
２０１２〜２０１４年の旅録

都留フィールド・ミュージアム

FIELD・NOTE　ブックレット1
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薮をこぎ、進むこの場所は古い街道

交易や信仰、旅行や毎日の生活のために、

多くの人やものが往来していた道だ

2Field・ Note   ブックレット1
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本誌刊行にあたって

「都留フィールド・ミュージアム」とは 私たちは、地域全体を博物館ととらえ、市民とともに地域を観察し、調べ、記録し、
学び合うさまざまな取り組みをしています。このような実践を通して、領域を超えたあ
たらしい教育や研究の芽を大切に育て、「人間探究」を目的にかかげる都留文科大
学らしい活動を目指しています。なおこの活動は、都留文科大学 地域交流研究セン
ターのフィールド・ミュージアム部門が担っています。

「ブックレット」の刊行 都留フィールド・ミュージアムの機関誌『フィールド・ノート』は、2012 年で創刊 10
周年を迎えました。10 年間の記録の蓄積や日頃の冊子では伝えきれない活動を新し
い形で残していきたいとの想いから、「ブックレット」は生まれました。『フィールド・ノー
ト』に関わる人々と毎号一つのテーマを掘り下げ、読者の皆様と地域の姿をみつめ
ていきます。

２
０
１
２
年
春
︒
昔
の
街
道
を
歩
き
な
が
ら
地
域
の
歴
史
や
文
化
を

探
訪
す
る
会
が
︑都
留
市
郷
土
研
究
会
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
︒

そ
の
名
も
﹁
富
士
道
を
歩
く
会
﹂︒
大
月
市
に
あ
る
甲
州
街
道
と
の

追
分
か
ら
︑
目
指
す
は
富
士
吉
田
市
の
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
︒

お
お
む
ね
国
道
１
３
９
号
を
中
心
に
︑
２
カ
月
に
１
回
ほ
ど
の
ペ
ー

ス
で
各
地
域
を
歩
き
ま
し
た
︒

本
誌
で
は
︑
全
16
回
の
﹁
富
士
道
を
歩
く
会
﹂
で
出
会
っ
た
古
道
の

面
影
や
路
傍
の
石
造
物
︑
神
社
仏
閣
︑
印
象
深
い
風
景
な
ど
を
写
真

と
と
も
に
ご
紹
介
し
ま
す
︒

寄
り
道
し
た
り
︑
車
に
乗
っ
た
り
︑
も
と
来
た
場
所
へ
戻
っ
た
り
︒

歩
く
ペ
ー
ス
や
方
法
は
も
と
よ
り
︑
参
加
す
る
顔
ぶ
れ
や
年
齢
層
は

毎
回
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
が
︑
じ
っ
く
り
と
歩
み
を
進
め
る
な
か
で
︑

沿
道
の
地
域
へ
の
眼
差
し
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
︒
私
た

ち
の
記
録
が
︑
先
人
の
辿
っ
て
き
た
長
い
道
の
り
を
見
つ
め
な
お
す

一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
︒

3 富士道を歩く会
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06	 富士道を歩く会とは

08	 第 1 回	 追分の発見から

10	 第 2 回	 庚申塔と出会う

12	 第 3 回	 「寄り道」の小形山

14	 第 4 回	 富士道の旧道を見下ろす

16	 第 5 回	 地域の財産「地名」

18	 第 6 回	 山道に眠る石塔

20	 コラム・富士道の四季折々①

22	 第 7 回	 さまざまな時代の横断

24	 第 8 回	 記録メモから振り返る

26	 第 9 回	 「水源地」への道

28	 第 10 回	 不意なるものとの出会い

contents

出発地

四日市場

上谷

小沼

田野倉
小形山

下谷

十日市場
夏狩

甲州街道

谷村

第1回 p08-09

第 4 回 p14-15

第 7 回 p22-23

第10 回 p28-29

第 2 回 p10-11

第 5 回 p16-17

第 8 回 p24-25

第11回 p30-31

第 3 回 p12-13

第 6 回 p18-19

第 9 回 p26-27

第16 回 p42-43

第15 回 p40-41

30	 第 11 回	 忘れられない風景

32	 コラム・富士道の四季折々②

34	 第 12 回	 長い年月に気づくこと

36	 第 13 回	 御師と富士講信者の話　

38	 第 14 回	 街道への追憶

40	 第 15 回	 道祖神の「火投げ祭り」

42	 第 16 回	 祈りとともに生きる地域

44	 地域交流センター通信から

46	 歩いた地域ＭＡＰ

48	 歩く会を振り返る

52	 富士道歩きの単語帳

54	 富士道を歩き終えて

4Field・ Note   ブックレット1
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富士道MAP

吉田

鎌倉街道

北口本宮
冨士浅間神社

下吉田

第14 回 p38-39

第13 回 p36-37

第12 回 p34-35

目的地

5 富士道を歩く会
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？

私
た
ち
が
歩
い
た
道
と
は

標
高
３
７
７
６
ｍ
。
山

梨
県
と
静
岡
県
に
ま
た

が
る
日
本
最
高
峰
の
活

火
山
、
富
士
山
は
、
古

来
霊
峰
と
し
て
信
仰
を

集
め
て
き
た
。
江
戸
時

代
後
期
に
は
富
士
講
と

呼
ば
れ
る
団
体
が
各
地

で
組
織
さ
れ
、
み
な
こ

ぞ
っ
て
「
御
山
」
へ
の
登

拝
を
目
指
し
た
と
い
う
。

私
た
ち
が
歩
い
た
「
富ふ

士じ

道み
ち

」（
大
月
─
吉
田
間
）

は
、
富
士
講
の
人
々
が
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も
っ
と
も
よ
く
利
用
し

た
参
詣
道
の
一
つ
で
、

富
士
街
道
や
谷や

村む
ら

路じ

な

ど
と
も
呼
ば
れ
て
き

た
。
道
筋
は
時
代
に
よ

っ
て
大
き
く
変
遷
を
遂

げ
て
い
る
が
、
現
代
の

国
道
１
３
９
号
と
重
な

る
部
分
が
多
い
。

距
離
に
し
て
、
約
23
㎞
。

実
際
に
歩
く
な
か
で
何

を
見
聞
き
し
、
そ
こ
か

ら
何
を
考
え
た
の
か
。

２
年
に
及
ぶ
探
訪
の
旅

が
始
ま
っ
た
。
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記
念
す
べ
き
初
回
、気
候
に
恵
ま
れ「
歩

く
会
」
日
和
と
な
っ
た
。
都
留
文
科
大
学

前
駅
に
そ
ぞ
ろ
に
待
ち
合
わ
せ
、
13
時
台

発
の
富
士
急
行
線
で
各
回
の
出
発
地
点
へ

向
か
う
。
こ
れ
が
、
学
生
の
参
加
者
に
と

っ
て
歩
く
会
の
集
合
方
法
の
常
で
あ
っ

た
。
初
回
は
上
大
月
駅
が
出
発
地
。
移
動

の
あ
い
だ
車
窓
か
ら
眺
め
た
の
ど
か
で
懐

古
的
な
町
並
み
に
、
こ
れ
か
ら
歩
く
道
の

歴
史
的
な
奥
深
さ
を
期
待
す
る
。
電
車
で

30
分
と
い
う
移
動
時
間
は
、
先
人
た
ち
の

徒
歩
暮
ら
し
に
畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
。

　

駅
に
着
い
て
、
先
生
方
を
先
頭
に
歩
み

始
め
る
。
要
所
で
立
ち
止
ま
り
、
事
前
に

配
布
さ
れ
た
資
料
に
目
を
落
と
し
な
が
ら

先
生
方
の
お
話
を
聴
く
が
、
資
料
の
古
い

地
図
の
読
み
取
り
が
ど
う
も
お
ぼ
つ
か

ず
、
大
勢
で
い
る
の
に
道
中
は
終
始
迷
子

の
気
分
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
、「
こ
の
道
は
昔
小
さ
な

追
分
の
発
見
か
ら

よく見ると「左 ふじみち」、「右 甲州道中」と彫
られている。上大月駅から歩いて５分のところ

にあるこの道標は、当時の富士講行者を富士山へ

と誘う大切な役割を果たした。

第1回
2012.5.27

大月市

─
─
上
大
月
駅
か
ら
三
嶋
神
社
ま
で
─
─

8Field・ Note   ブックレット1
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橋
だ
っ
た
」
と
か
「
目
の
前
の
住
宅
地
は
、

古
く
は
田
畑
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
先
生

方
の
細
や
か
な
記
憶
は
、
富
士
道
を
思
い

描
く
の
に
大
変
心
強
い
。
苔
む
し
た
道
標

も
、
二
本
の
大
道
の
古
く
か
ら
の
存
在
に

実
感
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。

　

こ
の
道
標
で
あ
る
が
、
昭
和
20
年
以
降

国
道
の
建
設
に
伴
い
移
動
し
た
と
い
う
。

上
部
に
力
強
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
正
の
字

は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
先
生
方

に
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
明
確
に
は
分
か

ら
な
い
が
、
建
立
し
た
講
社
の
名
称
の
可

能
性
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
富
士
山

の
図
柄
も
刻
ま
れ
て
お
り
、
百
年
以
上
前

の
人
々
の
富
士
山
信
仰
の
深
さ
が
垣
間
見

ら
れ
る
よ
う
だ
。

　

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
石
碑
は

一
瞥
す
る
だ
け
の
何
気
な
い
存
在
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
今
、
目
の

前
に
す
る
と
、
ま
じ
ま
じ
と
見
入
っ
た
り

触
っ
た
り
し
た
く
な
る
。
雨
の
日
も
風
の

日
も
人
々
の
道
標
と
な
っ
て
い
た
と
い
う

事
実
を
、
苔
む
し
て
年
月
を
感
じ
さ
せ
る

外
観
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
、
感
慨
深

い
か
ら
だ
。 

（上）内藤さんのお話を聴く一行／（右下）大月東中学校の付近でかつての追分の位置を探る／（左下）139号を進む

9 富士道を歩く会
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第2回
2012.6.23

都留市

庚
申
塔
と
出
会
う

─
─
田
野
倉
駅
か
ら
落
合
水
路
橋
ま
で
─
─

川を見下ろしながら道を歩く。舟
ふな

場
ば

橋
ばし

のかかる

辺りでは、昔は子どもたちが川で泳いだという。

耳をすますと涼しげなカジカガエルの鳴き声が聞

こえる。しっとりとした曇り空の６月下旬、道ば

たの緑は生きいきとして、顔をあげれば淡いクリ

の花が満開である。レンガ造りの見事な落合水

路橋のたもとでは、あじさいの花が色づき始め

ていた。

10Field・ Note   ブックレット1
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甘
酒
橋
の
脇
、
道
祖
神
と
馬
頭
観
音
に

は
さ
ま
れ
て
特
徴
的
な
彫
刻
の
あ
る
石
塔

が
あ
っ
た
。
庚こ
う

申し
ん

塔と
う

と
い
う
ら
し
い
。
石

造
物
に
詳
し
い
安や
す

富と
み

一か
ず

夫お

さ
ん
が
教
え
て

く
れ
た
。

　

