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みのかもの山、望む山 第 12 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

▲木曽川堤防より御嶽山を望む
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美
濃
加
茂
市
の
平
野
部
の
ほ
と
ん
ど
の

地
域
か
ら
、
そ
の
雄
大
な
姿
を
拝
む
こ
と

が
で
き
る
御
嶽
山
。
数
あ
る
山
の
中
で
も

ひ
と
き
わ
目
を
引
き
、「
木
曾
の
お
ん
た

け
さ
ん
」と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
冬
に
は
白
く
雪
を
か
ぶ
り
神
秘

的
な
印
象
も
受
け
る
こ
の
山
に
対
し
て
、

人
々
が
古
く
か
ら
祈
り
を
捧
げ
て
大
切
に

し
て
き
た
こ
と
は
、
市
内
に
残
る
い
く
つ

も
の
御
嶽
信
仰
に
関
わ
る
石
造
物
が
教
え

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。　

「
坂
道
ほ
い
　
自
慢
じ
ゃ
な
い
が
　
畝
畝

と
　
御
岳
さ
ん
ま
で
　
続
い
て
る
　
続
い

て
る
」

　

山
之
上
こ
ど
も
音
頭（
作
詞
：
武む

藤と
う

七し
ち

郎ろ
う

、
作
曲
：
桑く

わ

原ば
ら

哲て
つ

郎ろ
う

）は
、
１
９
４
９（
昭

和
24
）年
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
。「
遠
く
眺

め
る
と
、
御
嶽
山
に
ま
で
連
な
る
か
の
よ

う
に
道
が
続
き
、
辺
り
に
は
ソ
バ
や
菜
の

花
の
畑
が
広
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
２
番

の
歌
詞
に
詠
み
こ
ま
れ
た
こ
の
光
景
は
、

歌
と
と
も
に
山
之
上
で
学
ん
だ
子
ど
も
た

ち
に
馴
染
み
深
い
も
の
で
し
た
。
現
在
、

小
学
校
の
南
に
建
つ
石
碑
は
、
昭
和
55
年

に
卒
業
生
が
、
修
学
旅
行
の
記
念
と
し
て

建
て
た
も
の
。
こ
こ
に
刻
ま
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
そ
の
２
番
の
歌
詞
で
、
当
時
の
児

童
に
と
っ
て
そ
の
風
景
が
い
か
に
特
別
で

あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
音
頭
は

一
旦
は
途
絶
え
ま
す
が
、
地
域
の
人
た
ち

に
よ
っ
て
再
興
の
取
り
組
み
が
続
け
ら

れ
、
現
在
で
も
歌
い
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

が
描
い
た
「
木

曾
街
道
六
十
九
次
」
の
う
ち
「
太
田
」。
諸

説
あ
り
ま
す
が
、
太
田
の
渡
し
の
は
る
か

遠
方
に
ひ
と
き
わ
大
き
く
な
だ
ら
か
な
山

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
御
嶽
山
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
当
時
は
る
ば
る
太
田
の
地
を

訪
れ
た
人
々
に
も
、
こ
の
御
嶽
山
は
さ
ぞ

大
き
く
、美
し
く
映
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

山
と
い
う
も
の
は
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら

ず
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
あ
り
、
変
わ
る

こ
と
な
く
見
守
っ
て
き
た
の
で
す
。

▲歌川広重 木曾街道六十九次 太田の渡し
　（美濃加茂市民ミュージアム 蔵）

※�

１
年
間
に
わ
た
り
連
載
し
て
き
ま
し
た
「
み
の

か
も
の
山
、
望
む
山
」は
今
回
で
終
了
し
ま
す
。

本
連
載
を
通
し
て
、
皆
さ
ん
の
周
り
に
あ
る

身
近
な
山
た
ち
に
目
を
向
け
、
親
し
み
を
感

じ
て
い
た
だ
け
た
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
す


