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｢善光寺道名所図会｣に見える木崎湖風景

江
戸
時
代
の
木
崎
湖
風
景

天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)
､
｢
善
光
寺
道
名
所
図

会
言
と
い
う
紀
行
文
を
苦
れ
し
た
美
濃
の
人
畠
田
利

息
は
､
木
崎
湖
を
訪
れ
て
そ
の
風
景
を
忠
実
に
描
き
､

同
書
に
載
せ
て
い
ま
す
｡
当
時
木
崎
湖
は
｢
海
之
口

池
｣
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
､
そ
の
東
岸
を
通
じ

る
糸
魚
川
街
道
は
､
越
後
の
糸
魚
川
か
ら
信
濃
の
松

本
へ
通
ず
る
重
要
な
街
道
で
あ
り
'
特
に
糸
魚
川
か

ら
入
っ
て
く
る
魚
介
類
や
塩
､
さ
ら
に
は
遠
く
畿
内

方
面
か
ら
の
上
方
文
物
や
生
活
用
品
が
想
像
を
超
え

て
多
く
､
ま
た
松
本
･
大
町
方
面
か
ら
出
て
い
-
麻
･

た
ば
こ

貰
･
木
工
品
を
ど
も
か
な
り
の
量
に
上
っ
て
い
ま
す
｡

こ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
街
道
を
人
の
背
や
牛
馬
の
背

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
し
て
､
図
中
手
前

か
い

の
右
は
し
に
､
荷
杖
を
腰
に
支
込
ん
だ
二
人
の
ぽ
っ

か
(
｢
歩
荷
｣
の
字
を
宛
て
る
)
が
､
こ
も
包
や
箱
荷
を

そ
れ
ぞ
れ
背
負
っ
て
大
町
方
面
へ
向
か
っ
て
い
る
の

か
見
え
ま
す
｡
松
本
城
下
で
の
出
入
荷
物
は
糸
魚
川

街
道
経
由
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
と
い
あ
れ

ま
す
か
ら
'
こ
の
街
道
の
運
輸
の
娠
お
い
も
さ
こ
そ

と
思
わ
れ
る
の
で
す
｡
ま
ん
じ
ゅ
う
笠
の
旅
人
も
三

人
み
え
ま
す
｡
大
小
を
腰
に
差
し
､
振
り
分
け
荷
物

の
武
家
ら
し
い
旅
人
､
両
杖
を
つ
い
た
老
女
ら
し
い

き
e
う

旅
人
'
さ
ら
に
は
笈
の
よ
う
な
箱
物
を
背
に
し
'
横

様
の
も
の
を
箱
に
つ
る
し
た
老
翁
ら
し
い
旅
人
な
ど

江
戸
時
代
の
旅
姿
を
目
の
あ
た
り
に
さ
せ
て
-
れ
ま

す

｡

　

　

び

く

　

　

　

　

こ

し

み

の

湖
上
に
は
魚
等
を
舟
に
載
せ
､
腰
糞
を
着
け
た
漁

師
が
技
網
を
し
て
い
ま
す
｡
仁
科
三
湖
で
は
ア
カ
ウ

オ
(
ウ
ゲ
イ
)
や
ワ
カ
サ
ギ
･
ウ
ナ
ギ
な
ど
が
江
戸
時

代
に
よ
-
と
れ
､
青
木
湖
の
場
合
紀
.
舞
｡
天
正
十
九

壇
,
,
行
詰
筆
糾
S
.
絹
語
調
聖
経
蹄

主
石
川
氏
へ
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
文
献
に
現
れ
れ
て
い
ま
す
｡
昔
も
今
も
変

わ
り
な
く
内
陸
で
の
水
産
物
に
恵
ま
れ
た
仁
科
三
湖

で
あ
り
ま
し
た
｡

対
岸
に
は
森
城
跡
と
森
村
､
さ
ら
に
は
阿
倍
明
神

の
社
叢
が
臨
ま
れ
ま
す
｡
こ
の
史
的
考
察
を
地
名
に

よ
っ
て
す
る
こ
と
は
'
本
号
の
本
文
で
し
て
い
る
と

こ

ろ

で

す

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

幅

具

義

)
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図1　木崎湖に臨む森横路
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図2　北小谷の三振峠推定地(中央鞍部)
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鰭物情と山

森
城
跡
と
仁
科
氏

-
地
名
か
ら
推
定
す
る
歴
史
の
一
試
論
-

幅

　

