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長
野
県
は
赦
多
-
の
山
岳
･
盆
地
･
湖
沼
･
扇
状

地
･
河
岸
段
丘
を
ど
複
雑
を
地
形
を
も
っ
て
い
ま
す
｡

こ
の
こ
と
ほ
と
り
も
を
お
き
ず
､
き
わ
め
て
複
雑
を

地
質
構
造
と
地
史
(
そ
の
生
い
立
ち
)
に
よ
る
も
の

と
い
え
ま
し
ょ
う
｡
地
史
的
に
み
る
と
､
現
在
の
姿

が
で
き
上
が
る
ま
で
に
数
億
年
の
年
数
を
か
け
て
､

幾
た
び
か
の
造
山
運
動
と
海
底
に
沈
ん
だ
時
代
が
あ

り
ま
す
｡
海
底
に
は
付
近
の
陸
地
か
ら
多
量
の
土
砂

が
運
び
こ
ま
れ
て
堆
積
岩
の
地
層
を
つ
く
り
'
そ
の

こ
ろ
の
生
物
の
死
体
や
生
活
の
跡
は
地
層
に
埋
め
ら

れ
､
化
石
と
在
っ
て
県
内
の
各
地
か
ら
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
｡

大
町
山
岳
博
物
館
で
は
こ
れ
ら
信
州
の
化
石
と
世

界
各
地
か
ら
発
見
さ
れ
た
同
時
代
の
化
石
を
眺
め
を

が
ら
､
太
古
の
昔
に
想
い
を
は
ぜ
て
い
た
だ
く
ね
ら

い
で
｢
信
州
の
化
石
展
｣
を
企
画
し
ま
し
た
｡
こ
の

企
画
展
は
信
州
新
町
と
戸
隠
村
の
教
育
委
員
会
､
信

州
大
学
教
養
部
地
学
教
室
の
全
面
的
な
ご
協
力
に
よ

り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

こ
こ
で
は
､
展
示
品
の
中
か
ら
哺
乳
類
の
臼
歯
の

化
石
を
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
｡
マ
ス
ト
ド
ン
と
い

う
ゾ
ウ
の
仲
間
は
､
か
た
い
木
や
草
を
食
べ
る
の
に

都
合
の
良
い
臼
歯
を
持
っ
て
い
ま
す
(
写
真
左
)
｡

デ
ス
モ
ス
テ
ル
ス
は
海
岸
近
-
を
遊
泳
し
､
時
に
は

陸
に
も
上
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
海
生
草
食
性
の
絶
滅

動
物
で
す
(
写
真
中
央
)
｡
古
代
サ
イ
は
､
が
っ
し

り
し
た
体
に
丈
夫
左
足
を
も
つ
草
食
性
の
お
と
な
し

い
動
物
で
す
(
写
真
右
)
｡
い
ず
れ
も
我
々
と
同
じ

哺
乳
類
の
仲
間
で
す
が
､
哺
乳
類
の
狙
先
は
中
生
代

ジ
ュ
ラ
紀
(
一
億
九
〇
〇
〇
万
年
前
)
に
現
れ
ま
す
｡

当
時
は
恐
竜
の
顔
色
を
う
か
が
い
な
が
ら
生
き
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
｡
恐
竜
が
絶
滅
し
新
生
代
の

漸
新
世
(
三
〇
〇
〇
万
年
前
)
　
に
在
る
と
'
ゾ
ウ
･

サ
イ
･
バ
ク
な
ど
の
祖
先
が
現
れ
､
中
新
世
(
二
六

〇
〇
万
年
前
)
　
に
は
こ
れ
ら
の
動
物
は
進
化
し
､
大

型
化
す
る
と
共
に
特
殊
化
し
ま
す
｡
こ
の
傾
向
は
臼

歯
の
化
石
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

(
大
町
市
立
常
盤
小
学
校
教
諭
　
木
船
　
清
)

信
州
の
化
石
展

(

‰

-

〟

‰

)
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表I　市町村別震度表
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舵物悼ど山

北
安
曇
郡
に
お
け
る

長
野
県
西
部
地
震
の
震
度
分
布
に
つ
い
て

木

　

　

船

　

　

　

　

