
し
ん

で
い
ま
す
。
民
謡
に
は
農
作
業
の
唄
と
か
、

尺
八
で
唄
う
馬
子
唄
、
三
味
線
で
唄
う
お
座

敷
唄
な
ど
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す

が
、
発
表
会
で
は
市
民
に
民
謡
の
楽
し
さ
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
色
々
な
唄
を
披
露
す
る

そ
う
で
す
。

　

一
方
、
毎
年
、
福
井
、
石
川
両
県
の
人
達

で
競
う
大
会
が
開
か
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
好

成
績
を
修
め
る
と
東
京
・
国
技
館
で
の
全
国

大
会
に
参
加
で
き
ま
す
。
会
長
の
新
保
松
太

郎
さ
ん
は
「
レ
ベ
ル
は
高
い
で
す
が
、
一
度

は
中
央
で
唄
っ
て
み
た
い
と
、
み
ん
な
の
目

標
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

日
ご
ろ
は
福
祉
施
設
を
慰
問
し
た
り
、
市

や
地
区
の
文
化
祭
、
公
民
館
行
事
に
も
参
加

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
学
校
に
三
味
線
の

指
導
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
生
徒
は
珍

し
が
っ
て
熱
心
に
取
り
組
ん
で
く
れ
、
短
時

間
の
う
ち
に
、「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
ぐ
ら
い

は
弾
け
る
よ
う
に
な
る
そ
う
で
す
。

　

敦
賀
辺
り
の
民
謡
で
は
「
す
て
な
（
柴
田

音
頭
）」
が
知
ら
れ
ま
す
が
、「
笠
を
忘
れ
た

敦
賀
の
茶
屋
で
…
」
で
始
ま
る
「
越
前
馬
子

唄
」
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
美
浜

ね
ば
り
挽
き
唄
」
と
い
う
唄
も
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
民
謡
の
楽
し
さ
を
聞
い
て
み
る

と
、「
み
ん
な
に
会
え
る
の
が
楽
し
い
」「
ス

ト
レ
ス
解
消
」
と
い
う
声
が
返
っ
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、「
昔
は
演
歌
派
だ
っ
た
け
ど
、

民
謡
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
三
味
線

も
、
み
ん
な
で
合
奏
す
る
と
何
と
も
心
地
良

い
」
と
も
。
さ
ら
に
「
カ
ラ
オ
ケ
と
違
っ
て
、

こ
れ
は
生
バ
ン
ド
。
生
に
合
わ
せ
て
唄
う
ん

や
か
ら
、
ほ
ら
気
持
ち
い
い
で
す
よ
」
と
も

話
し
て
い
ま
し
た
。

　

敦
賀
市
で
は
毎
週
火
曜
夜
に
粟
野
公
民

館
、
金
曜
夜
に
西
公
民
館
で
市
民
を
対
象
に

民
謡
教
室
が
開
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で

気
比
民
謡
会
の
人
達
が
指
導
を
し
て
い
ま

す
。
新
保
会
長
は
「
民
謡
を
自
分
の
も
の
に

し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
結
構
や
ら
ん
と
ね
」

と
奥
深
さ
を
語
り
つ
つ
、「
民
謡
は
楽
し
い
。

若
い
人
達
に
も
是
非
や
っ
て
ほ
し
い
で
す

ね
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

民
謡
の
奥
深
さ
に
ひ
か
れ

気
比
民
謡
会

気
比
民
謡
会
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