　

具

義

仁
科
三
湖
の
う
ち
｢
木
崎
湖
｣
は
近
代
に
在
っ
て

命
名
さ
れ
た
も
の
で
'
江
戸
時
代
に
は
｢
海
之
口
池
｣

と
呼
ば
れ
て
い
た
｡
｢
木
崎
湖
｣
の
名
は
'
大
町
市

大
字
平
の
木
崎
集
落
の
名
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
論
を
ま
た
を
い
が
､
集
落
名
の
｢
木
崎
｣
は

い
つ
の
時
代
か
ら
こ
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
の
か
明

ら
か
を
史
料
が
な
く
､
江
戸
時
代
の
ご
く
初
め
に
記

録
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
『
筑
摩
安
農
両
部
郷
村
御
朱

印
御
嵩
附
｣
に
､
｢
九
拾
五
石
六
斗
九
升
三
舎
木
崎

村
｣
と
み
え
る
の
が
文
献
上
の
初
見
で
あ
っ
て
､
た

か
だ
か
今
か
ら
四
百
年
足
ら
ず
の
昔
の
呼
称
で
あ
る

と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡
た
た
こ
こ
で
明
ら
か
を
こ
と

は
'
｢
木
崎
湖
｣
と
い
う
名
が
集
落
名
の
｢
木
崎
｣

か
ら
命
名
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
後
関
係
だ
け
は
明

瞭
で
あ
っ
て
､
特
に
大
町
か
ら
小
谷
方
面
に
向
か
っ

て
鉄
道
大
糸
南
線
が
開
通
さ
れ
､
木
崎
駅
が
設
け
ら

れ
'
木
崎
湖
が
観
光
地
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う

に
を
っ
て
か
ら
は
､
｢
海
之
口
池
｣
の
名
は
忘
れ
去

ら
れ
'
｢
木
崎
湖
｣
の
名
の
み
有
名
に
な
っ
た
の
で

あ
る
｡

そ
こ
で
'
集
落
名
の
　
｢
木
崎
｣
に
は
ど
の
よ
う
な

意
味
が
あ
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
｡
｢
木
崎
｣
の

よ訓
み
方
は
｢
き
ざ
き
｣
も
し
-
は
｢
き
さ
き
｣
で
あ

る
｡
お
が
国
の
古
代
に
お
い
て
は
､
後
世
の
域
の
こ

と
を
｢
き
｣
と
呼
び
､
｢
珊
｣

義
Y
諒
批
地
方
押
批
堆
地
誓

部
岐
沙
羅
珊
･
出
羽
柵
･
多
賀

世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
東
北
地
方
に
設
け
ら
れ

義
-

た
古
代
の
城
を
｢
柵
｣
と
よ
ん
だ
こ
と
が
『
日
本
書

紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
に
多
-
み
ら
れ
､
こ
れ
は
古

代
の
城
が
外
周
に
藍
本
を
し
､
こ
れ
を
梅
本
で
編
ん

ー
己
く

で
柵
を
造
り
､
防
禦
の
施
設
と
し
た
こ
と
に
由
来
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
集
落

'

I

ざ

さ

]

d

さ

)

b

名
の
｢
木
崎
｣
は
､
｢
古
代
の
柵
の
前
に
あ
る
集
落
｣

の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
､
屋
上
屋
を
重
ね
る

論
の
進
め
方
に
な
る
が
､
木
崎
集
落
の
北
に
接
す
る

費
-

森
の
集
落
が
｢
柵
｣
に
相
当
す
る
こ
と
は
容
易
に
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
森
集
落
は
木
崎
湖
に
臨