清

昭
和
5
9
年
9
月
1
4
日
午
前
8
時
4
8
分
､
木
曽
御
岳

山
付
近
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
6
 
i
 
8
(
震
源
の
深
さ
､
2
 
･
 
2

m
)
と
い
う
典
型
的
を
直
下
型
地
震
が
発
生
し
た
｡

2
9
名
の
尊
い
人
命
と
観
億
円
余
り
の
被
害
を
も
た

ら
し
た
こ
の
地
震
の
北
安
曇
地
方
に
お
け
る
震
度
調

査
を
行
を
い
､
ま
と
め
て
み
た
｡
(
表
1
･
図
-
)

こ
の
調
査
は
北
安
曇
教
育
会
の
自
然
観
察
資
料
集

作
成
委
員
会
の
地
学
小
委
員
会
が
行
な
っ
た
も
の
で

あ
る
｡
な
お
同
様
の
調
査
が
松
本
市
･
塩
尻
･
東
筑

摩
･
南
安
曇
の
各
委
員
会
で
も
行
な
わ
れ
'
そ
の
総

括
が
近
-
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
｡
関
係
し
た
父

母
､
先
生
方
に
深
-
感
謝
し
た
い
｡

一
､
調
査
期
日
　
昭
和
5
9
年
1
 
0
月
-
日
月
に
か
け
て

二
へ
　
調
査
方
法

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
と
イ
ラ
ス
ト
で
示
さ
れ
た
震
度

階
表
を
配
布
し
､
各
市
町
村
で
の
震
度
を
感
じ
た
ま

ま
に
記
入
し
て
い
た
た
い
た
も
の
を
回
収
し
た
｡
従

っ
て
震
度
に
つ
い
て
の
個
人
差
･
木
造
家
屋
と
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
家
屋
で
の
揺
れ
方
の
ち
が
い
､
同
一

家
屋
で
も
一
階
と
二
階
で
の
揺
れ
方
の
ち
か
い
な
ど

に
よ
る
観
測
結
果
の
バ
ラ
ツ
キ
は
十
分
考
慮
し
在
け

れ
ば
在
ら
な
い
｡

な
お
こ
の
調
査
に
用
い
た
震
度
階
は
気
象
庁
の
も

の
よ
り
細
分
類
さ
れ
た
震
度
階
(
河
角
の
震
度
階
)