人
の
お
腹
の
な
か
の
虫
、
三さ
ん

尸し

が
、
庚

申
の
夜
、
天
に
登
っ
て
神
様
に
悪
事
を
告

げ
口
す
る
と
、
そ
の
人
間
の
寿
命
が
縮
ま

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
庚
申

の
夜
に
つ
ど
い
、
一
晩
中
起
き
て
い
る
の

が
庚
申
待
だ
。
そ
の
証
に
建
て
ら
れ
た
庚

申
塔
に
は
、
本
尊
の
青
し
ょ
う

面め
ん

金こ
ん

剛ご
う

や
三
猿
な

ど
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

お
腹
の
な
か
の
虫
と
い
い
、
猿
の
彫
刻

と
い
い
、
先
人
の
発
想
は
な
ん
て
豊
か
で

お
も
し
ろ
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
以
来
、

庚
申
塔
は
自
分
に
と
っ
て
数
少
な
い
馴
染

み
の
あ
る
石
碑
の
一
つ
と
な
っ
た
。 

　

道
ば
た
の
石
碑
一
つ
ひ
と
つ
に
物
語
が

あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
た
び
、
そ
の

も
の
が
持
っ
て
い
る
世
界
の
奥
深
さ
に
驚

い
て
ば
か
り
だ
。
気
に
な
り
な
が
ら
も
な

ん
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
い
た
「
石
造
物
」

に
、
富
士
道
を
歩
き
な
が
ら
あ
ら
た
め
て

出
会
え
て
い
る
。 

（上）石造物があればそろって立ち止まる／（右下）山へ遷座した熊野権現／（左下）3つの川が合流する落合水路橋

11 富士道を歩く会
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第3回
2012.7.29

都留市

「
寄
り
道
」
の
小
形
山

　
「
見
て
お
き
た
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ

る
ん
で
す
ね
」。
郷
土
研
究
会
の
会
長
で

あ
る
内な
い

藤と
う

恭や
す

義よ
し

さ
ん
は
冒
頭
、
富
士
道
か

ら
外
れ
て
小
形
山
方
面
を
歩
く
理
由
を
こ

う
説
明
し
た
。
木
陰
を
一
歩
出
れ
ば
、
こ

れ
で
も
か
と
汗
が
噴
き
出
る
真
夏
の
午

後
。
か
つ
て
は
舟
の
渡
し
場
が
あ
っ
た
と

い
う
舟
場
橋
の
上
か
ら
は
、
桂
川
の
水
流

に
親
し
む
活
発
な
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
う

か
が
え
た
。

　

こ
の
日
、
私
が
も
っ
と
も
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
冨ふ

春し
ゅ
ん

寺じ

と
い
う
お
寺
が
建
て
ら

れ
た
方
向（
向
き
）に
つ
い
て（
45
頁
参
照
）。

主
要
な
街
道
だ
っ
た
は
ず
の
富
士
道
に
対

し
、
な
ぜ
背
を
向
け
る
よ
う
に
し
て
本
堂

が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
か
。そ
の
理
由
は
、

富
士
道
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
時
代
の
街
道

に
あ
っ
た
。
道
の
変
遷
の
仕
方
や
、
堂
宇

か
ら
や
や
離
れ
場
所
に
あ
る
「
萬ば
ん

霊れ
い

等と
う

」

と
い
う
石
碑
に
触
れ
な
が
ら
、
謎
解
き
を

私たちはなぜ、じっさいに現場に出て各地域を

訪ね歩くのか。

都留市北部、桂川左岸に位置する小
お

形
がた

山
やま

で考えた、

実地に学ぶ意義や歩く会の性格について。

─
─
田
野
倉
駅
か
ら
「
乳
神
様
」
ま
で
─
─

12Field・ Note   ブックレット1
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す
る
よ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
る
内
藤
さ

ん
。そ
の
世
界
に
ぐ
い
と
引
き
込
ま
れ
た
。

　

点
在
す
る
事
象
に
着
目
し
、
山
手
の
ほ

う
に
古
道
が
走
っ
て
い
た
と
い
う
知
識
を

つ
な
ぎ
に
、
そ
れ
ら
を
突
き
合
わ
せ
て
過

去
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
。
机
上
で
本
の

内
容
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
る
の
と
は
異

な
る
積
極
的
な
歴
史
と
の
関
わ
り
方
を
示

し
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
経
験

の
浅
い
私
た
ち
が
す
ぐ
に
そ
れ
を
実
践
で

き
る
と
は
限
ら
な
い
け
れ
ど
、
現
地
へ
足

を
運
ん
で
実
物
に
接
し
、
考
え
、
郷
土
史

に
明
る
い
方
々
に
ヒ
ン
ト
を
も
ら
い
な
が

ら
、
自
ら
も
歴
史
を
探
訪
す
る
一
人
の
当

事
者
に
な
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

熟
練
し
た
先
達
た
ち
の
案
内
に
よ
っ

て
、
舟
場
橋
か
ら
冨
春
寺
、
明
治
時
代
の

校
舎
を
保
存
す
る
尾お

県が
た

郷
土
資
料
館
、
ケ

ヤ
キ
の
大
樹
が
あ
っ
た
と
い
う
稲
村
神

社
、民
話
や
言
い
伝
え
が
残
る
「
弁
慶
石
」

や
「
乳
神
様
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
を

ま
わ
っ
た
第
３
回
。こ
の
日
の
大
胆
な「
寄

り
道
」
は
、
行
く
先
々
で
の
収
穫
や
各
回

の
内
容
を
重
視
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
予

定
し
て
い
た
道
順
す
ら
変
え
て
し
ま
う
歩

く
会
の
性
格
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
。

13 富士道を歩く会
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第4回
2012.9.29

都留市

　

禾か

生せ
い

駅
を
降
り
立
ち
、
ス
タ
ー
ト
し
た

こ
の
回
。
は
じ
め
に
、
資
料
と
し
て
手
元

に
用
意
し
て
い
た
だ
い
た
「
井い

倉ぐ
ら

村む
ら

」
と

「
古ふ
る

川か
わ

渡ど

村む
ら

」
の
古
地
図
に
目
を
落
と
す
。

よ
く
見
る
と
、
菅す
げ

野の

川
（
地
図
で
は
小
野

川
と
表
記
）
を
隔
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村

が
隣
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

菅
野
川
沿
い
を
歩
い
て
い
る
と
、「
井
倉

土
地
区
画
整
理
事
業
」
と
書
か
れ
た
立
派

な
記
念
碑
を
見
つ
け
た
。
こ
の
碑
と
出
く

わ
す
こ
と
で
、
か
つ
て
広
が
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
景
色
と
は
違
っ
た
町
並
み
に
な
っ

て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。

国
道
１
３
９
号
と
旧
富
士
道

　

旧
富
士
道
は
現
在
の
国
道
１
３
９
号
と

完
全
に
は
一
致
し
な
い
。

　
「
あ
そ
こ
に
祠
が
あ
る
で
し
ょ
」
と
指

差
す
先
に
、
祠
ら
し
き
も
の
が
４
つ
、
整

列
し
て
あ
る
。こ
の
祠
を
表
向
き
に
し
て
、

通称、「富士みち」と呼ばれる国道１３９号と平行

して走る道。見下ろす先にも道がある。これ

こそ、昔の富士道だという。

よく見ると、下の道には小さな石の祠が並んでいる。

この祠の存在が、当時の「道」を教えてくれている。

富
士
道
の
旧
道
を
見
下
ろ
す

─
─
禾
生
駅
か
ら
東
陽
院
ま
で
─
─

14Field・ Note   ブックレット1
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古
く
に
使
わ
れ
た
道
が
走
っ
て
い
た
と
い

う
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
旧
道
こ
そ
富
士

道
だ
と
い
う
。
車
の
走
っ
て
い
る
跡
が
あ

る
か
ら
、
い
ま
な
お
住
民
の
生
き
た
道
で

は
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
視

点
を
投
げ
か
け
ら
れ
な
い
と
、
ど
う
し
て

も
目
に
入
っ
て
こ
な
い
道
で
も
あ
る
。

　

こ
の
旧
道
沿
い
を
辿
っ
て
菅
野
川
を
上

っ
て
行
く
と
、
道
沿
い
に
子
持
ち
地
蔵
が

あ
り
、
少
し
大
回
り
す
る
と
生お
い

出で

神
社
が

あ
る
。
さ
ら
に
菅
野
川
に
沿
う
よ
う
に
歩

い
て
古
い
橋
を
渡
る
と
、
住
宅
地
の
な
か

に
細
い
裏
道
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
く

る
。
こ
の
通
り
で
、「
富
士
道
ア
メ
ヤ
坂
」

と
記
さ
れ
た
道
標
と
対
面
し
た
。
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
石
碑
と
比
べ
字
が
く
っ
き
り

読
め
る
た
め
、
先
人
の
道
を
辿
る
身
と
し

て
は
あ
り
が
た
い
。
ま
さ
に
現
代
版
の
道

標
で
あ
る
。
こ
の
道
標
を
頼
り
に
進
む
と

国
道
１
３
９
号
へ
と
出
て
き
た
。
ま
た
、

こ
こ
か
ら
が
富
士
道
で
あ
る
。

　

今
は
「
裏
道
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な

と
こ
ろ
に
、
か
つ
て
の
面
影
が
あ
る
。
い

つ
の
時
代
、そ
れ
が「
裏
」へ
と
移
る
の
か
。

道
自
体
の
変
遷
も
ま
た
、
富
士
道
を
歩
く

重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

道標東陽院

生出神社

子持ち地蔵尊
文

旧道を示す祠
国道 139号

都留バイパス

桂川禾生

菅野川

道標道標道標東陽院

生出神社生出神社生出神社

子持ち地蔵尊子持ち地蔵尊菅野川菅野川

生出山

井倉・古川渡周辺MAP

15 富士道を歩く会
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第5回
2012.11.10

都留市

地
域
の
財
産
「
地
名
」

　

前
回
の
禾
生
駅
か
ら
、
菅
野
川
と
ほ
ぼ

平
行
し
て
走
る
国
道
１
３
９
号
を
富
士
山

方
面
へ
進
む
と
、
赤
坂
駅
近
辺
に
辿
り
着

く
。
赤
坂
駅
周
辺
は
四よ
っ

日か

市い
ち

場ば

村
と
呼
ば

れ
て
い
た
地
域
。「
市
場
」
と
い
う
地
名

に
は
交
易
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
反
映

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
証
拠
に
、
１

３
９
号
沿
い
に
は
市
神
様
が
大
切
に
祀
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
街
な
か
で
は
街
祖
神

と
出
逢
っ
た
。
道
祖
神
は
す
で
に
何
体
も

拝
ん
で
き
て
お
り
、
少
し
ば
か
り
出
逢
い

方
も
心
得
て
い
た
が
、「
街
」
の
名
が
つ

く
も
の
は
珍
し
い
。
そ
れ
を
珍
し
い
と
い

う
心
持
ち
に
な
っ
て
き
て
い
る
自
分
に
驚

い
た
。
聞
く
と
、
道
祖
神
と
大
き
な
違
い

は
な
い
と
い
う
。「
街
」
に
は
「
十
字
路
」

や
「
道
」
の
意
味
も
あ
り
、
あ
え
て
「
街

祖
神
」
と
し
た
人
は
、
か
な
り
の
知
識
人

で
は
な
い
か
と
の
話
で
あ
る
。

　