ん
で
い
て
'
こ
の
集
落
の
北
端
に
は
森
城
跡
が
あ
る

が
'
こ
れ
が
柵
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
城
跡
に
つ
い
て
の

史
料
は
､
戦
国
時
代
末
期
の
天
正
十
二
年
(
一
五
八

四
)
四
月
二
十
五
日
付
の
松
本
城
主
小
笠
原
貞
慶
が

発
し
た
文
書
に
'
｢
森
之
要
害
｣
と
い
う
表
現
が
見

え
る
の
を
文
献
上
の
初
見
と
す
る
｡
天
正
十
年
に
甲

斐
武
田
氏
が
滅
亡
す
る
と
'
そ
の
跡
を
襲
っ
て
深
意

(
松
本
)
城
主
と
在
っ
た
貞
慶
は
祖
先
の
旧
領
で
あ

っ
た
松
本
平
を
領
有
す
る
が
､
彼
が
松
本
平
を
北
か

ら
侵
攻
し
よ
う
と
し
た
上
杉
景
勝
の
勢
力
に
対
抗
し
､

ま
た
大
町
を
中
心
と
し
て
古
代
以
来
こ
の
地
方
を
支

配
し
て
き
た
仁
科
氏
の
旧
勢
力
を
征
服
し
て
配
下
に

す
る
な
ど
の
軍
事
行
動
や
撫
民
政
策
を
し
き
り
に
行

っ
て
い
た
こ
ろ
の
文
書
で
あ
る
｡
｢
森
の
要
害
｣
は

古
く
か
ら
仁
科
氏
の
重
要
を
賊
で
あ
り
'
仁
科
氏
滅

亡
後
も
松
本
城
主
小
笠
原
氏
が
こ
れ
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
｡

も

り

さ

こ
の
兼
職
に
は
､
か
つ
て
森
の
柵
と
い
わ
れ
た
時

代
が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
'
戦
国
時
代
か
ら
は
遙
か

遡
っ
た
遠
い
昔
を
想
定
し
を
く
て
は
な
ら
を
い
｡
す

を
わ
ち
大
和
政
権
の
時
代
と
そ
れ
に
続
く
奈
良
･
平

安
時
代
の
古
代
に
す
で
に
森
に
は
城
塞
施
設
が
あ
っ

た
と
し
を
く
て
は
な
ら
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
､
近
年
に
在
っ
て
古
代
の

官
道
で
あ
る
｢
勧
鵜
聾
と
も
い
え
る
重
要
を
古
道

が
通
じ
て
い
た
と
記
す
文
献
資
料
が
発
見
さ
れ
た
｡

そ
れ
は
'
江
戸
時
代
中
期
の
文
書
の
中
に
､
現
小
谷

村
北
部
を
｢
三
振
峠
道
｣
と
表
現
す
る
道
が
糸
魚
川

方
面
か
ら
信
越
国
境
の
山
地
を
越
え
て
小
谷
に
通
じ

で
あ
り
､
こ
の
小
谷
に
｢
三
振
峠
｣
が
あ
っ
た
と
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
の
位
置
を
考
古
学
的

発
掘
が
行
わ
れ
て
い
を
い
現
在
で
は
明
確
に
し
え
老

ふ
け
ら

い
ま
で
も
､
実
地
踏
査
の
結
果
で
は
北
小
谷
の
深
原

集
落
か
ら
山
地
を
北
上
し
た
標
高
一
二
〇
〇
メ
ー
ト

ま
考
い
t
:
)

ル
ほ
ど
の
真
部
板
山
地
の
鞍
部
で
､
現
在
一
本
杉
の

古
木
の
あ
る
地
点
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
小
谷

地
域
の
古
老
も
､
そ
の
あ
た
り
の
峠
を
｢
み
さ
か
峠
｣

と
古
く
か
ら
呼
ん
で
い
た
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

み
さ
か

ら
､
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
｡
｢
三
坂
峠
｣
は
｢
御

坂
峠
｣
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
信
濃
に
は
万
葉

み
さ
か

集
の
歌
に
も
登
場
す
る
東
山
道
｢
神
坂
峠
｣
が
下
伊

郡
部
の
信
濃
と
美

信
越
国
瞳
に
は

に
あ
り
'
ま
た
北
信
の

湖
の
近
く
に
｢
新
鶴

そ
異
る
が
い
ず
れ
も

が
あ
る
を
ど
､
用
字
こ

｢
み
さ
か
峠
｣
と
呼
ん
で
い
て
､

古
代
の
官
道
で
あ
る
御
坂
峠
･
御
坂
峠
道
の
存
在
を

と
ゐ
げ

証
明
し
て
い
る
｡
｢
峠
｣
は
平
安
時
代
の
国
字
と
し

て
登
場
す
る
文
字
･
用
語
で
あ
っ
て
､
そ
れ
以
前
は

き
か

峠
の
こ
と
を
｢
坂
｣
と
呼
ん
で
い
た
｡
今
で
は
傾
斜

面
を
坂
と
い
う
が
､
古
-
は
､
こ
ち
ら
の
世
界
と
あ

さ
か

ち
ら
の
世
界
を
堺
い
す
る
意
味
'
す
左
わ
ち
峠
の
頂

上
を
意
味
し
て
い
た
｡
峠
に
は
地
の
霊
･
生
物
の
霊

の
存
在
を
信
じ
､
そ
し
て
そ
れ
を
祀
る
こ
と
が
行
わ

れ
た
遙
か
古
代
､
峠
は
神
の
よ
り
ま
す
所
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
､
峠
越
え
の
神
事
が
厳
粛
に
行
あ

