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後
世
に
伝
え
た
い
宝
物

　
　

乗の
り
く
ら
だ
け

鞍
岳

　

乗
鞍
岳
は
、乗
鞍
火
山
帯
の

中
に
あ
り
、中
期
更
新
世
の
初
期

（
100
万
年
前
）に
活
動
が
始
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
複
合
火
山
で

す
。乗
鞍
岳
と
い
う
峰
の
名
称
は

な
く
、剣け
ん
ヶが

峰み
ね

を
は
じ
め
と
し
摩ま

利り

支し

天て
ん

岳だ
け

な
ど
23
の
峰
々
と
７

つ
の
池
、８
つ
の
平
原
か
ら
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

■
高
山
市
民
ふ
る
さ
と
の
シ
ン
ボ
ル

　
「
乗
鞍
」は
飛
驒
か
ら
眺
め
た
姿
が
馬
の

鞍く
ら
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
鞍く
ら

が
峰み
ね

」と
名

付
け
ら
れ
、や
が
て「
乗
鞍
」と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。（
※
①
）

　

高
山
市
民
憲
章
を
は
じ
め
、市
内
の
多
く

の
小
中
学
校
校
歌
に「
乗
鞍
」が
唱う
た
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、乗
鞍
は
高
山
市
に
住
む
多
く
の

人
に
と
っ
て
、ふ
る
さ
と
を
象
徴
す
る
大
切

な
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

■
乗
鞍
岳
の
歴
史
と
乗
鞍
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

　

乗
鞍
岳
は
、古
く
は
位
山
と
も
愛あ

わ宝
山
と

も
称
さ
れ
、都
び
と
の
歌
に
も
し
ば
し
ば
詠よ

ま
れ
て
き
ま
し
た
。大
同
２
年（
８
０
７
）に

坂さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ

上
田
村
麻
呂
が
登
頂
し
た
と
い
う
の
が

伝
説
と
し
て
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
中
期
以
降
に
は
、信
仰
や
雨
乞
い
の

た
め
集
団
で
登
山
し
て
い
た
と
伝
承
さ
れ
、

明
治
時
代
に
な
り
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
師
ウ
ォ

ル
タ
ー・ウ
ェ
ス
ト
ン
が
登
頂
。魅
力
を
世
界

に
紹
介
し
ま
し
た
。大
正
時
代
に
は
丹
生
川

青
年
団
が
登
山
道
の
開
拓
や
整
備
に
活
躍
。

地
元
だ
け
で
な
く
全
国
か
ら
の
登
山
者
に

も
開
か
れ
ま
し
た
。ま
た
、大
正
13
年
に
は

山
岳
気
象
観
測
所
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
13
年
、陸
軍
第
二
航
空
技
術
研
究

所
は
高
空
飛
行
エ
ン
ジ
ン
の
開
発
を
急
務

と
し
調
査
を
開
始
。風
洞
実
験
性
能
テ
ス
ト

の
候
補
地
に
乗
鞍
岳
畳た
た
み
だ
い
ら
平
を
選
び
、平
湯

峠
を
起
点
に
長
さ
16
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、幅
３

メ
ー
ト
ル
の
道
路
新
設
を
計
画
。同
14
年
に

時
の
濃
飛
自
動
車
社
長
の
上
じ
ょ
う

嶋し
ま

清せ
い

一い
ち

氏
は
、

将
来
の
観
光
利
用
を
考
え
バ
ス
運
行
が
で

き
る
よ
う
0.6
メ
ー
ト
ル
の
拡
幅
を
軍
部
に
提

案
し
、増
額
工
事
費
を
自
社
負
担
す
る
こ
と

で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

工
事
は
昭
和
16
年
に
着
手
、翌
17
年
に
完

成
。工
事
を
担
当
し
た
業
者
は
利
益
の
度
外

視
に
よ
り
大
損
害
を
被
り
、資
材
運
搬
を
し

た
飛
驒
運
輸
で
は
、軍
の
輸
送
報
国
の
た
め

奉
仕
を
強
い
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
※
②
）

　