街
祖
神
か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
、
家
中
川

時折、イチョウが舞い降りてくる時季の生出神社。

「おいでさん」と呼ばれ、地元の人々に親し

まれている。背が高い社殿を見上げると、細かく彫

刻された壁面の模様が見えてくる。巨大な造りに見

られる緻密な技に、ただただ圧倒される。

─
─
旧
四
日
市
場
村
あ
た
り
─
─

16Field・ Note   ブックレット1
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生出山

菅野川

市神社
家中川

生出神社街祖神

清泉寺

保寿院

赤坂

生出山

菅野川菅野川菅野川菅野川

市神社市神社市神社

生出神社生出神社

沿
い
の
細
い
道
を
抜
け
て
行
く
。じ
つ
は
、

こ
れ
も
富
士
道
の
旧
道
だ
。
１
３
９
号
沿

い
に
出
て
、
都
留
市
で
も
っ
と
も
大
き
い

神
社
「
生
出
神
社
」
へ
お
参
り
し
た
。
毎

年
９
月
に
行
な
わ
れ
る
例
祭
は
、
都
留
市

で
有
名
な
「
八は
っ

朔さ
く

祭ま
つ
り

」。
こ
れ
ま
で
歩
い

て
き
た
な
か
で
も
、
人
が
作
り
上
げ
て
き

た
文
化
が
見
え
隠
れ
す
る
土
地
だ
な
、
と

い
う
印
象
を
持
っ
た
。　

　

こ
の
回
で
さ
ら
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と

は
、
地
名
だ
。
生
出
神
社
は
、
菅
野
川
を

背
に
し
て
生
出
山
の
麓
に
建
っ
て
い
る
。

今
で
こ
そ
住
所
は
都
留
市
四
日
市
場
だ

が
、
こ
の
辺
り
は
、「
生
出
山
表お
も
て

向む
き

」
や

「
生
出
山
南み
な
み

向む
き

」
な
ど
の
小こ

字あ
ざ

も
残
っ
て

い
る
。
生
出
神
社
か
ら
少
し
歩
い
た
と
こ

ろ
に
あ
る
清
泉
寺
の
小
字
こ
そ
「
生
出
山

表
向
」。
地
名
そ
の
も
の
も
方
角
を
知
る

道
標
に
な
る
の
だ
な
と
、
こ
の
と
き
思
い

至
っ
た
。
今
の
時
代
は
大
き
な
も
の
に
包

ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
昔
は
小
さ
な

単
位
で
地
名
が
つ
き
、
そ
の
「
場
」
を
具

体
的
に
示
し
て
い
た
の
だ
。
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
地
域
の
財
産
の
一
つ
が
地
名
か
も
し

れ
な
い
。
そ
ん
な
思
い
に
も
駆
ら
れ
た
回

と
な
っ
た
。

四日市場・下谷周辺MAP

17 富士道を歩く会
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第6回
2012.12.8

都留市

山
道
に
眠
る
石
塔

　

冬
ら
し
く
、
日
中
で
も
冷
え
び
え
し
て

い
た
12
月
8
日
。
第
6
回
目
は
赤
坂
駅
か

ら
の
出
発
で
、
国
道
１
３
９
号
沿
い
の
山

道
と
民
家
沿
い
の
道
が
お
も
な
経
路
で
あ

っ
た
。
木
立
が
立
ち
並
ぶ
細
い
道
を
、
枯

葉
を
踏
み
し
め
な
が
ら
歩
を
進
め
る
。
山

道
を
ゆ
く
な
か
で
、
古
い
石
碑
の
数
々
を

目
に
す
る
。
山
の
斜
面
に
ひ
と
か
た
ま
り

に
集
め
ら
れ
た
よ
う
に
立
っ
て
お
り
、
国

道
を
建
設
す
る
際
に
、
移
動
さ
せ
、
ひ
と

ま
と
め
に
し
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
と
、
先
生
方
が
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
。
確
か
に
、
よ
く
よ
く
見
る
と
、

古
く
か
ら
あ
り
そ
う
な
も
の
、
ま
だ
歴
史

の
浅
そ
う
な
も
の
な
ど
、
か
た
ま
り
に
は

統
一
感
が
ほ
ぼ
な
く
、
並
べ
方
に
も
意
図

が
感
じ
ら
れ
ず
、
無
造
作
に
並
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。そ
れ
で
も
、

各
々
の
石
塔
に
は
何
か
し
ら
の
意
味
や
、

人
々
が
込
め
た
祈
り
が
確
か
に
あ
る
と
い

─
─
赤
坂
駅
か
ら
東
漸
寺
ま
で
─
─

深泉院へと続く山道を進む一行。ここは、旧富
士道。 狭い道には、馬頭観音や庚申塔、廿

三夜塔など、数多くの石碑が眠っていた。

18Field・ Note   ブックレット1
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（上）元あった場所から移動しても、込められた祈りを背負って佇む石像／（右下）金比羅神社／（左下）深泉院の十王堂

う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
、

建
立
当
時
に
意
図
さ
れ
た
あ
り
方
で
、
ま

た
元
あ
っ
た
場
所
に
は
存
在
し
て
い
な
い

が
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
地
域
の
歴
史
に
思

い
を
馳
せ
さ
せ
る
。
海
底
の
沈
没
船
の
よ

う
な
、
奥
深
い
存
在
感
が
強
く
印
象
に
刻

ま
れ
た
。

　

都
留
市
駅
近
く
の
、
の
ど
か
な
民
家
沿

い
に
神
社
が
あ
る
。
小
作
り
な
石
段
は
、

鮮
や
か
な
朱
色
の
鳥
居
に
続
い
て
お
り
、

そ
の
中
央
に
は
「
金
比
羅
神
社
」
の
木
札

が
あ
る
。
木
々
や
枯
葉
の
、
茶
色
と
緑
の

景
色
の
な
か
で
、
ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
ぱ

っ
と
目
に
付
き
、
ま
だ
新
し
い
も
の
の
よ

う
な
印
象
を
受
け
た
。先
生
方
に
よ
る
と
、

こ
こ
は
明
治
時
代
ま
で
罪
人
の
仕
置
場
と

な
っ
て
お
り
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
も

し
か
す
る
と
そ
う
い
っ
た
経
緯
を
も
と
に

作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
山
道
の
斜
面
に
あ
る
石
塔
、

金
比
羅
神
社
の
鳥
居
。
両
者
の
歴
史
的
背

景
を
知
る
と
、
そ
の
も
の
へ
の
心
象
が
大

き
く
変
わ
る
。
富
士
道
に
は
数
知
れ
な
い

神
社
・
お
寺
・
石
塔
が
点
在
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
に
触
れ
て
研
究
会
の
先
生
方
の
視

点
に
一
歩
で
も
近
づ
き
た
い
。

19 富士道を歩く会
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2012 年 11 月 10 日、生出神社周辺を歩いた回のこと。夕日の
あたる田んぼ沿いを歩きながら安富一夫さんに「ひつじ」を
教えてもらった。「ひつじ」とは、収穫後の稲の切り株から生
えてくる新しい芽のこと。「干土（ひつち）」がなまって「ひ
つじ」となったらしい。「ひつじ」が生えている田を「ひつじ田」
とも呼ぶらしい。こんなありふれた景色にも、きちんと呼び
名がつけられているとは。ふだん見慣れている風景がなんだ
か親しみを帯びてきた。名付けた先人の田んぼへの細やかな
眼差しに、驚かずにはいられない。

穭（ひつじ・ひつち）

column ＊ 01

富士道の
 四季折々①

20Field・ Note   ブックレット1
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富士道を歩いていると、よく出会う木が桑の木だ。庭木と違い、
道ばたに 1 本、ぽつんとあって、手入れされずに伸びた枝葉
が小さな日陰をつくっている。これは数十年前まで郡内の一
大産業だった養蚕の名残だ。なかでも養蚕用に山梨県内で品
種改良されたのが「一の瀬」桑で、栄養があり、柔らかくみ
ずみずしい大きな葉は、良い繭をつくる蚕を育てるために欠
かせないものだったそうだ。道の端に佇む桑の木は、かつて
の暮らしの痕跡をひっそりと今に伝えている。

一の瀬桑（養蚕のなごり）

column ＊ 02

香西 恵＝文・写真

21 富士道を歩く会
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第7回
2013.3.2

都留市

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
横
断

　

こ
の
神
社
の
神
様
は
、男
性
だ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
女
性
だ
ろ
う
か
。
こ
の
日
の
集

合
場
所
と
な
っ
た
仲
町
大
神
宮
で
そ
う
問

い
か
け
ら
れ
た
。一
般
的
な
神
社
建
築
は
、

そ
の
社
に
祀
ら
れ
る
の
が
男
性
か
女
性
か

に
よ
っ
て
屋
根
に
取
り
付
け
る
「
千ち

木ぎ

」

や
「
堅か
つ

魚お

木ぎ

」
と
い
っ
た
装
飾
の
形
・
数

が
異
な
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
仲
町

大
神
宮
は
そ
の
原
則
に
は
一
致
し
て
い
な

い
ら
し
い
。
単
純
な
間
違
い
か
も
し
れ
な

い
し
、
建
物
は
そ
の
ま
ま
に
祭
神
が
変
わ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
般
的
に
知
ら

れ
て
い
る
原
則
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の

が
、
じ
つ
は
地
域
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

仲
町
周
辺
で
は
、
お
も
に
太
平
洋
戦
争

中
の
話
を
う
か
が
っ
た
。
か
つ
て
は
桜
の

名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
大
神
宮
の
界
隈
が

食
糧
難
の
お
り
に
イ
モ
畑
に
変
え
ら
れ
た

こ
と
。
都
留
市
護
国
神
社
の
境
内
に
は
日

─
─
仲
町
大
神
宮
か
ら
長
安
寺
ま
で
─
─

大月の追分を出発したとき、戦争の記憶に接す

るとは思ってもみなかった。

しかしそれは、地域史をひもとく重要な切り口であ

ることに違いなかった。

22Field・ Note   ブックレット1
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（上）「大手」から、かつて谷村城があった方面を眺める／（右下）都留市商家資料館／（左下）顕彰碑の前にて

露
戦
争
の
記
念
と
し
て
機
雷
が
置
か
れ
て

い
た
こ
と
。
顕
彰
碑
の
前
で
は
、
軍
事
教

練
を
受
け
た
話
や
大
陸
へ
渡
っ
て
い
っ
た

仲
間
の
話
を
聞
い
た
。
実
体
験
に
基
づ
く

記
憶
の
数
々
は
、
こ
の
地
域
に
も
影
を
落

と
し
た
「
戦
争
」
の
一
端
を
克
明
に
も
の

が
た
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
ほ
か
と
な

ん
ら
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
た
神
社
や

石
造
物
の
印
象
を
一
変
さ
せ
た
。

　