で
あ
る
｡
そ
の
対
比
は
次
の
よ
う
に
在
る
｡

河
角
の
震
度

気
象
庁
の
震
度

三
へ
観
測
結
果

-
　
表
-
　
市
町
村
別
に
集
計
し
た
震
度
表

2
　
図
1
　
地
形
図
上
に
震
度
を
表
示
し
た
も
の

四
､
観
測
結
果
の
考
察

H
南
部
平
坦
地
域

こ
の
地
域
は
松
川
村
･
池
田
町
･
大
町
市
ま
で
の

平
坦
部
で
､
松
本
盆
地
北
部
に
位
置
す
る
｡

こ
の
地
域
に
お
け
る
震
度
は
'
震
度
4
-
3
を
基

調
に
し
て
､
一
部
に
震
度
5
や
琵
度
2
を
ま
じ
え
て

分
布
す
る
｡
一
般
的
に
は

盆
地
中
央
部
に
震
度
4
が

南
か
ら
北
へ
向
か
っ
て
そ

の
頻
度
を
弱
め
つ
つ
分
布

し
､
震
度
3
は
中
山
山
地

の
山
麓
部
及
び
大
町
北
部

に
多
く
分
布
す
る
｡

こ
の
こ
と
は
盆
地
に
堆

積
し
た
砂
礫
層
と
北
ア
ル

プ
ス
山
麓
に
発
達
す
る
多

-
の
扇
状
地
堆
積
物
へ
　
及

び
盆
地
下
に
推
定
さ
れ
る

糸
魚
川
･
静
岡
構
造
線
な

ど
震
度
の
差
を
つ
-
る
要

因
に
は
な
っ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
｡

然
し
震
度
2
の
分
布
は
､

部
分
的
に
北
西
～
高
東
方

向
に
分
布
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
即
ち
池
田
町
林

中
よ
り
渋
田
見
､
大
町
市
常
盤
清
水
か
ら
大
久
保
､

常
盤
若
松
か
ら
大
町
市
社
関
田
を
ど
で
あ
る
.
特
に

若
松
か
ら
関
田
の
間
を
流
れ
る
高
瀬
川
右
岸
に
は
幅

2
 
5
m
､
長
さ
恥
m
に
わ
た
っ
て
基
盤
岩
(
大
峯
型
の

石
英
安
山
岩
質
溶
結
凝
灰
岩
で
常
盤
岩
と
命
名
)
が

分
布
し
て
い
る
こ
と
は
弱
震
勅
語
の
原
因
を
示
唆
す

る
一
つ
の
資
料
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
思
あ
れ
る
｡

こ
の
北
西
～
南
東
方
向
の
分
布
を
示
す
震
動
帯
は

震
度
4
･
震
度
5
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
'
大
町

市
常
盤
長
畑
か
ら
下
木
戸
､
校
川
村
大
門
か
ら
池
田

町
林
中
に
か
け
て
に
見
ら
れ
る
｡
時
に
松
川
村
大
門
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図3　中山断層と震度分布
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図2　白馬村付近の震度分布

言.子ig 
4.%i!,C 
50m.棚スキー場′′′く 

6口,I 

断層●●"I -7.- 

I,薯Alll,仕- 

〟.I,.詰 
′`′ 

膏祐′..過; 
'｢′′新円l 

l鳩′′I 

lノ'●′ 

I,A/'AJL,,,,,へ＼,,,I I I 目 〟__"_____I 

舵物情と山

で
は
飼
育
し
て
い
た
小
鳥
が
､
池
田
町
林
中
で
は
池

の
水
が
波
う
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
池

田
町
滝
沢
に
商
北
方
向
に
震
度
5
が
､
カ
ラ
ス
が
い

つ
も
と
ち
が
っ
て
い
た
と
い
う
付
記
と
共
に
報
告
さ

れ
て
い
る
｡

以
上
､
弱
震
動
帯
と
強
震
動
静
が
部
分
的
で
は
あ

る
が
雁
行
状
の
分
布
を
示
す
が
､
そ
の
原
因
は
不
明

で
あ
る
｡

ロ
北
部
盆
地
地
域

こ
の
地
域
は
佐
野
坂
以
北
新
潟
県
境
ま
で
の
地
域

で
白
馬
村
･
小
谷
村
に
含
ま
れ
る
｡

こ
の
地
域
の
震
度
は
3
を
基
調
と
し
て
'
震
度
4

や
､
震
度
-
･
2
が
点
在
す
る
｡
北
方
に
行
-
程
一

般
に
震
度
は
減
少
す
る
が
､
白
馬
駅
周
辺
か
ら
北
域

へ
か
け
て
弱
震
勅
語
が
あ
る
｡
こ
の
周
辺
に
は
松
川

や
平
川
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
砂
礫
層
が
分
布
し

て
い
る
が
､
そ
れ
と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
｡
ま
た

白
馬
駅
東
方
約
-
h
地
点
に
震
度
4
が
点
在
す
る
が

こ
の
付
近
を
姫
川
断
層
が
通
る
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

こ
れ
以
外
に
も
断
層
が
関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ

老
い
強
震
動
地
点
が
見
ら
れ
る
｡
(
図
2
)