れ
た
も
の
で
あ
る
｡
祭
祀
遺
物
が
小
谷
の
三
振
峠
想

定
地
か
ら
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
､
一
日
も

早
い
発
掘
調
査
が
ま
た
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

北
陸
地
方
か
ら
小
谷
に
入
っ
た
い
わ
ゆ
る
｢
御
坂

峠
道
｣
は
小
谷
･
白
馬
地
域
の
山
地
を
小
蛇
行
し
っ

つ
も
大
局
に
は
南
へ
向
け
て
直
進
し
'
山
峡
を
抜
け
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図3　阿倍氏を配る阿倍神社

あ一くと

図4 ｢阿倍つ灘｣の神岡(東海之ロ)
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鰭物博ど

出
た
と
こ
ろ
で
｢
森
の
柵
｣
に
達
し
､
さ
ら
に
松
本

平
を
南
進
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
道
は
'
い

っ
た
い
何
の
目
的
を
も
っ
て
開
通
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
｡
こ
こ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
'
大
和
政
権

以
来
国
の
重
要
施
策
で
あ
っ
た
反
大
和
政
権
勢
力
で

あ
る
蝦
夷
の
掃
討
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
政
一
志
茂
駒こし

継
続
帥
詰
譜
諾
鷺
棚

た
征
夷
の
た
め
に
は
'
そ
の
兵
端
基
地
を
前
進
す
る

先
々
で
設
け
て
い
か
を
く
て
は
L
T
t
,
ら
な
い
｡
大
彦
命

の
子
孫
で
あ
る
と
し
て
大
和
南
部
の
飛
鳥
地
方
に
出

J

>

自
を
も
つ
古
代
氏
族
阿
倍
氏
や
そ
の
分
脈
の
布
制
氏

が
築
営
し
た
と
み
ら
れ
る
古
代
集
落
が
､
畿
内
の
琵

こ
し

琶
湖
北
東
岸
を
は
じ
め
と
し
て
越
(
後
の
越
前
･
越

中
･
越
後
か
ら
出
羽
に
か
け
て
の
一
帯
を
指
す
)
に

散
見
す
る
こ
と
が
こ
の
証
拠
で
あ
る
と
一
志
博
士
は

説
く
｡
北
信
の
｢
深
坂
峠
｣
･
｢
見
抜
の
峠
｣
を
越

え
て
信
濃
に
入
り
高
井
地
方
･
篠
之
井
地
方
に
定
着

し
た
の
は
こ
の
勢
力
の
う
ち
の
布
制
氏
で
あ
る
と
み

ら
れ
る
｡
こ
れ
と
同
様
に
森
の
柵
を
築
き
､
こ
こ
を

基
地
と
し
て
良
質
の
地
を
選
ん
で
開
発
を
進
め
て
い

っ
た
の
は
阿
倍
氏
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
二
つ
の

地
名
が
あ
る
｡

森
城
跡
の
本
丸
は
東
西
二
十
六
間
･
南
北
三
十
六

間
は
ど
の
高
い
台
地
で
あ
る
が
う
そ
の
北
の
低
地
に

あ

べ

｢
阿
倍
神
社
｣
が
あ
る
÷
｣
の
詞
は
森
集
落
の
鎮
守

と
し
て
古
く
か
ら
肥
ら
れ
'
阿
倍
明
神
の
神
体
の
木

像
を
二
体
祀
る
と
い
う
｡
お
そ
ら
く
森
の
柵
に
拠
っ

て
い
た
阿
倍
氏
の
祖
神
を
祀
る
の
で
は
左
か
ろ
う
か
｡

ま
た
､
木
崎
潮
北
東
岸
の
東
海
之
口
の
小
字
名
に

｢
あ
べ
っ
と
｣
が
あ
る
｡
海
之
口
駅
が
設
け
ら
れ
た

た
め
'
｢
あ
べ
っ
と
｣
の
詞
は
湖
岸
に
移
動
し
て
い
る

が
､
こ
の
呼
称
か
ら
し
て
､
｢
あ
ペ
っ
と
｣
は
｢
阿
倍

戸
｣
で
あ
り
､
阿
倍
氏
の
集
落
の
入
り
口
を
表
現
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
地
名
上