街
の
裏
通
り
に
あ
た
る
寺
川
沿
い
に
進

み
、城
下
町
時
代
の
名
残
で
あ
る
「
大
手
」

と
い
う
場
所
へ
。
こ
こ
か
ら
程
近
い
場
所

に
あ
る
都
留
市
商
家
資
料
館
（
旧
仁
科
家

住
宅
）
で
は
館
長
の
藤ふ
じ

森も
り

利と
し

光み
つ

さ
ん
に
迎

え
入
れ
て
い
た
だ
き
、
大
正
か
ら
昭
和
に

か
け
て
郡
内
地
方
を
支
え
て
い
た
織
物
業

の
展
示
を
見
学
し
た
。
朱
塗
り
の
山
門
が

美
し
い
長
安
寺
で
は
、
前
住
職
の
花は
な

園ぞ
の

光み
つ

明あ
き

さ
ん
に
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か

け
て
の
谷
村
の
様
子
を
解
説
し
て
い
た
だ

い
た
。

　

私
た
ち
は
、
一
緒
に
歩
い
て
い
る
郷
土

研
究
会
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
々

に
出
会
っ
た
街
な
か
の
案
内
人
に
導
か

れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま

な
時
代
を
横
断
し
て
い
た
。

23 富士道を歩く会
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第8回
2013.3.24

都留市

記
録
メ
モ
か
ら
振
り
返
る

─
─
城
南
公
園
か
ら
普
門
寺
ま
で
─
─

▼
13
時
36
分
、城
南
公
園
。
家
中
川
の「
家

中
」
は
大
名
家
の
家
中
、
つ
ま
り
、
家
臣

団
の
意
味
。
武
士
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
地
名
。
新
町
と
早
馬
町
の
境
は
細

い
路
地
。
近
く
で
医
院
を
し
て
い
た
家
の

屋
号
に
ち
な
み
、
十
一
屋
横
丁
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
13
時
52
分
、
金
毘
羅
神
社
。
以

前
は
通
り
に
面
し
て
鳥
居
が
あ
っ
た
が
今

で
は
な
く
な
っ
た
。
も
と
も
と
は
川
棚
地

区
か
ら
遷
し
て
き
た
神
様
で
、
昔
は
東
正

院
と
称
し
て
い
た
。

▼
14
時
14
分
、
天
神
社
。
境
内
入
口
の
石

灯
籠
は
、『
甲か

斐い

国こ
く

志し

』
編
纂
の
成
功
を

祈
願
し
た
も
の
で
、
森も
り

嶋し
ま

其き

進し
ん

の
門
弟
た

ち
が
師
匠
の
た
め
に
奉
納
し
た
。
当
時
の

人
の
願
い
が
は
っ
き
り
分
か
る
。
境
内
下

の
公
園
で
は
、
そ
の
昔
馬
市
場
が
開
か
れ

て
い
た
。
馬ば

喰く
ろ
う

た
ち
が
値
段
交
渉
す
る
威

勢
の
よ
い
声
が
聞
こ
え
た
と
い
う
。
14
時

36
分
、
西
願
寺
。
寺
川
に
か
か
る
石
の
橋

郡内のこと都留市のこと、昔の暮らしや今では見

られない風景。

ここでは第８回で記録したメモの一部から、谷村町

周辺を歩いた日のことを振り返ってみよう。

24Field・ Note   ブックレット1
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（上）西願寺前の石橋。下を流れるのが寺川／（右下）天神社の石灯籠／（左下）水車小屋の跡地

が
、
改
修
工
事
さ
れ
る
以
前
の
広
い
川
幅

を
伝
え
て
い
る
。

▼
14
時
45
分
、
金
山
神
社
。
屋
根
の
向
拝

と
い
う
部
分
は
流
れ
向
拝
と
い
う
種
類
。

彫
刻
さ
れ
た
動
物
は
ゾ
ウ
な
の
か
バ
ク
な

の
か
。
安
富
さ
ん
が
青
年
の
こ
ろ
は
、
こ

の
神
社
の
鳥
居
か
ら
滝
下
浄
水
場
（
26
頁

参
照
）ま
で
が
見
通
せ
た
。武
井
さ
ん
：「
谷

村
の
穀
倉
地
帯
で
ね
、
良
い
田
ん
ぼ
だ
っ

た
ん
だ
よ
」。

▼
15
時
05
分
、
国
道
１
３
９
号
「
金
山
神

社
」
信
号
。
中
川
と
寺
川
か
ら
引
き
込
ん

だ
灌
漑
用
水
が
立
体
交
差
し
て
い
る
。
江

戸
時
代
か
ら
す
で
に
こ
の
よ
う
な
珍
し
い

造
り
だ
っ
た
。
美
容
室
前
の
水
路
は
、
戦

後
間
も
な
く
の
こ
ろ
は
見
事
な
石
垣
が
積

ま
れ
て
い
て
、
ア
ヒ
ル
を
飼
っ
た
り
友
禅

流
し
を
し
た
り
し
て
い
た
。「
宅
地
が
増

え
た
ね
え
」「
変
わ
っ
た
ね
え
」。

▼
15
時
20
分
、普
門
寺
。
数
え
歌
で
は「
崖

っ
ぷ
ち
の
普
門
寺
」
と
歌
わ
れ
る
。
引
き

返
し
て
先
ほ
ど
の
灌
漑
用
水
と
家
中
川
と

の
合
流
地
点
。
昔
は
小
さ
な
水
車
小
屋
が

あ
っ
た
。
安
富
さ
ん
：「
ゆ
っ
く
り
歩
い

て
い
る
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
ね
」「
み
ん
な

と
歩
い
て
い
る
と
思
い
出
す
よ
」。

25 富士道を歩く会
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第9回
2013.4.27

都留市

「
水
源
地
」
へ
の
道

丸く刈りこまれたツツジの植え込みが、濃いピン

クや白の花をつけている。歩くと汗ばむほどの

陽気の４月下旬。地元の新田松子さんの案内で

田原の法泉寺から都留市滝下浄水場、佐伯橋ま

でを歩いた。これまで歩いてきたなかでも大学

付近のこの辺りは学生にとって身近な道だ。

─
─
法
泉
寺
か
ら
佐
伯
橋
ま
で
─
─

Field・ Note   ブックレット1 26
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法
泉
寺
か
ら
国
道
１
３
９
号
に
ぶ
つ
か

り
、
山
梨
県
民
信
用
組
合
の
裏
を
抜
け
て

踏
切
を
渡
る
。
渡
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で

右
に
細
い
道
が
の
び
て
い
る
。
こ
こ
を
行

く
と
、
鶴
水
園
を
通
り
す
ぎ
、
滝
下
浄
水

場
へ
と
辿
り
つ
く
。
線
路
で
分
断
さ
れ
て

い
る
た
め
こ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た

が
、
こ
こ
ま
で
が
1
本
の
道
で
あ
る
と
い

う
。
新
田
さ
ん
は
こ
れ
を
「
水
源
地
へ
の

道
」
と
言
っ
て
案
内
し
て
く
れ
た
。
な
る

ほ
ど
、浄
水
場
へ
至
る
道
と
い
う
こ
と
か
。

こ
れ
を
聞
い
て
初
め
て
、
い
つ
も
大
学
へ

通
う
道
の
本
来
の
目
的
地
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
。
浄
水
場
は
、
今
で
は
柵
が
あ
り

中
に
は
入
れ
な
い
が
、
敷
地
内
に
は
ツ
ツ

ジ
が
あ
り
、
新
田
さ
ん
が
子
ど
も
の
こ
ろ

は
そ
こ
で
よ
く
遊
ん
だ
と
い
う
。
手
前
の

鶴
水
園
は
、
浄
水
場
の
完
成
を
記
念
し
て

つ
く
ら
れ
た
市
内
で
最
も
古
い
公
園
ら
し

い
。
こ
の
あ
た
り
、
か
つ
て
は
子
ど
も
た

ち
の
ほ
う
が
馴
染
み
の
道
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。道
は
変
わ
ら
ず
に
あ
っ
て
も
、

時
代
が
変
わ
れ
ば
そ
こ
を
歩
く
人
も
目
的

地
も
変
わ
っ
て
い
く
。
お
話
を
聞
き
な
が

ら
、
い
つ
も
歩
い
て
い
る
道
の
記
憶
を
も

っ
と
知
り
た
く
な
っ
た
。

（上）法泉寺前にある萬霊等（塔）には側面に彫りかけの文字がある／（右下）鶴水園／（左下）浄水場側から踏切を振り返る

27 富士道を歩く会
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第10回
2013.5.25

都留市

不
意
な
る
も
の
と
の
出
会
い

「ちょっと屋根を見てもらえるかな」。歩く会は

高いものもよく見上げる。見たのは破
は

風
ふ

。 三角

部分の板の造りのことで、風よけのためにある。

ここで注目したのは、２階の破風の両端に膨ら

んだ部分。まるで焼き鳥の串の持ち手のような

形をしている。この破風の特徴は郡内でよく見

られるという。

─
─
田
原
の
滝
か
ら
「
お
い
し
か
ね
」
ま
で
─
─

28Field・ Note   ブックレット1
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十日市場・夏狩周辺MAP

　

都
留
文
科
大
学
の
学
生
用
ア
パ
ー
ト
が

建
ち
、
私
た
ち
に
も
馴
染
み
あ
る
十
日
市

場
。
見
知
っ
て
い
る
よ
う
な
町
だ
が
、
先

生
方
と
足
を
踏
み
入
れ
る
と
す
っ
か
り
歴

史
探
求
の
目
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
回
で

は
、
永
寿
院
や
熊
太
郎
稲
荷
神
社
、
小
篠

神
社
な
ど
、
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
神
社

仏
閣
を
巡
っ
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
歩
い
て

き
た
な
か
で
も
、
水
辺
や
田
畑
、
山
な
ど

の
自
然
と
距
離
が
近
い
場
所
に
や
っ
て
き

た
。
季
節
は
田
植
え
の
頃
合
い
。
植
え
ら

れ
た
ば
か
り
の
苗
が
、
低
く
張
ら
れ
た
水

か
ら
顔
を
出
し
て
い
る
。

　

十
日
市
場
駅
の
近
く
を
歩
い
て
い
る

と
、
滝
守
弁
財
天
と
書
か
れ
た
鳥
居
が
目

に
入
る
。
社
が
な
く
、
鳥
居
し
か
見
当
た

ら
な
い
。
そ
の
存
在
の
頼
り
な
さ
と
唐
突

さ
が
印
象
的
だ
。
こ
の
辺
り
は
桂
川
を
は

じ
め
、富
士
山
の
湧
水
も
流
れ
る
土
地
柄
、

水
と
の
関
わ
り
が
深
い
地
帯
。
弁
財
天
は

水
へ
の
信
仰
を
意
味
す
る
。
水
と
隣
り
合

わ
せ
に
暮
ら
し
て
い
く
知
恵
も
必
要
な
地

域
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
出
会
い
か
た
の
不

意
な
る
こ
と
が
、心
を
掴
む
こ
と
も
あ
る
。

土
地
の
人
々
の
心
が
、
形
あ
る
モ
ノ
と
の

遭
遇
か
ら
見
え
た
気
が
し
た
。

十日市場・夏狩周辺MAP十日市場・夏狩周辺MAP十日市場・夏狩周辺MAP十日市場・夏狩周辺MAP十日市場・夏狩周辺MAP

十日市場

都留
文科
大学
前

文

永寿院

おいしかね
長慶寺 桂川

佐伯橋

柄杓流川

都留文科大学

小篠神社

滝守弁財天

熊太郎
稲荷神社
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第11回
2013.6.22

都留市

忘
れ
ら
れ
な
い
風
景

　