例
え
ば
白
馬
村
新
田
に
あ
る
震
度
5
､
小
谷
村
立

屋
の
震
度
4
は
沓
掛
断
層
上
に
､
小
谷
村
千
国
の
震

度
4
は
姫
川
断
層
上
に
､
岩
岳
ス
キ
ー
場
鵬
m
地
点

及
び
白
馬
村
細
野
･
瑞
穂
の
震
度
4
は
白
馬
-
塩
尻

断
層
上
に
位
置
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
然
し
瑞
穂

西
方
地
点
に
隣
り
合
わ
せ
て
震
度
-
が
見
ら
れ
る
事

は
注
目
に
価
す
る
｡

臼
中
山
山
地
地
域

い
わ
ゆ
る
中
山
山
地
と
そ
の
東
方
を
流
れ
る
犀
川

沿
岸
の
地
域
を
い
う
｡
高
瀬
川
と
犀
川
の
合
流
点
押

野
を
南
端
に
北
方
に
伸
び
る
中
山
山
地
は
へ
そ
の
中

央
部
に
中
山
断
層
が
走
っ
て
い
る
｡
南
は
池
田
町
､

そ
の
北
方
は
大
町
市
･
八
坂
村
･
美
麻
村
･
小
谷
村

に
属
す
る
地
域
で
あ
る
｡

こ
の
地
域
は
震
度
4
を
基
調
と
し
て
震
度
2
-
3

及
び
震
度
5
が
点
在
す
る
が
､
北
方
に
進
む
に
つ
れ

て
霞
度
が
減
少
す
る
傾
向
は
他
地
域
と
同
様
で
あ
る
｡

用
中
山
断
層
に
沿
っ
た
地
域
で
は
白
馬
村
四
ケ
庄

盆
地
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
､
中
山
断
層
上
付
近
で
も

震
度
4
と
震
度
2
が
隣
在
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡

例

J
v
･
｡
"
i

i

-

-

-

-

醐

(
図
3
)
八
坂
村
営
山
､
美
麻
村
南
村
､
美
赫
村
二

重
を
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
｡

㈲
大
峯
の
北
東
､
八
坂
村
三
原
周
辺
に
は
盆
地
状

の
平
坦
面
が
発
達
し
て
い
る
｡
こ
の
付
近
の
相
川
､

押
の
田
､
大
平
､
勝
頼
な
ど
に
震
度
2
が
集
中
的
に

存
在
す
る
｡
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
注
意
す
べ
き
現

象
で
あ
る
｡

㈲
犀
川
に
沿
っ
て
東
筑
摩
郡
明
科
町
･
生
坂
村
地

域
で
は
'
生
坂
村
東
広
津
地
区
ま
で
震
度
4
を
主
と

し
て
分
布
し
､
他
の
地
区
と
同
様
北
方
へ
行
-
に
従

っ
て
震
度
を
減
ず
る
｡
こ
の
地
帯
は
犀
川
じ
ょ
う
乱

帯
(
小
断
層
や
ス
ラ
ン
プ
構
造
が
多
-
地
層
の
乱
れ

が
著
し
い
所
)
に
多
-
含
ま
れ
る
が
､
じ
ょ
う
乱
帯

と
震
度
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
｡

五
､
そ
の
他
の
現
象
に
つ
い
て

大
町
市
･
北
安
曇
都
下
に
お
け
る
主
な
被
害
は
次

の
よ
う
で
あ
る
｡

用
白
馬
村
佐
野
で
人
が
古
い
家
の
下
敷
き
に
な
っ

た
が
生
命
に
別
状
は
な
か
っ
た
｡

㈲
池
田
町
会
梁
で
家
の
壁
に
ひ
び
が
入
っ
た
｡

㈲
八
坂
村
瀬
口
で
前
の
山
が
少
し
-
ず
れ
た
｡

そ
の
他
に
は
､
白
馬
村
飯
森
で
山
鳴
り
が
し
た
'

と
い
う
以
外
に
は
｢
棚
の
上
の
花
瓶
が
お
っ
た
｣
､

｢
展
示
物
が
ゆ
れ
た
｣
､
｢
池
の
水
が
は
ね
た
｣
を
ど

こ
れ
と
い
っ
た
被
害
は
な
か
っ
た
｡

ま
た
動
物
の
異
常
行
動
に
つ
い
て
は
､

●
小
鳥
が
い
つ
も
と
変
っ
た
行
動
を
し
た
｡
(
大

町
･
松
川
･
美
麻
)

●
犬
が
い
つ
も
と
ち
が
っ
た
｡
(
大
町
)

●
カ
ラ
ス
が
い
つ
も
と
ち
が
っ
た
｡
(
池
田
)

●
そ
の
他
'
金
魚
･
ネ
コ
を
ど
の
異
常
行
動
が
報

告
さ
れ
て
い
る
が
細
か
い
こ
と
は
わ
か
ら
を
い
｡

以
上
が
北
安
曇
に
お
け
る
震
度
状
況
の
概
略
で
あ

る
｡
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山の神が里に(池田町会梁にて)
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山の神の小詞(上高地明神のもの)
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おにおこせ(日本動物図鑑による)

鰭物博と山

山

　

　

の

　

　

