
彦主人王墓 

もたれ石 

息長陵 

山津照神社 

息長橋より天野川上流をみる 

福
井
市
の
憩
い
の
場
で
あ
る
足
羽
山
、そ
こ
に
鎮
座
す
る
足
羽
神
社

の
境
内
に
、本
居
宣
長
門
下
で
飛
騨
高
山
の
国
学
者
田
中
大
秀
が
継

体
天
皇
の
御
世
系
を
研
究
し
、こ
れ
を
世
に
広
め
る
た
め
建
立
し
た 

「
　
け
い
た
い
て
ん
の
う
ご
せ
い
け
い
ひ
　

継
体
天
皇
御
世
系
碑
」
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
は
、応
神
天
皇
か
ら
継

体
天
皇
ま
で
の
系
図
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
が
、確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
戦
後
は
王
朝
交
代
説
も
強
力
に
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
は
、越
前
か
ら
出
て
即
位
し
た
継
体
天
皇
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て

み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

特
集 

継
体
天
皇
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て 

継
体
天
皇
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て 

継
体
天
皇
が
越
前
を
出
て
即
位
す
る
の
は

５
０
７
年
２
月
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、「
天
皇
」
の
呼
称
が
成
立
す
る
の
は
天

武
朝
以
降
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
「
お
お
き
み

大
王
」

と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
混

乱
を
さ
け
る
た
め
「
天
皇
」
で
表
記
を
統
一

し
ま
す
。
ち
な
み
に
「
天
皇
」
の
呼
称
が
統
一

さ
れ
る
の
は
明
治
憲
法
以
降
と
さ
れ
、
そ
れ

ま
で
は
「
み
か
ど帝
」
や
「
　

き
ん
り
　

禁
裏
」、「

し
ゅ
じ
ょ
う

主
上
」
と
さ

ま
ざ
ま
な
呼
称
が
併
存
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
名
は
『
古
事
記
』
で
は
袁
本
杼
、『
日
本
書

紀
』
で
は
男
大
迹
、『
上
宮
記
』
で
は
乎
富
等

と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
発
音
は
「
オ
オ

ド
」
ま
た
は
「
オ
オ
ト
」
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
父
は
　
ひ
こ
う
し
お
う
　

彦
主
人
王
、
母
は
ふ
り
ひ
め

振
媛
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
に
、「
継
体
天
皇
の
父
彦
主

人
王
は
近
江
の
高
島
郡
三
尾
（
現
滋
賀
県
高

島
市
）
の
別
業
に
い
た
が
、
越
前
三
国
坂
中

井
の
振
媛
を
妃
に
迎
え
、
継
体
を
生
ん
だ
。

し
か
し
、
継
体
が
幼
少
の
時
、
彦
主
人
王
が

没
し
た
た
め
、
母
の
振
媛
は
継
体
を
連
れ
て

故
郷
の
坂
中
井
の
た
か
む
く

高
向（
現
在
の
坂
井
市
丸
岡
）

へ
戻
り
養
育
し
た
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
オ
オ
ド
が
57

歳
の
時
、
武
烈
天
皇

が
後
嗣
定
め
な
い
ま
ま
没
し
た
た
め
、
有
力

豪
族
で
お
お
む
ら
じ

大
連
の
大
伴
金
村
が
中
心
と
な
り
他

の
豪
族
と
協
議
し
て
オ
オ
ド
を
越
前
か
ら
迎

え
、
推
戴
し
た
と
さ
れ
ま
す
。

継
体
天
皇
の
出
自
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ

り
ま
す
が
、
近
江
で
生
ま
れ
越
前
で
育
ち
、

即
位
し
た
と
す
る
の
が
現
在
の
大
勢
の
よ
う

で
す
。

で
は
継
体
の
父
で
あ
る
彦
主
人
王
と
は
、

ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

継
体
伝
説
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
は
誕
生
の
地
、
近
江
に
向
け
出
発
し
ま

し
ょ
う
。

彦
主
人
王
の
墓
と
さ
れ
る
も
の
が
近
江
の

高
島
市
安
曇
川
町
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
田

中
王
塚
古
墳
で
陵
墓
参
考
地
と
し
て
宮
内
庁

の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
場
所
は
Ｊ

Ｒ
湖
西
線
安
曇
川
駅
か
ら
徒
歩
で
40

分
ほ
ど

か
か
り
ま
す
が
、
檜
並
木
の
立
派
な
参
道
も

あ
り
、
良
好
な
雰
囲
気
を
保
っ
て
い
ま
す
。

円
墳
形
式
で
径
58
ｍ
と
さ
れ
て
お
り
、
40

数
基
の
墓
が
散
在
す
る
古
墳
群
の
主
墳
で

す
。
古
墳
の
内
部
に
は
当
然
立
ち
入
れ
ま
せ

ん
が
、
近
く
に
は
継
体
天
皇
の
母
振
媛
が
オ

オ
ド
を
出
産
す
る
時
に
も
た
れ
た
と
さ
れ
る

石
が「
も
た
れ
石
」と
し
て
伝
承
さ
れ
、
安
産

祈
願
と
し
て
石
を
な
で
た
手
で
お
腹
を
さ
す

る
習
わ
し
が
残
っ
て
い
る
な
ど
、
継
体
伝
説

の
最
初
の
訪
問
地
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
す
。

さ
て
、
彦
主
人
王
は
近
江
の
高
島
郡
三
尾

の
別
業
に
居
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
別
業

と
は
現
在
の
支
店
（
営
業
所
）
に
あ
た
り
、

裏
を
か
え
せ
ば
彦
主
人
王
を
出
し
た
氏
族
は

別
の
場
所
を
本
拠
と
し
、
三
尾
も
そ
の
支
配

地
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で

は
何
処
を
本
拠
に
し
た
氏
族
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
今
日
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
琵