忘
れ
ら
れ
な
い
風
景
が
あ
る
。
雨
上
が

り
の
田
園
地
帯
を
歩
い
た
第
11
回
の
一
場

面
だ
。
こ
の
日
は
国
道
１
３
９
号
沿
い
の

衣
料
品
店
前
に
集
合
し
、
長
慶
寺
や
八や
つ

面お
も
て神
社
、
つ
い
で
十
二
天
神
社
な
ど
を

順
に
訪
ね
て
い
っ
た
。

　

道
の
途
中
で
は
、
集
落
が
ど
の
よ
う
な

場
所
に
発
達
し
た
の
か
が
話
題
と
な
っ

た
。
い
ま
で
こ
そ
住
宅
は
日
当
た
り
の
よ

い
場
所
を
選
ん
で
建
て
る
が
、
昔
は
そ
う

い
う
場
所
に
田
ん
ぼ
や
畑
を
作
り
た
か
っ

た
。
日
当
た
り
は
収
穫
量
に
影
響
し
て
く

る
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
古
い
家
は
山
を
背
負

っ
た
日
当
た
り
の
悪
い
場
所
に
多
く
、
ま

た
最
近
で
は
田
畑
を
や
め
て
新
し
く
住
宅

を
建
て
る
よ
う
に
な
っ
て
、
終
戦
当
時
の

風
景
と
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の

だ
と
い
う
。

　

郷
土
研
究
会
の
方
々
は
、
目
の
前
に
見

て
い
る
風
景
の
奥
に
往
時
の
風
景
を
重
ね

─
─
長
慶
寺
か
ら
宝
鏡
寺
ま
で
─
─

富士道歩きの感動は、季節や時間帯によって変化

していく風景のなかにも見出される。時代背景や

大きな変遷があった来歴を思い出すとき、目の前に見

える光景の捉え方が変わってきた。

Field・ Note   ブックレット1 30
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雨上がりの東桂をゆく

見
て
い
る
。
私
た
ち
が
目
視
し
て
い
る
風

景
と
は
往
々
に
し
て
時
間
の
奥
行
き
が
違

う
の
だ
。
そ
の
差
異
に
気
が
つ
く
と
き
は

時
代
の
変
遷
を
記
録
す
る
絶
好
の
機
会
。

書
き
も
ら
す
ま
い
と
メ
モ
を
続
け
る
。

　

空
模
様
を
気
に
し
な
が
ら
柄ひ

杓し
ゃ
く

流な
が
れ

川か
わ

へ
と
降
り
、
落
差
30
ｍ
ほ
ど
の
太
郎
滝
次

郎
滝
を
仰
ぐ
。
引
き
返
し
て
郡
内
地
方
で

は
数
が
少
な
い
と
い
う
双
体
道
祖
神
を
確

認
。
こ
の
道
祖
神
の
周
辺
に
着
く
こ
ろ
に

は
雨
が
本
降
り
と
な
り
、
耕
雲
院
と
い
う

お
寺
で
雨
宿
り
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

大
粒
の
通
り
雨
は
ほ
ど
な
く
し
て
や

み
、
一
路
、
東
桂
の
宝
鏡
寺
を
目
指
す
。

遠
く
三
ツ
峠
に
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
霞
の

流
れ
が
あ
り
、
雲
の
切
れ
間
か
ら
陽
ざ
し

が
差
し
込
ん
で
田
園
地
帯
を
明
る
く
照
ら

し
て
い
る
。
吉
田
方
面
か
ら
の
風
は
植
え

ら
れ
た
ば
か
り
の
稲
を
涼
し
げ
に
揺
ら

し
、
水
面
を
な
で
る
よ
う
に
吹
き
ぬ
け
て

い
っ
た
。
そ
の
光
景
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

近
い
未
来
に
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
地
域
の
い
ま
の
姿
。
急

ぎ
足
で
移
り
変
わ
っ
て
い
く
そ
の
時
そ
の

一
瞬
に
見
ら
れ
る
風
景
を
大
切
に
し
た
い

と
思
っ
た
。

31 富士道を歩く会

富士道入稿_色校戻し再校.indd   31 2015/03/16   2:35



2013 年 12 月 14 日、旧外川家住宅をあとにして吉田の街を歩
いていると、冬の空によく目立つものがある。葉を落とした
ケヤキを彩るヤドリギだ。枝を広げたケヤキをデコレーショ
ンするように、もじゃもじゃしたヤドリギがいくつもくっつ
いている。よく見てみると、赤い実をつけている。緑の葉と
赤い実をぎっしりつけた大きな毬のような姿は、見つけると、
なんだか嬉しい。一年を通してそこにあるのに、気がつくの
は冬のあいだだけ。その昔、富士道を歩いた人々がヤドリギ
を見ることはあっただろうか。

冬のケヤキとヤドリギ

column ＊ 03

富士道の
 四季折々②

32Field・ Note   ブックレット1
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田原の滝から大学方面へ抜ける小径に田んぼがひろがる。4 月
27 日、田んぼは一面、淡い黄緑色に染まっていた。正体はス
ズメノテッポウ。春先の田んぼや畑によく生え、かたく凍っ
ていた田畑を、いっせいに明るい色に塗り替える。田んぼの
端に沿って土の色が見えているのは、トラクターで耕した跡
だろうか。4月下旬、そろそろ田んぼの準備が始まる。

春の田んぼ（スズメノテッポウ）

column ＊ 04

香西 恵＝文・写真

33 富士道を歩く会
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第12回
2013.11.16

富士吉田市

長
い
年
月
に
気
づ
く
こ
と

　

11
月
16
日
、
富
士
道
を
歩
く
会
は
北
口

本
宮
冨
士
浅
間
神
社
へ
。
数
あ
る
浅
間
神

社
の
な
か
で
最
大
の
面
積
を
ほ
こ
る
境
内

は
お
よ
そ
8
万
㎡
。
も
と
も
と
諏
訪
明
神

を
祀
っ
て
い
た
た
め
諏
訪
の
森
と
呼
ば
れ

て
い
る
そ
う
だ
。
ひ
ん
や
り
と
し
た
森
の

な
か
を
伸
び
る
参
道
の
左
右
に
は
１
３
０

基
ほ
ど
の
石
灯
籠
が
並
び
、
一
部
の
石
灯

籠
に
は
卍
の
印
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
神
社

の
は
ず
な
の
に
、
何
故
寺
院
を
表
す
も
の

が
あ
る
の
か
を
内
藤
さ
ん
が
解
説
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
こ
れ
は
神
仏
習
合
の
名
残
だ

と
い
う
。
も
と
も
と
北
口
本
宮
に
は
現
在

あ
る
も
の
と
は
別
に
仏
教
的
建
物
も
あ
っ

た
そ
う
。
何
も
知
ら
ず
に
こ
こ
を
訪
れ
て

い
た
ら
、
参
道
正
面
の
社
殿
を
目
指
し
、

石
灯
籠
に
は
目
も
く
れ
ず
に
通
り
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。

　

木
造
の
鳥
居
と
し
て
は
国
内
最
大
だ
と

い
う
大
鳥
居
は
、
こ
の
と
き
60
年
に
一
度

─
─
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
─
─

富士道を歩く会が最終目的地としていた北口本宮冨

士浅間神社。しかし今回、参加される先生がた

のご都合を考慮して、順路を守ることよりも内容の充

実を優先させて先にゴール地点へ足を運んだ。

34Field・ Note   ブックレット1

富士道入稿_色校戻し再校.indd   34 2015/03/16   2:35



の
改
修
工
事
の
た
め
に
覆
い
が
被
せ
ら
れ

て
い
た
。
覆
い
越
し
に
影
が
見
え
る
の
み

だ
っ
た
け
れ
ど
、
首
を
反
ら
さ
ね
ば
視
界

に
納
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
さ
に
圧
倒

さ
れ
る
。
昔
の
も
の
は
昔
の
も
の
と
い
う

の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
も
残
す
た
め
に

は
手
を
加
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
大
鳥

居
を
直
接
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
も

の
の
、
残
念
だ
と
思
う
以
前
に
、
そ
ん
な

60
年
に
一
度
の
時
に
立
ち
会
う
貴
重
な
経

験
を
で
き
た
の
が
嬉
し
く
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
と
き
は
ち
ょ
う
ど
七
五
三
の
時
期

で
、
拝
殿
前
に
は
着
物
を
着
た
子
供
の
手

を
引
く
家
族
連
れ
が
い
て
華
や
い
だ
雰
囲

気
が
す
る
。
七
色
紅
葉
を
眺
め
て
い
た
と

き
、
頭
上
か
ら
ム
サ
サ
ビ
の
鳴
く
声
が
聞

こ
え
は
っ
と
し
た
。
こ
こ
に
は
社
殿
を
囲

む
よ
う
に
冨
士
太
郎
杉
、
次
郎
杉
、
夫
婦

檜
と
御
神
木
が
立
ち
並
ぶ
。
ど
の
木
か
ら

聞
こ
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
洞
が
あ
り
そ

う
な
立
派
な
大
木
は
、
御
神
木
以
外
に
も

境
内
に
何
本
も
あ
る
。
そ
ん
な
長
い
時
間

を
生
き
る
も
の
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
だ

と
、
ふ
と
感
じ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

35 富士道を歩く会
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第13回
2013.12.14

富士吉田市

御
師
と
富
士
講
信
者
の
話

　

12
月
中
旬
、
御お

師し

の
家
・
旧
外と

川が
わ

家
住

宅
を
訪
れ
る
。

　

御
師
と
は
、
自
宅
に
神
殿
を
備
え
、
遠

方
か
ら
や
っ
て
き
た
富
士
講
の
信
者
た
ち

を
泊
め
、
宿
泊
や
食
事
の
世
話
を
お
こ
な

い
、
富
士
山
信
仰
の
布
教
活
動
や
祈
祷
を

生
業
と
し
て
い
た
人
々
の
こ
と
。

　

富
士
吉
田
市
街
の
富
士
山
を
正
面
に
見

る
大
通
り
は
、
通
り
に
面
し
て
石
の
門
柱

が
そ
こ
か
し
こ
に
残
っ
て
お
り
、
か
つ
て

御
師
の
家
が
立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
今
で
は
現
存
し
て
い
る
も
の

は
少
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
旧

外
川
家
住
宅
だ
。

家
の
中
へ

　

門
を
入
る
と
敷
地
内
に
は
細
い
水
路
が

横
切
っ
て
お
り
、
富
士
講
の
一
行
は
家
に

上
が
る
前
に
ま
ず
こ
の
水
で
手
足
を
清
め

た
と
い
う
。
屋
敷
の
最
奥
部
に
は
コ
ノ
ハ

─
─
旧
外
川
家
住
宅
に
て
─
─

36Field・ Note   ブックレット1
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ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
そ
の
と
な
り
に
は
食じ
き

行ぎ
ょ
う

身み

禄ろ
く

が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
一
行
は
こ

こ
に
お
参
り
を
し
て
、
富
士
登
拝
に
発
っ

て
行
っ
た
。

　