神

山
の
神
と
は
何
か
を
､
お
よ
そ
輪
郭
を
は
っ
き
り

さ
せ
な
が
ら
'
話
を
進
め
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
｡

落
語
な
ど
で
は
山
の
神
と
は
､
か
み
さ
ん
の
こ
と
を

言
い
ま
す
が
'
こ
の
話
の
中
に
は
､
こ
わ
い
･
も
の
､

逆
ら
っ
て
は
な
ら
を
い
も
の
､
そ
っ
と
し
て
お
く
も

の
､
お
こ
ら
せ
在
い
よ
う
に
す
る
も
の
､
と
言
っ
た

一
二
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
｡

さ
て
こ
こ
で
は
'
山
の
神
と
は
､
山
を
守
っ
て
く

れ
る
神
へ
人
が
山
に
入
る
と
き
安
全
を
は
か
っ
て
く

れ
る
神
の
こ
と
を
言
う
｡
昔
か
ら
､
こ
の
山
の
神
ほ

ど
そ
の
正
体
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
｡

そ
れ
は
地
方
に
よ
り
'
場
所
に
よ
り
､
ま
た
人
に
よ

っ
て
､
考
え
て
い
る
神
が
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
た
｡
普
通
の
人
が
登
山
と
か
へ
山
に
は
い
る
と
き

だ
け
の
守
り
神
と
し
て
崇
め
る
神
と
､
山
仕
事
専
業

の
人
々
が
崇
め
る
神
と
は
ち
か
う
の
で
あ
る
｡

さ
き
に
大
町
市
史
民
俗
編
の
資
料
と
し
て
､
各
地

区
か
ら
出
て
き
た
山
の
神
に
つ
い
て
の
集
計
を
見
る

と
､
一
定
の
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
程

に
､
い
ろ
い
ろ
な
山
の
神
が
出
て
い
る
｡
今
そ
の
一

部
を
と
り
出
し
て
み
る
｡

臼

　

　

井

　

　

　

　

潤

薙
曲
酪
)
,
荒
｢
諾
諾
悪
辣
監
差
が

る
と
す
る
と
こ
ろ
､
熊
野
権
現
､
薬
師
と
か
観
音
様

だ
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
､
多
種
多
様
で
い
ず
れ
も
伝

承
に
よ
る
も
の
で
､
そ
の
根
拠
も
何
等
は
っ
き
り
し

て
い
を
い
｡
多
様
を
こ
と
と
し
て
見
る
な
こ
ら
は
､
性

別
の
こ
と
で
あ
る
｡
山
の
神
は
'
女
性
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
番
多
い
｡
そ
の
わ
け
は

山
の
神
は
女
性
を
の
で
'
出
産
に
つ
い
て
男
神
が
手

伝
い
思
い
や
り
を
持
っ
て
協
力
し
た
の
で
福
徳
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
､
以
後
山
の
安
全
が
確
保
で
き
た

の
だ
と
う
け
と
ら
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
木
地
屋
さ

ん
を
ど
の
仕
事
に
携
わ
る
人
た
ち
に
は
､
山
の
神
は

夫
婦
神
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
猟
師

仲
間
で
は
､
そ
の
力
と
武
力
に
よ
っ
て
女
神
を
助
け

た
男
神
が
山
の
神
様
だ
と
す
る
信
仰
が
強
く
残
っ
て

い
ま
す
｡

山
の
神
を
十
二
神
と
崇
め
て
一
年
間
に
十
二
人
の

子
を
生
む
女
神
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
｡
こ
れ
は
多
分
､
一
年
が
十
二
カ
月
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
き
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡
山
小
屋
を

が
多
い
｡
そ
の
地
区
の
氏
神
と
兼
ね
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
｡
ま
た
奥
行
の
広
い
山
道
で
は
な
い
が
､
個