か
ら
み
れ
ば
森
の
柵
は
阿
倍
氏
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ

た
と
想
定
さ
れ
る
が
､
こ
こ
に
さ
ら
に
興
味
あ
る
史

料
が
存
在
す
る
｡

平
安
時
代
中
期
以
降
大
町
を
中
心
に
こ
の
地
方
を

広
く
領
有
支
配
し
て
い
た
こ
と
の
確
実
を
仁
科
氏
の

家
に
は
､
仁
科
氏
の
祖
先
は
阿
倍
氏
で
あ
る
と
の
伝

承
が
あ
っ
た
と
記
録
す
る
元
和
二
年
(
一
六
一
六
)

の
史
料
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
記
録
者
は
仁
科
家
の

女
性
を
祖
母
に
も
つ
小
笠
原
秀
政
の
家
臣
の
原
雅
尚

で
あ
る
｡
た
だ
阿
倍
氏
の
出
で
あ
る
と
は
い
え
へ
東

北
地
方
の
豪
族
安
倍
貞
任
の
子
孫
で
あ
る
と
記
し
て

い
て
､
長
い
年
月
の
間
に
大
和
の
阿
倍
が
東
北
の
安

倍
と
誤
り
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
推
察
す
る
｡
仁
科
氏
は
､
平
安
時
代
後
期
に
な

る
と
平
家
と
の
縁
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
の
伝
承

を
併
せ
記
し
て
い
て
､
遥
か
平
安
以
前
の
阿
倍
氏
が

や
し
ろ

大
町
市
南
部
特
に
社
地
域
南
部
を
開
発
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
'
仁
科
神
明
宮
一
帯
を
祢
し
て
い
た
地

名
｢
仁
科
｣
を
姓
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
と
推
定
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
'
｢
森
の
柵
｣
は
｢
森

之
要
害
｣
と
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
古
代

か
ら
中
世
末
期
ま
で
長
い
年
月
､
阿
倍
氏
す
な
わ
ち

仁
科
氏
が
一
貫
し
て
城
塞
と
し
重
要
視
し
て
き
た
も

の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡

森
城
跡
一
帯
の
地
図
に
土
地
台
帳
や
地
元
の
人
々

の
呼
称
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
地
字
名
を
表
現
し
て

み
た
(
上
図
)
｡
こ
れ
ら
の
中
の
丸
で
囲
ん
で
あ
る

地
名
が
城
跡
に
由
来
す
る
地
名
と
み
ら
れ
る
が
､
長

い
年
代
に
わ
た
る
城
郭
の
た
め
地
名
の
変
遷
も
あ
ろ

う
し
､
ま
た
地
名
呼
称
が
果
た
し
て
い
つ
の
時
代
の
､

く

い

た

く

､

も
の
で
あ
る
の
か
も
明
確
で
な
い
｡
｢
杭
田
｣
･
｢
杭

モ
ト
｣
･
｢
古
杭
田
｣
を
ど
は
古
代
の
森
の
柵
の
証

拠
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
､

こ
れ
を
も
含
め
て
､
地
名
の
さ
ら
な
る
深
い
考
証
が

を
さ
れ
を
く
て
ほ
な
ら
を
い
｡

(
大
町
市
文
化
財
審
議
委
員
長
)
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ウインタースポーツのコーナー　図表の処理がう

ス
イ
ス
山
岳
博
物
館

s
C
H
W
E
I
Z
E
R
I
S
C
H
E
S

A
L
P
I
N
E
S
 
M
U
S
E
U
M

草

　

刈

　

清

　