屋
敷
の
な
か
に
は
富
士
講
に
ま
つ
わ
る

さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
展
示
し
て
あ
っ
た

が
、
こ
の
日
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
が
、

富
士
講
信
者
た
ち
の
富
士
登
拝
に
対
す
る

心
構
え
の
話
だ
。
信
者
た
ち
は
皆
、
白
い

装
束
に
身
を
固
め
て
登
拝
に
挑
む
。
富
士

山
に
登
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
大
変

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
命
を
落
と
す
か
も
し

れ
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
の
旅
の
覚
悟
が
白
い

装
束
に
表
れ
て
い
る
。
今
の
自
分
た
ち
に

は
想
像
も
で
き
な
い
覚
悟
を
持
っ
て
、
富

士
道
を
歩
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
思
う
と
、
こ
れ
ま
で
の
道
の
り
が

ま
っ
た
く
違
う
も
の
と
し
て
見
え
て
く

る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
寄
り
道
し
て
、
気

ま
ま
に
歩
い
て
き
た
け
れ
ど
、
果
た
し
て

富
士
道
を
行
く
信
者
た
ち
の
胸
に
は
ど
ん

な
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
へ

来
て
あ
ら
た
め
て
思
い
を
馳
せ
る
機
会
と

な
っ
た
。

（上）スタッフのかたが解説をしてくださる／（右下）白衣／（左下）禊ぎがおこなわれた水路

37 富士道を歩く会
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第14回
2014.1.26

富士吉田市

街
道
へ
の
追
憶

　

西
桂
町
を
抜
け
て
富
士
吉
田
市
へ
と
歩

を
進
め
る
予
定
が
、
西
桂
町
の
案
内
人
の

体
調
を
考
慮
し
、
急
遽
富
士
吉
田
市
を
先

に
歩
き
回
っ
て
い
た
回
。
電
車
だ
け
で
は

な
く
、
車
で
の
移
動
も
私
た
ち
の
「
歩
き

方
」
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

国
道
１
３
９
号
沿
い
、
下
吉
田
駅
の
そ

ば
に
あ
る
小
室
浅
間
神
社
が
出
発
点
。
地

元
の
方
々
に
は
「
下
浅
間
」
と
呼
ば
れ
親

し
ま
れ
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
一
度
も
見

た
こ
と
が
な
い
が
、
流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
が
有
名
で
、

敷
地
内
に
は
神
馬
も
飼
わ
れ
て
い
た
。
氏

子
の
方
々
だ
ろ
う
、
寒
い
な
か
、
紫
の
法

被
の
集
団
が
境
内
の
掃
除
を
し
て
い
る
。

神
社
と
い
う
よ
り
、
公
園
の
よ
う
な
安
心

感
が
漂
う
。
こ
こ
か
ら
南
へ
ま
っ
す
ぐ
行

く
と
、
第
12
回
で
お
参
り
し
た
北
口
本
宮

冨
士
浅
間
神
社
に
辿
り
着
く
。と
な
る
と
、

富
士
山
の
登
山
口
へ
は
あ
と
少
し
、
こ
こ

は
富
士
講
者
に
と
っ
て
心
奮
い
立
た
せ
る

富士吉田市のおひめ坂通り（県道７０４号線）と中央自

動車道が入り交じる道のそばに建つ道標。側面に

は、「吉田 ぬまつ をだはら」と彫られている。左道は「あ
らくら」、もう一面は「かうふ」「善くわうじ」と確認でき

る。この町は、さまざまな街道が入り交じる。

─
─
小
室
浅
間
神
社
か
ら
松
尾
神
社
ま
で
─
─

Field・ Note   ブックレット1 38
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休
息
所
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

富
士
吉
田
市
で
高
校
時
代
を
過
ご
し
た

郷
土
研
究
会
の
河こ
う

野の

迪み
ち

治は
る

さ
ん
に
よ
る

と
、
現
在
の
下
吉
田
は
、
絹
織
物
で
栄
え

た
街
だ
っ
た
と
い
う
。「
絹
屋
街
っ
て
い

っ
て
、
そ
れ
は
賑
や
か
だ
っ
た
。
も
の
す

ご
い
活
気
だ
っ
た
ん
で
す
よ
」。
や
は
り

当
時
を
知
る
人
に
聞
く
と
心
に
響
く
。
駅

付
近
の
「
西
裏
」
は
、
当
時
の
歓
楽
街
で

あ
り
、
絹
の
売
買
で
懐
を
温
か
く
し
た
人

た
ち
が
や
っ
て
き
て
い
た
そ
う
。し
か
し
、

絹
屋
街
も
西
裏
も
、当
時
の
面
影
は
な
い
。

　

こ
の
回
で
は
、
ほ
か
に
も
、
下
吉
田
駅

を
中
心
に
、
神
社
仏
閣
を
い
く
つ
か
見
て

回
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
、
富
士
道
に
は
直

接
関
係
が
な
い
道
標
を
見
た
。
善
く
わ
う

じ
（
長
野
県
）、を
だ
は
ら
（
神
奈
川
県
）、

か
う
ふ
（
国
中
方
面
）
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
が
登
場
す
る
。
古
く
か
ら
多
く
の
往

来
が
あ
っ
た
の
か
と
想
像
す
る
の
は
容
易

い
。
た
だ
、
ど
ん
な
人
が
ど
ん
な
思
い
で

こ
の
道
標
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ

も
の
道
標
を
見
て
き
た
か
ら
か
、
そ
ん
な

想
像
も
し
た
く
な
る
。
縦
横
に
結
ぶ
街
道

の
存
在
を
物
語
る
そ
の
背
景
に
、
多
く
の

人
々
の
足
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

39 富士道を歩く会
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第15回
2014.3.16

西桂町

道
祖
神
の
「
火
投
げ
祭
り
」

　

西
桂
の
街
は
国
道
沿
い
に
車
で
走
れ
ば

す
ぐ
に
通
り
抜
け
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
、

国
道
を
一
本
外
れ
れ
ば
、
神
社
や
民
家
、

狭
い
路
地
な
ど
が
あ
り
、
庭
先
に
は
植
木

鉢
が
並
べ
ら
れ
、
た
し
か
に
そ
こ
に
人
々

の
生
活
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

旧
道
か
ら
急
な
階
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
諏
訪
八
幡
神
社
の
境
内
か
ら
は
、

西
桂
の
街
を
見
渡
せ
る
。
小
沼
浅
間
神
社

に
は
大
き
な
う
ろ
の
あ
る
ケ
ヤ
キ
が
あ
っ

て
、
あ
た
り
に
は
砂
粒
に
紛
れ
て
こ
う
も

り
の
フ
ン
が
あ
っ
た
。
境
内
の
バ
イ
カ
モ

の
咲
く
水
辺
で
は
菜
っ
葉
を
洗
う
人
に
出

会
っ
た
。

　

そ
の
地
そ
の
地
の
暮
ら
し
の
光
景
に
出

会
う
と
、
知
ら
な
い
土
地
も
奥
行
き
を
持

っ
て
見
え
て
く
る
。「
歩
く
」
こ
と
で
な

ん
だ
か
ぐ
っ
と
親
し
み
を
増
し
て
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
。
富
士
道
は
毎
回
が
そ
ん

な
街
歩
き
で
あ
る
。

─
─
西
桂
の
街
を
歩
く
─
─

40Field・ Note   ブックレット1 40
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道
祖
神
の
火
投
げ
祭
り

　

街
を
歩
い
て
い
る
と
梅
の
花
が
満
開
で

春
の
日
差
し
あ
た
た
か
な
こ
の
日
は
、
西

桂
を
抜
け
る
富
士
道
を
歩
き
、
い
つ
も
の

よ
う
に
周
辺
の
お
寺
や
神
社
を
訪
れ
た
。

先
に
ゴ
ー
ル
地
点
を
歩
い
て
い
る
の
で
実

感
は
湧
か
な
い
が
、
じ
つ
は
今
回
が
（
補

講
を
の
ぞ
い
て
）
最
終
回
で
あ
る
。
特
に

お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
「
火
投
げ
祭
り
」

の
話
だ
。

　

桂
川
の
川
岸
に
「
火
投
げ
祭
り
」
の
看

板
が
あ
る
。
川
を
は
さ
ん
で
倉
見
村
と
小

沼
村
の
子
ど
も
た
ち
が
火
の
つ
い
た
木
を

投
げ
合
う
「
火
投
げ
祭
り
」
と
い
う
道
祖

神
の
祭
り
が
明
治
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
い

う
。
危
な
い
の
で
い
つ
し
か
や
め
て
し
ま

い
、
今
で
は
祭
り
に
立
ち
合
っ
た
事
の
あ

る
人
は
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
道
中
で
も

あ
ち
こ
ち
で
道
祖
神
の
碑
に
出
会
っ
て
き

た
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
変
わ
っ
た
祭
り

が
あ
っ
た
と
は
ち
っ
と
も
知
ら
な
か
っ

た
。
知
ら
な
い
ま
ち
で
出
会
う
彼
ら
は
、

見
つ
け
る
と
ど
こ
か
嬉
し
い
存
在
で
あ

る
。
彼
ら
の
祭
り
が
今
で
は
見
ら
れ
な
い

の
が
何
と
も
残
念
だ
っ
た
。

41 富士道を歩く会
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第16回
2014.4.20

富士吉田市

祈
り
と
と
も
に
生
き
る
地
域

　

約
2
年
間
に
渡
り
続
け
て
き
た
富
士
道

を
歩
く
会
。
補
講
と
し
て
設
け
ら
れ
た
第

16
回
目
は
、
寿
駅
か
ら
三
ツ
峠
駅
間
の

「
上か
み

暮く
れ

地ち

」
と
い
う
土
地
の
界
隈
を
中
心

に
、
自
動
車
も
活
用
し
な
が
ら
道
を
辿
っ

た
。
上
暮
地
の
地
名
に
つ
い
て
、
頂
い
た

資
料
に
「
日
光
早
ク
暮
ル
、
故
ニ
暮
地
ト

名
ヅ
ケ
シ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
素
朴
な
由
来
が

記
さ
れ
て
お
り
、
富
士
急
行
線
の
車
窓
か

ら
眺
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
未
知
の
土
地
に

親
し
み
を
感
じ
な
が
ら
、
最
後
の
「
歩
く

会
」
へ
の
意
気
込
み
を
新
た
に
す
る
。

道
祖
神
と
の
出
会
い

　

出
発
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
先
生
方
が

こ
の
辺
り
は
道
祖
神
が
多
い
、
と
お
話
し

さ
れ
て
い
た
が
、
じ
っ
さ
い
に
歩
い
て
み

る
と
本
当
に
よ
く
見
か
け
た
。
お
稲
荷
さ

ん
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
も
の

や
、
側
面
に
「
四
月
大
吉
」
と
の
み
刻
ま

─
─
補
講
・
富
士
吉
田
と
西
桂
の
境
─
─
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れ
た
建
立
年
不
明
の
も
の
、
幼
稚
園
に
併