昭
和
23
年
に
軍
用
道
路
は
県
道
に
編
入

さ
れ
、翌
年
乗
鞍
登
山
バ
ス
が
運
行
開
始
。

同
48
年
乗
鞍
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
開
通
後
、多
く

の
人
が
気
軽
に
乗
鞍
畳
平
ま
で
行
く
こ
と

が
で
き
る
の
は
、軍
用
道
路
を
造
る
際
に
民

間
の
方
々
に
よ
る
多
大
な
投
資
と
奉
仕
の

努
力
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
す
。こ
の
こ
と
も

美
し
い
乗
鞍
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

上
嶋
氏
の
偉
業
を
た
た
え
建
て
ら
れ
た
顕

彰
碑
に
は
、現
在
も
関
係
者
が
集
ま
り
顕
彰

祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
乗
鞍
の
魅
力

　

山
頂
付
近
の
畳
平
は
標
高
２
７
０
２
メ
ー

ト
ル
。富
士
山
５
合
目
よ
り
も
高
く
、バ
ス

で
登
れ
る
日
本一高
い
場
所
で
す
。３
０
０
０

メ
ー
ト
ル
級
の
山
だ
と
他
で
は
本
格
的
登

山
に
な
り
ま
す
が
、乗
鞍
の
場
合
は
畳
平
ま

で
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
で
行
け
る
た
め
、山
頂

へ
も
気
軽
に
行
け
ま
す
。乗
鞍
岳
は
飛
驒
山

脈（
北
ア
ル
プ
ス
）の
南
端
に
位
置
し
て
お

り
、そ
の
眺
め
は
す
ば
ら
し
く
、春
の
雪
壁
、

夏
の
新
緑
、秋
の
紅
葉
な
ど
四
季
折
々
の
美

し
さ
、快
晴
の
青
空
、雲
海
、真
夏
で
も
涼

し
い
気
候
な
ど
、そ
の
姿
は
変
化
し
、何
度

訪
れ
て
も

違
う
景
色

を
見
せ
、

楽
し
ま
せ

て
く
れ
ま

す
。
高
山

植
物
も
数

多
く
生
育

し
、ク
ロ
ユ

リ
や
ミ
ヤ

マ
キ
ン
バ

イ
、ハ
ク
サ

ン
イ
チ
ゲ

に
、
有
名

な
コ
マ
ク

サ
…
。
貴

重
な
高
山

植
物
の
か

わ
い
い
花

た
ち
や
愛
ら
し
い
ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
出
会
え
る

こ
と
も
、乗
鞍
岳
の
大
き
な
魅
力
で
す
。

■
飛
驒
山
脈
ジ
オ
パ
ー
ク（
構
想
）

　
「
ジ
オ
パ
ー
ク
」と
は
、ジ
オ（
地
球・大
地
）

と
パ
ー
ク（
公
園
）を
組
み
合
わ
せ
た
言
葉
で

す
。

　

飛
驒
山
脈
や
周
辺
地
域
に
は
、日
本
列
島

の
形
成
に
か
か
わ
る
岩
石
や
継
続
的
な
地

殻
変
動
の
痕
跡
が
多
数
あ
り
、丹
生
川
町
エ

リ
ア（
乗
鞍
岳
、五
色
ヶ
原
の
森
な
ど
）、奥
飛

驒
温
泉
郷・上
宝
町
エ
リ
ア（
平
湯
大
滝
、槍

穂
高
連
峰
、笠
ヶ
岳
、双
六
渓
谷
な
ど
）は
、

５
億
年
と
い
う
地
質
的
時
間
を
体
験
で
き

る
国
内
有
数
の
場
所
で
す
。

　

そ
の
貴
重
な
地
形
や
地
質
を
保
護
保
全

す
る
と
と
も
に
、パ
ー
ク
で
大
地
に
親
し
み
、

飛
驒
山
脈
の
魅
力
と
日
本
列
島
の
成
り
立

ち
に
想
い
を
巡
ら
せ
な
が
ら
、そ
の
す
ば
ら

し
さ
を
訪
れ
る
人
た
ち
と
分
か
ち
合
う
取

り
組
み
が「
飛
驒
山
脈
ジ
オ
パ
ー
ク（
構
想
）」

で
す
。皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
見

ど
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
、学
び
な
が
ら
、

ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
持
ち
、持
続
可
能
な
地

域
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
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