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みのかもの山、望む山 第 7 回

この地域にあって身近に親しまれている山や、はるかに望む山々について、まつわる歴史や文化を紹介します。

問文化の森   ☎28-1110

▲文化の森タワーと、はるか遠方に白山を望む
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白
山
は
加
賀（
石
川
県
）、
越
前（
福
井

県
）、
美
濃（
岐
阜
県
）の
三
国
に
ま
た
が

る
日
本
指
折
り
の
霊
峰
で
、
そ
の
神
聖
な

る
山
へ
の
信
仰
は
古
代
か
ら
存
在
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
各
地
に
伝
わ
り
ま
し
た
。

　

市
内
に
は
合ご
う

祀し（
祭
神
を
他
の
神
社
に

あ
わ
せ
て
祀ま
つ

る
こ
と
）さ
れ
た
も
の
を
含

め
る
と
か
な
り
の
数
の
白
山
神
社
が
あ

り
、
そ
の
信
仰
の
広
ま
り
が
う
か
が
え
ま

す
。
白
山
か
ら
の
豊
富
な
水
は
川
と
な
り

田
畑
を
広
く
潤
す
た
め
、
古
く
は
山
そ
の

も
の
が
ご
神
体
で
あ
り
、
水
神
や
農
業
神

と
し
て
あ
が
め
ら
れ
ま
し
た
。
元
農
耕
地

だ
っ
た
場
所
に
立
つ
白
山
神
社
の
多
く

は
、
人
々
の
生
活
や
農
事
へ
の
願
い
を
込

め
た
氏
神
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

三
和
町
中な
か

廿つ
づ

屋や

の
廿
屋
神
社
も
は
じ
め

は
白
山
神
社
で
あ
り
、
も
と
も
と
御ご

殿て
ん

山ざ
ん

に
あ
っ
た
社
が
明
治
43（
１
９
１
０
）年
に

麓
の
松
尾
神
社
と
合
祀
さ
れ
た
も
の
で

す
。
し
か
し
そ
の
年
に
廿
屋
は
大
水
害
に

見
舞
わ
れ
、
こ
れ
が
白
山
神
社
の
た
た
り

で
は
な
い
か
と
の
心
配
と
憶
測
か
ら
、
跡

地
に
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

昭
和
期
に
は
廿
屋
区
民
の
総
意
で
再
び
山

の
上
に
社
殿
が
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
も
幾
度
と
な
い
天
災
を
経
て
、
改
築
を

重
ね
な
が
ら
廿
屋
の
守
り
神
と
し
て
あ
り

続
け
ま
し
た
。
こ
こ
と
上
廿
屋
に
あ
る
も

う
一
つ
の
白
山
神
社
は
、
も
と
は
白
山
権ご
ん

現げ
ん（

白
山
の
山
岳
信
仰
と
修し

ゅ

験げ
ん

道ど
う

が
融
合

し
た
神
）を
祀
る
権ご
ん

現げ
ん

社し
ゃ

で
し
た
が
、
明

治
維
新
後
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
神
道
系

の
白
山
神
社
に
改
組
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

上
廿
屋
の
白
山
神
社
の
棟む
な

札ふ
だ（

弘
治
３

（
１
５
５
７
）年
銘
）に
は
「
白は
く

山さ
ん

妙み
ょ
う

理り

大だ
い

権ご
ん

現げ
ん

」
と
確
か
に
記
さ
れ
、
下
廿
屋
の
山

林
に
ひ
っ
そ
り
と
立
つ
石
碑
に
も
そ
の
名

が
刻
ま
れ
る
な
ど
、
そ
こ
に
神
仏
が
混
じ

り
合
う
緩
や
か
で
多
様
な
、
か
つ
て
の
祈

り
の
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
内
で
は
今
で
も
小
高
い
場
所
か
ら
、

は
る
か
北
方
に
そ
の
山
を
拝
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。
人
々
は
冬
に
は
特
に
神
々
し
く

輝
く
そ
の
姿
に
感
謝
と
畏
敬
の
念
を
抱

き
、
思
い
を
託
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

▲廿屋白山神社　棟札（弘治3（1557）年
　／美濃加茂市民ミュージアム寄託　※部分）
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