設
さ
れ
た
福
昌
寺
と
い
う
お
寺
に
あ
っ

た
も
の
な
ど
、
3
時
間
ほ
ど
歩
く
な
か
で

少
な
く
て
も
6
〜
7
基
は
目
に
し
た
。
そ

れ
に
加
え
て
、
お
地
蔵
も
比
較
的
多
く
見

か
け
た
よ
う
に
思
う
。
当
時
、
一
つ
の
集

落
を
5
、
6
軒
に
小
分
け
に
し
て
出
来
た

グ
ル
ー
プ
が
、
各
々
で
建
立
し
て
い
た
と

い
う
先
生
方
の
お
話
し
か
ら
、
当
時
の
地

域
住
民
に
と
っ
て
馴
染
み
深
く
愛
着
を
感

じ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
信
仰
や
祈
り
を
重

ん
じ
、
一
つ
の
組
織
で
共
有
す
る
、
と
い

っ
た
住
民
同
士
の
結
び
つ
き
が
強
い
地
域

性
の
表
れ
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

信
仰
と
と
も
に
、
民
家
や
田
畑
の
あ
る

の
ど
か
な
風
景
に
溶
け
込
み
続
け
て
き
た

石
碑
は
、
個
々
の
佇
む
姿
に
大
差
は
な
い

が
、
目
に
す
る
た
び
に
そ
の
一
つ
ひ
と
つ

の
裏
に
あ
る
、
建
立
し
た
人
々
の
存
在
を

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
先
生

方
が
刻
印
を
な
ぞ
る
よ
う
に
道
祖
神
に
触

れ
な
が
ら
、
刻
ま
れ
た
文
字
を
確
認
す
る

眼
差
し
の
先
に
は
、
私
た
ち
の
知
ら
な
い

当
時
の
風
景
も
写
っ
て
い
る
よ
う
で
た
い

へ
ん
心
強
か
っ
た
。

（上）刻印された文字を読み取ろうとする河野さん（左）、内藤さん（右）

43 富士道を歩く会
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「
富
士
道
を
歩
く
会
」
は
、
都
留
市
郷
土
研
究
会
と

都
留
文
科
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
共
同

開
催
す
る
事
業
で
、
地
域
を
調
べ
よ
う
と
す
る
者
に
と

っ
て
き
わ
め
て
基
本
的
な
理
解
を
は
か
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
ま
す
。

　

都
留
市
郷
土
研
究
会
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
と
の

協
力
事
業
と
し
て
古
文
書
教
室
、
歴
史
教
室
、
民
族
教

室
な
ど
を
開
催
し
、
よ
り
深
い
調
査
や
研
究
の
成
果
を

あ
げ
る
べ
く
基
本
学
習
を
し
た
り
、
機
関
誌
『
郡
内
研

究
』
で
個
人
の
研
究
成
果
を
発
表
し
て
お
り
ま
す
。
都

留
市
立
図
書
館
と
は
夏
休
み
中
に
出
さ
れ
る
自
由
研
究

の
相
談
に
応
じ
て
の
協
力
事
業
が
あ
り
ま
す
。「
富
士

道
を
歩
く
会
」
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と

共
同
し
て
の
大
学
と
の
協
力
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
て

今
年
（
２
０
１
２
年
）
5
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

参
加
は
自
由
で
す
が
、
郷
土
研
究
会
員
と
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
機
関
誌『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』

を
編
集
す
る
学
生
、
教
員
が
主
体
で
す
。「
歩
く
」
で

す
が
、
鍛
錬
の
た
め
の
歩
き
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ

ん
。
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
目

的
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
道
筋
の
変
化
を
知
り
た
い
、
道

筋
の
公
共
施
設
を
調
べ
た
い
、石
碑
な
ど
か
ら
進
行
を
、

地
形
と
集
落
の
形
成
を
、
地
域
の
動
植
物
は
…
。
各
人

各
様
で
ノ
ー
ト
へ
の
記
録
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

た
ず
ね
る
道
は
、
江
戸
時
代
の
村
単
位
で
、
１
回
に

つ
き
１
村
で
す
。
準
備
さ
れ
る
も
の
は
、
江
戸
時
代

の
村
絵
図
、
当
日
の
該
当
地
の
地
図
、
甲
斐
国
志
記
載

の
村
、
神
社
・
寺
・
古
跡
な
ど
の
説
明
書
き
や
『
都
留

市
地
名
事
典
』
で
の
村
名
や
小
字
名
の
説
明
書
き
な
ど

で
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
主
と
し
て
郷
土
研
究
会

会
員
で
村
調
査
に
あ
た
っ
た
者
や
地
域
の
有
識
者
か
ら

説
明
を
い
た
だ
い
た
り
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
今
度
行
な
わ
れ
る
四
日
市
場
で
は
、
集
落

が
な
ぜ
山や
ま

陰か
げ

に
存
す
る
の
か
、「
市
場
」
と
名
が
つ
く

こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
歴
史
、
な
ぜ
遠
い
地
域
の
上
谷

村
や
下
谷
村
ま
で
が
生お
い

出で

神じ
ん

社じ
ゃ

を
産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
と
し
て
い
る

の
か
、
あ
る
い
は
住
宅
分
布
状
態
か
ら
見
て
現
在
の
大

変
化
を
認
識
し
原
因
を
探
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー

マ
を
含
む
実
地
の
探
索
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。「
富

士
道
歩
き
」
が
学
生
の
地
域
探
訪
の
一
方
法
と
し
て
役

立
つ
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

地域探訪を楽しむ「富士道歩き」
内藤恭義（都留市郷土研究会会長）

「富士道を歩く会」はどのような目的をもって活動していたのか。また、学生の
視点から見た、郷土研究会の方 と々は――。
「地域交流センター通信22号」（2012年11月）掲載の寄稿文を転載します。

地域交流センター通信から
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45 富士道を歩く会

　

そ
の
昔
、
富
士
山
を
信
仰
す
る
人
々
が
「
御
山
」
を

目
指
し
て
歩
い
た
道
―
現
在
の
大
月
市
に
あ
る
甲
州
街

道
と
の
追
分
か
ら
、
富
士
吉
田
市
に
あ
る
冨
士
浅
間
神

社
へ
至
る
こ
の
道
を
、
私
た
ち
は
時
間
を
か
け
て
じ
っ

く
り
歩
い
て
い
ま
す
。
一
緒
に
歩
い
て
く
だ
さ
る
都
留

市
郷
土
研
究
会
の
方
々
は
、
土
地
の
こ
と
を
熟
知
し
た

案
内
役
、
い
わ
ば
富
士
道
の
「
先
達
」
で
す
。
お
お
む

ね
現
在
の
国
道
１
３
９
号
に
沿
っ
て
進
み
ま
す
が
、
と

き
に
は
ル
ー
ト
を
は
ず
れ
て
寄
り
道
を
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
第
３
回
（
２
０
１
２
年
７
月
29
日
）
の
小
形

山
散
策
も
そ
う
で
し
た
。
富
士
道
を
歩
く
と
い
う
観
点

で
は
進
捗
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
回
が
と
て
も

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

富
士
急
行
線
田
野
倉
駅
前
を
出
発
し
て
や
っ
て
来
た

の
は
冨
春
寺
と
い
う
お
寺
。
桂
川
に
か
か
る
舟
場
橋
を

渡
り
、
や
や
急
な
坂
を
上
っ
た
と
こ
ろ
に
本
堂
が
あ
り

ま
す
。こ
こ
で
は
本
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る「
向
き
」（
方

角
）
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
冨
春
寺
は
集
落
の
一
番

端
、桂
川
を
背
に
し
た
崖
の
淵
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
富
士
道
方
面
に
背
を
向
け
て
い
る
こ

と
に
も
等
し
く
、
私
た
ち
一
行
は
お
寺
の
裏
か
ら
坂
を

上
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

内
藤
さ
ん
は
、
こ
の
お
寺
の
「
向
き
」
が
、
よ
り
古

い
時
代
の
道
を
推
定
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
道
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い

富士道の「先達」に学ぶ
牛丸景太（都留文科大学 国文学科２年）

と
こ
ろ
へ
変
遷
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
の
だ
と
も
。
要

す
る
に
、
私
た
ち
が
歩
い
て
き
た
道
は
比
較
的
後
代
の

も
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
昔
の
道
は
も
っ
と
山
側
の
と
こ

ろ
に
通
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、冨
春
寺
の
「
向
き
」

は
こ
の
古
道
に
対
応
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
境

内
か
ら
山
側
に
少
し
歩
い
た
場
所
に
あ
る
「
萬
霊
等

（
塔
）」
と
い
う
石
碑
で
す
。
こ
の
種
の
石
碑
は
私
も
各

所
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
じ
つ
は
寺
院
の
入

口
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
ら
し
く
、
近
く
に
古
道

が
走
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
一
つ
の
資
料
と
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　

お
寺
の
「
向
き
」
や
路
傍
の
石
碑
か
ら
、
古
道
の
存

在
を
考
え
る
。
ま
さ
に
点
と
点
を
つ
な
ぐ
作
業
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
長
年
郷
土
史
と
向
き
合
っ
て
来
ら
れ
た

方
々
と
私
た
ち
学
生
と
で
は
知
識
の
量
は
も
ち
ろ
ん
、

同
じ
も
の
を
見
る
に
し
て
も
見
方
や
目
の
付
け
ど
こ
ろ

に
は
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
先
、
経
験
豊
か
な

「
先
達
」
た
ち
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
か
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
史
跡
に
関
連
す
る
一
つ
ひ
と
つ
の

事
象
を
拾
う
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
統
括
し
て

ど
う
見
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
う
い
っ
た
視
点
も
少
し
ず

つ
学
ん
で
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
富
士
講
行
者

の
足
跡
を
た
ど
り
、
地
域
の
歴
史
や
民
俗
を
訪
ね
る
旅

は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。
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内
藤
さ
ん
（
以
下
、
内
藤
）　

あ
れ
を
落

と
し
た
な
、
と
い
う
の
が
出
て
き
て
ね
。

一
番
気
に
な
っ
た
の
は
、「
馬
捨
て
場
」

が
あ
る
ん
だ
よ
ね
。

河
野
さ
ん
（
以
下
、
河
野
）　

昔
の
お
墓

だ
よ
ね
。

内
藤　
一
つ
も
や
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
。

河
野　
ア
ピ
オ
（
田
野
倉
に
あ
る
セ
レ
モ

ニ
ー
施
設
）
の
通
り
を
ず
っ
と
行
く
と
、

最
後
、
橋
の
袂
に
テ
ニ
ス
場
が
あ
る
ん
だ

け
ど
、
そ
こ
が
昔
、
馬
捨
て
場
だ
っ
た
。

そ
れ
が
今
、
全
部
な
ら
し
ち
ゃ
っ
て
、
公

園
の
よ
う
に
な
っ
て
る
。

内
藤　
ま
あ
、
目
印
が
な
い
っ
て
の
も
あ

る
け
ど
、
や
る
べ
き
だ
っ
た
な
と
。
各
村

の
こ
と
だ
か
ら
ね
。

河
野　
明
治
の
頃
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い

る
か
ら
、
家
畜
の
お
墓
だ
か
ら
そ
れ
専
門

に
決
め
て
ね
。

か
つ
て
は
農
耕
の
た
め
に
飼
わ
れ
て
い
た

馬
や
牛
た
ち
。
彼
ら
が
寿
命
や
病
気
や
怪

我
な
ど
で
命
を
落
と
し
た
と
き
、
そ
の
亡

骸
を
埋
葬
す
る
場
所
が
各
村
々
に
あ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

歩く会を振り返る
――歩き終えての座談会――

編
集
部　
大
学
の
近
く
だ
と
、
陸
上
競
技

場
に
馬
頭
観
音
が
多
く
建
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
け
ど
…
…
。