琶
湖
の
対
岸
に
あ
た
る
、
天
野
川
の
中
流
か

ら
下
流
域
を
支
配
し
て
い
た
息
長
氏
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
早
速
、
今
度
は
琵
琶
湖
の
反
対
側

長
浜
か
ら
米
原
付
近
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

現
在
も
米
原
駅
は
北
陸
線
と
東
海
道
線
の

乗
換
駅
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
美
濃
方
面
と

越
（
北
陸
）
方
面
へ
分
岐
す
る
交
通
の
要
地

で
あ
り
、
天
野
川
河
口
は
大
津
方
面
や
琵
琶

湖
北
岸
の
塩
津
と
も
繋
が
る
水
運
の
拠
点
で

も
あ
り
ま
し
た
。
水
陸
両
方
に
ま
た
が
っ
て

支
配
権
を
有
し
て
日
本
海
経
由
の
対
外
交
易

に
深
く
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
時
の
中
央
政
権
で
あ
る
ヤ
マ
ト
に

対
し
て
も
、
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
と

さ
れ
、
神
功
皇
后
伝
説
を
は
じ
め
、
何
代
に

も
渡
っ
て
皇
后
を
送
り
出
し
て
き
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
近
く
に
は
息
長
氏
ゆ
か
り
の
古

墳
が
多
数
点
在
し
、
近
江
で
も
有
数
の
古
墳

群
居
地
で
す
。
オ
オ
ド
の
即
位
に
あ
た
っ
て

は
、
息
長
氏
の
「
血
」
が
最
後
に
は
も
の
を

い
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

宮
内
庁
管
轄
の
息
長
陵
や
、
息
長
古
墳
群

の
な
か
で
も
有
名
な
古
墳
で
６
世
紀
前
半
の

前
方
後
円
墳
で
あ
る
　

や
ま
つ
て
る
　

山
津
照
神
社
古
墳
も
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
息
長
氏
は
文
献
で
の
記
述

が
少
な
く
謎
の
氏
族
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
現
地
で
は
天
野
川
に
架
か
る
「
息
長

橋
」
や
「
息
長
小
学
校
」
が
息
長
の
名
を
残

す
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

継
体
天
皇
は
５
０
７
年
に
即
位
し
た
後
、

３
回
遷
宮
を
行
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
即
位

の
地
は
く
ず
は
の
み
や

樟
葉
宮
で
、
そ
の
後

　

つ
つ
き
　

筒
城
、
お
と
く
に

弟
国
と

移
り
最
後
に
ヤ
マ
ト
に
入
り
　

い
わ
れ
　

磐
余
に
遷
宮
し

ま
し
た
。
ヤ
マ
ト
入
り
ま
で
に
20

年
近
く
か

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
「
な
ぜ
ヤ
マ
ト

の
地
で
即
位
し
な
か
っ
た
の
か
。」「
ヤ
マ
ト

に
入
る
ま
で
20
年
も
か
か
っ
た
の
は
何
故
か
」

と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
継
体
天
皇
の
謎
と

し
て
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
戦

後
は
王
朝
交
代
説
も
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
諡
号
の
「
継
体
」
そ
の
も
の
が
、

新
し
い
王
朝
を
意
味
し
て
い
る
と
見
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
は
応
神
天
皇
の
五
世
の
孫
と

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
天
皇
の
五
世
ま
で

を
皇
親
と
認
め
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て

記
紀
編
纂
時
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
は

継
体
天
皇
は
現
在
の
天
皇
家
の
祖
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
は
深
入
り
せ
ず
、

早
速
最
初
の
宮
で
即
位
の
地
で
あ
る
樟
葉
宮

跡
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

樟
葉
宮
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
大
阪
府
枚

方
市
楠
葉
丘
２
丁
目
に
あ
る
交
野
天
神
社
附

近
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
樟
葉
中
学
校
の
近
く

の
住
宅
街
の
中
に
あ
り
ま
す
。
京
阪
電
鉄
本

線
の
樟
葉
駅
か
ら
歩
い
て
い
く
こ
と
も
で
き

ま
す
。
な
お
、
車
で
行
か
れ
た
場
合
に
は
交

野
天
神
社
前
の
２
、
３
台
の
駐
車
で
き
る
ス

ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
停
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
野
天
神
社
入
口
に
は
伝
承
地
の
石
柱
が

建
立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
奥
の
林
を
抜
け
る

と
貴
船
神
社
が
あ
り
、
石
階
段
の
登
り
口
、

登
っ
た
所
に
も
石
柱
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

説
明
板
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
所
は
、
地
図
で
見
る
と
淀
川
、
木

津
川
、
桂
川
が
合
流
す
る
地
点
で
、
三
大
河

川
を
支
配
管
理
す
る
に
は
絶
好
の
立
地
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ヤ
マ
ト
に
入
ら
ず

に
こ
の
地
に
最
初
の
宮
を
置
い
た
の
は
、
大

伴
金
村
か
ら
の
推
戴
の
話
を
受
諾
し
た
と
き

か
ら
、
豪
族
間
の
勢
力
争
い
に
巻
き
込
ま
れ

る
こ
と
な
く
権
力
の
強
化
に
努
め
た
い
と
す

る
継
体
天
皇
の
最
初
か
ら
の
政
権
構
想
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
越
前
、
近
江
、 

だ
い
お
う 
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体 
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