人
的
な
山
の
入
り
口
に
も
'
小
さ
を
詞
が
ま
つ
ら
れ

て
い
る
の
も
よ
-
見
か
け
る
｡
山
の
神
の
祭
り
に
は
､

大
き
-
分
け
て
二
つ
の
型
が
あ
る
｡
一
つ
は
､
年
の

始
め
の
正
月
に
行
事
つ
｡
年
頭
入
り
と
か
'
初
山
膳

を
ど
と
言
お
れ
る
も
の
で
'
山
の
神
社
の
神
前
に
関

係
者
が
集
ま
っ
て
､
お
酒
や
､
お
か
ざ
り
餅
を
供
え

て
､
時
に
神
主
さ
ん
が
き
て
祭
粕
を
す
る
所
も
あ
る
｡

も
う
一
つ
は
年
間
き
ま
っ
た
月
日
に
､
定
例
的
に

祭
り
を
す
る
も
の
で
あ
る
｡
春
秋
二
李
に
行
な
う
と

こ
ろ
'
ま
た
､
春
夏
秋
冬
四
回
､
六
回
な
ど
と
い
う

と
こ
ろ
も
あ
る
｡
昔
は
何
回
も
や
っ
た
ら
し
い
が
､

近
来
社
会
が
多
忙
に
な
り
､
山
仕
事
も
車
や
､
動
力

の
入
り
こ
む
こ
と
が
多
-
な
っ
た
現
今
で
は
､
簡
略

化
さ
れ
た
り
､
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
向
き
さ
え
あ
る
｡

祭
り
の
中
味
や
､
そ
れ
に
か
か
わ
る
い
ろ
い
ろ
な

諺
が
あ
る
｡
山
の
神
の

ど
へ
泊
る
の
に
十
二
人
で
泊
ま
る
の
は
､

こ
の
山
の
神
の
怒
り
に
ふ
れ
る
と
し
て
忌

ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

何
は
と
も
あ
れ
､
大
町
市
の
場
合
も
ま

た
へ
全
国
間
に
も
山
の
神
を
女
性
神
で
あ

る
と
す
る
地
方
が
断
然
多
い
よ
う
で
あ
る
｡

山
仕
事
を
す
る
者
の
安
全
を
守
る
神
が

山
の
神
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
命
で
あ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
｡
が
古
来
信
仰

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
'
高
い
山

と
か
､
奇
岩
の
そ
び
え
る
山
､
古
い
大
木
､

深
い
谷
､
を
ど
が
あ
る
｡
奥
山
へ
通
じ
る

通
り
道
の
傍
に
'
山
の
神
社
が
在
る
こ
と

お
供
え
と
し
て
'
特
色

の
あ
る
の
は
魚
で
あ
る
｡

魚
と
い
っ
て
も
｢
オ
コ

ゼ
｣
と
い
う
海
に
住
む

魚
で
あ
る
が
､
山
の
神

は
こ
れ
が
大
好
物
で
山

の
神
の
祭
り
に
は
欠
か

せ
を
い
も
の
で
あ
る
と

言
う
｡
山
の
神
が
海
の

幸
を
好
む
と
い
う
の
も

お
も
し
ろ
い
と
り
合
わ

せ
で
あ
る
｡
す
で
に
七

百
年
も
昔
の
書
物
に
出

て
い
る
と
い
う
｡
山
の

(
講
)
を
作
っ
て
交
代
で
世
話
を
し
て
い
る
が
､
農

村
の
人
に
は
､
山
の
神
様
は
山
の
守
り
が
す
む
と
里

に
下
り
て
き
て
､
田
の
神
と
な
っ
て
百
姓
の
神
と
在

り
､
農
民
を
守
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
｡

春
秋
の
彼
岸
頃
を
境
と
し
て
冬
は
山
の
神
､
春
夏
は

田
の
神
と
な
る
の
だ
と
信
じ
ら
れ
､
水
田
の
真
申
に

詞
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
大
北
地
方
に
も

昔
は
こ
う
し
た
詞
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
た
が
､
今

は
か
ぞ
え
る
ほ
ど
し
か
を
い
｡
山
の
神
様
の
祭
り
は

子
ど
も
た
ち
の
祭
り
と
し
て
道
祖
神
の
よ
う
に
行
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
山

の
神
は
怒
ら
せ
在
い
こ
と
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
｡

(
大
町
市
立
東
小
学
校
教
諭
)

神
は
と
て
も
醜
い
の
で
､

そ
れ
よ
り
も
っ
と
醜
い
も
の
を
喜
ぶ
の
だ
へ
を
ど
と

も
言
わ
れ
て
い
る
｡

山
の
神
は
海
魚
の
｢
オ
コ
ゼ
｣
が
好
き
な
の
で
､

オ
コ
ゼ
の
乾
物
を
布
や
紙
に
包
ん
で
ふ
と
こ
ろ
に
入

れ
て
猟
に
行
く
と
､
獲
物
を
与
え
て
く
れ
る
を
ど
と

い
わ
れ
､
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
所
も
あ
る
｡

山
の
神
の
祭
り
は
､
山
仕
事
専
業
の
人
は
仲
間

山
と
博
物
館
　
築
　
0
0
　
*
　
築
_
 
0
号

一
九
八
五
年
十
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
㊨
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
俵
町

大

糸

タ

イ

ム

　

ス

印

刷

部

左
　
価
　
年
額
一
'
二
〇
〇
円
(
送
的
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
(
長
野
四
-
二
三
一
九
三
)