人

ベ
ル
ン
は
首
都
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
い
､

落
ち
つ
い
た
町
で
あ
る
｡
町
の
中
を
U
字
型
に
ア
-

レ
川
が
流
れ
､
古
い
町
並
み
が
残
っ
て
い
る
｡
中
心

部
の
約
1
･
5
キ
ロ
四
方
に
1
2
の
博
物
館
が
あ
る
｡

い
ろ
い
ろ
を
博
物
館
が
開
設
さ
れ
て
い
る
大
町
市
と

や
や
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡

ア
-
レ
川
を
渡
っ
て
す
ぐ
の
広
場
に
而
し
て
山
岳

博
物
館
は
建
て
ら
れ
て
い
る
｡
向
か
い
側
に
は
歴
史

博
物
館
へ
直
ぐ
近
く
自
然
史
博
物
館
な
ど
が
あ
り
､

ち
ょ
っ
と
し
た
博
物
館
ゾ
ー
ン
と
在
っ
て
い
る
｡

山
岳
博
物
館
の
創
設
は
1
9
0
5
年
｡
こ
こ
の
展

示
は
大
き
-
､
｢
山
岳
の
自
然
｣
 
､
｢
ア
ル
プ
ス
の

民
俗
｣
 
'
｢
登
山
の
歴
史
｣
の
3
分
野
を
含
ん
で
い

る
｡
｢
山
岳
の
自
然
｣
は
地
形
､
地
質
が
中
心
で
生

物
の
展
示
は
ほ
と
ん
ど
を
い
｡
岩
石
標
本
も
少
な
く
､

地
形
模
型
､
地
図
'
山
の
絵
な
ど
を
中
心
に
構
成
さ

れ
て
い
る
｡
特
に
山
岳
模
型
は
沢
山
あ
り
､
芸
術
作

品
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
精
巧
に
美
し
-
で
き
て
い
る
｡

大
き
な
地
形
模
型
は
上
か
ら
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
､

観
覧
台
も
作
ら
れ
て
い
た
｡
色
々
を
測
韮
器
具
が
展

示
し
て
あ
る
の
も
印
象
に
残
っ
た
｡
大
町
で
も
地
形

図
や
地
質
図
の
話
を
も
っ
と
取
り
込
む
の
は
､
ど
う

だ
ろ
う
か
｡
生
物
は
近
く
の
自
然
史
博
物
館
で
展
示

し
て
い
る
そ
う
だ
｡

｢
ア
ル
プ
ス
の
民
俗
｣
で
は
､
民
俗
衣
装
や
祭
り

に
使
う
小
面
､
山
小
屋
(
シ
ャ
レ
ー
)
の
模
型
な
ど

が
展
示
さ
れ
て
い
た
｡

｢
登
山
の
歴
史
｣
は
登
山
用
具
の
実
物
'
登
山
者

の
人
形
､
ア
プ
ト
式
鉄
道
の
歯
車
や
線
路
'
ス
イ
ス

ら
し
い
清
潔
を
感
じ
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
パ
ネ
ル
な
ど

で
梯
成
さ
れ
て
い
る
｡
ア
ル
プ
ス
登
山
史
を
総
合
的

に
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
は
道
具
の
実
物
や
古
い
写
真
を

う
ま
く
取
り
込
ん
だ
も
の
で
印
象
に
残
っ
た
｡
こ
の

日
本
ア
ル
プ
ス
版
を
山
岳
博
物
館
の
P
R
も
兼
ね
て
､

信
濃
大
町
駅
あ
た
り
に
置
く
と
良
い
と
思
っ
た
｡

ス
イ
ス
山
岳
博
物
館
は
建
物
の
二
､
三
階
を
占
め
'

も
ベ
ル
ン
に
万
国
郵
便
連
合
の
本
部
が
あ
る
と
い
う

の
に
'
建
物
は
素
っ
気
を
い
､
よ
く
い
え
ば
清
潔
で

簡
素
を
､
病
院
か
庁
舎
と
い
っ
た
風
情
で
あ
る
｡
展

示
も
同
じ
で
'
ま
と
ま
っ
て
は
い
る
が
､
見
学
者
を

引
き
つ
け
る
演
出
が
も
う
少
し
欲
し
い
気
が
し
た
｡

(
丹
毒
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

一
階
'
地
下
一
階
は
逓
信
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
｡

ア
ル
プ
ス
と
い
え
ば
世
界
的
に
有
名
で
､
ま
た
郵
便

博
物
館
だ
よ
り

春
の
草
花
と
山
菜
展

.

.
}ま

　
5
月
2
 
8
日
凪
か
ら
6
月
1
日
間
ま
で
講
堂
で
開
催
｡

約
二
百
種
類
の
草
花
や
山
菜
を
､
鉢
植
え
と
生
け
花

で
展
示
し
ま
す
｡
　
　
　
　
　
(
本
屡
の
み
無
料
)

編
集
上
の
請
合
で
発
行
が
大
幅
に
遅
れ
ま
し
た
｡
お

わ
び
申
し
上
げ
ま
す
｡

山

と

博

物

館

第

3
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号
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年
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発
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