河
野　
国
道
な
ん
か
も
広
げ
る
と
き
に
置

け
な
い
か
ら
、
ま
と
め
て
一
箇
所
に
。
馬

頭
観
音
と
か
み
ん
な
自
分
の
家
や
近
く
に

置
く
で
し
ょ
。
そ
う
す
る
と
、
道
を
拡
げ

る
と
き
に
邪
魔
に
な
る
か
ら
一
箇
所
に

な
っ
て
ね
。

亡
骸
は
あ
る
程
度
同
じ
場
所
に
ま
と
め
て

埋
葬
し
、
供
養
の
た
め
の
石
碑
は
各
自
都

合
の
よ
い
場
所
に
建
て
る
。
そ
れ
が
国
道

な
ど
の
拡
幅
工
事
に
よ
っ
て
移
動
さ
れ
、

ま
と
め
ら
れ
る
。
第
９
回
で
田
原
周
辺
を

歩
い
た
さ
い
、
案
内
人
の
新
田
松
子
さ
ん

は
、
陸
上
競
技
場
の
近
く
に
あ
る
石
造
物

群
は
も
と
も
と
田
原
神
社
の
脇
に
あ
っ

て
、
道
を
拡
げ
る
さ
い
に
移
し
た
も
の
だ

と
語
っ
て
い
ま
し
た
。
時
折
道
端
で
見
か

け
る
小
さ
な
石
碑
が
集
め
ら
れ
て
い
く
背

景
に
は
、
現
代
の
道
の
変
遷
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

武
井
さ
ん
（
以
下
、
武
井
）　

馬
を
飼
っ

て
い
る
人
、
飼
っ
て
い
な
い
人
は
ど
れ
く

私たちと一緒に歩いてくださった郷土研究会の方々にとって、富
士道歩きはどのようなものだったのか。先頭に立って案内してく
ださった内藤恭義さん（83）、武井一郎さん（88）、河野迪治さん
（81）にお集まりいただき、歩き終えての反省や率直な感想をうか
がいました。こぼれ話とともに地域を探訪する別の切り口も見え
てきた、座談会でのひとこまをご紹介します。

河野迪治さん内藤恭義さん武井一郎さん
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ら
い
の
率
が
あ
っ
た
の
？

河
野　
３
分
の
１
か
な
、
飼
っ
て
る
う
ち

が
。

武
井　
飼
っ
て
な
い
う
ち
は
そ
れ
は
借
り

る
わ
け
？

河
野　
結ゆ

い

や
手て

間ま

替が

え
で
ね
。
手
間
替
え

で
き
な
い
人
は
、
お
金
出
さ
な
い
と
い
け

な
い
け
ど
ね
。
馬
を
う
ん
と
飼
っ
て
も
、

餌
の
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
。
餌
が
な
い
と

飼
え
な
い
。
今
み
た
い
に
輸
入
で
ど
ん
ど

ん
入
っ
て
く
る
時
代
じ
ゃ
な
い
。
量
的
に

飼
え
な
い
。
小
さ
い
農
家
は
飼
え
な
い
か

ら
、手
間
替
え
と
か
金
銭
で
お
願
い
す
る
。

手
間
替
え
と
は
、
作
業
な
ど
に
出
役
し
て

労
働
を
貸
し
借
り
す
る
こ
と
で
す
。
お
も

に
田
植
え
や
稲
刈
り
、
屋
根
の
吹
き
替
え

や
木
の
伐
り
出
し
な
ど
、
人
手
が
要
る
作

業
で
手
間
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

小
さ
な
農
家
は
そ
う
し
て
や
っ
と
馬
を
手

配
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
昔
は
ど

こ
の
家
庭
で
も
馬
を
飼
育
し
て
い
た
の
か

と
思
い
き
や
、
じ
つ
は
そ
う
で
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。

武
井　
昔
か
ら
農
業
や
る
に
は
山
が
必
要

な
ん
だ
よ
ね
。
山
が
な
い
と
農
業
が
成
り

立
た
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
な
か
に
は
禾か

生せ
い

村む
ら

の
古ふ

る

川か
わ

渡ど

な
ん
か
は
、
山
が
な
い
か

ら
よ
そ
の
山
を
借
り
る
わ
け
。
そ
れ
を
入

会
権
と
い
う
ん
だ
よ
ね
。

河
野　
古
川
渡
の
場
合
は
、
九く

鬼き

山
に
入い

り

会あ
い

権け
ん

を
持
っ
て
る
。
そ
こ
か
ら
柴
刈
り
し

た
り
、
あ
る
い
は
材
木
売
っ
た
り
。
分
収

林
っ
て
い
っ
て
ね
。

内
藤　
け
っ
こ
う
山
に
生
活
を
依
存
す
る

こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
焼
き
畑
を

や
っ
た
り
、
炭
焼
き
を
職
業
に
し
て
。
東

桂
の
鹿し

し

留ど
め

と
か
、
盛も

り

里さ
と

と
か
、
文ぶ

ん

大だ
い

（
都

留
文
科
大
学
）
の
附
属
小
の
あ
た
り
、
炭

焼
き
が
多
か
っ
た
。

山
林
は
日
々
の
生
活
に
直
結
す
る
大
き
な

存
在
で
し
た
。
薪
や
材
木
の
み
な
ら
ず
、

田
畑
に
入
れ
る
肥
料
も
山
か
ら
調
達
し
た

の
で
す
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
焼
き
畑
や

炭
焼
き
と
い
う
話
も
出
て
き
ま
し
た
。
話

題
は
そ
こ
か
ら
戦
前
時
中
の
経
験
談
へ
と

変
わ
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

武
井　
４
貫
目
、
僕
ら
学
生
の
頃
は
、
道ど

う

志し

で
焼
い
た
炭
を
道
志
か
ら
都
留
へ
運
搬

みんなに見てもらいたいものが、たくさんあるんだけども、
時間が足りないよね――。

し
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。
馬
で
も
引
い

た
し
、
け
ど
あ
の
頃
は
交
通
が
な
く
て
、

学
生
が
勤
労
奉
仕
し
た
ん
だ
。（
道
志
村

の
）
川か

わ
ら
は
た

原
畑
っ
て
と
こ
ろ
に
昔
小
学
校
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
み
ん
な
焼
い
た
炭
が
集

結
し
て
い
る
わ
け
。
そ
れ
を
学
生
を
使
っ

て
、
１
日
一
人
ノ
ル
マ
３
俵
な
ん
だ
よ
。

編
集
部　
１
往
復
で
３
俵
も
!?

武
井　
３
俵
な
ん
て
背
負
え
な
い
よ
。
あ

れ
４
貫
目
だ
か
ら
、
３
俵
っ
て
い
っ
た

ら
、
12
貫
目
。
山
を
の
ぼ
ら
な
い
と
行
け

な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
川
原
畑
の
小

学
校
へ
行
っ
て
、
み
ん
な
学
生
が
背
負
子

し
ょ
っ
て
く
わ
け
よ
。
そ
れ
に
力
あ
る
や

つ
は
２
俵
背
負
う
や
つ
が
い
る
ん
だ
よ
。

で
、
峠
に
の
ぼ
っ
て
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ

て
、
谷
村
側
の
入
り
口
へ
２
俵
お
き
な
さ

い
っ
て
。
３
俵
目
は
、
背
負
っ
た
ま
ま
菅

野
に
農
林
省
が
管
轄
し
て
い
た
木
炭
倉
庫

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
持
っ
て
行
き
な
さ
い

と
。
そ
れ
を
持
っ
て
行
け
ば
、
ノ
ル
マ
完

了
。
帰
っ
て
よ
ろ
し
い
と
。
僕
な
ん
か
身

体
弱
か
っ
た
か
ら
、
１
俵
背
負
う
と
へ
ろ

へ
ろ
し
て
て
ね
。
大
変
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

編
集
部　
武
井
さ
ん
が
何
歳
の
こ
ろ
で
す

か
？

歩く会を振り返る
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武
井　
昔
の
（
旧
制
）
中
学
の
１
年
、
２

年
、
３
年
ぐ
ら
い
。
だ
か
ら
、
今
の
学
生

は
い
い
よ
な
あ
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊

編
集
部
　あ
ら
た
め
て
全
体
を
振
り
返
っ

て
い
か
が
で
し
た
か
？　

反
省
な
ど
あ
り

ま
す
か
？

内
藤　
そ
れ
が
難
し
い
ん
だ
よ
ね
。

武
井　
富
士
道
を
時
代
考
証
を
き
ち
っ
と

や
っ
て
、
ど
の
時
代
、
ど
こ
を
歩
い
て
い

た
か
詳
し
く
調
べ
た
い
ね
。

十
日
市
場
あ
た
り
ま
で
は
だ
い
た
い
わ
か

る
け
ど
、
そ
こ
か
ら
夏な

つ

狩が
り

通
っ
た
の
か
鹿

留
通
っ
た
の
か
、わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
を
、
で
き
た
ら
皆
さ
ん
に

調
べ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
が
な
か
な
か

わ
か
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
。

河
野　
今
回
も
、
鹿
留
の
方
面
は
行
か
ず

に
、
夏
狩
か
ら
行
っ
た
か
ら
ね
。
そ
の
辺

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
旧
道
は
十
日

市
場
の
坂
を
の
ぼ
り
き
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
中
華
料
理
屋
が
あ
る
で
し
ょ
、
あ
れ

を
通
り
す
ぎ
る
と
左
に
ず
っ
と
入
っ
て
い

く
道
あ
る
。
す
る
と
線
路
を
渡
っ
て
、
蒼

富士道を時代考証をきちっとやって、どの時代、どこを歩
いていたか詳しく調べたいね――。

竜
峡
団
地
へ
行
っ
て
、
鹿
留
の
集
会
所
の

と
こ
ろ
を
通
っ
て
ね
、
発
電
所
の
と
こ
ろ

に
出
て
、
境
に
出
て
く
る
道
が
あ
る
。
だ

か
ら
、こ
の
道
も
使
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
。

十
日
市
場
か
ら
両
方
選
択
で
き
る
か
ら
。

富
士
道
の
ル
ー
ト
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
は

ど
こ
を
通
過
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
ら
な

い
場
所
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
つ

に
、
桂
川
の
名
勝	

田
原
の
滝
以
降
の
道

の
り
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

河
野　

十
日
市
場
の
田
原
の
滝
は
、
あ

れ
っ
き
り
（
左
岸
に
）
道
が
な
い
か
ら
ね
。

川
を
渡
ら
な
い
と
行
け
な
い
か
ら
ね
。
滝

の
上
を
通
ら
な
け
れ
ば
。

武
井　
「
十
万
石（
飲
食
店
）」の
横
を
通
っ

て
ね
。

河
野　
あ
の
辺
の
人
に
話
を
聞
く
と
、
な

に
か
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

内
藤　
住
ん
で
い
る
人
が
言
い
伝
え
で
聞

い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

武
井　
下
浅
間
に
は
宿
場
あ
る
か
ら
、
下

浅
間
に
は
出
て
く
る
か
ら
ね
。

編
集
部　
夏
狩
で
雨
宿
り
し
た
お
寺
あ
り

ま
し
た
よ
ね
、
あ
そ
こ
の
坂
を
の
ぼ
っ
て

い
く
と
真
ん
中
に
道
標
が
建
っ
て
い
る
。

あ
れ
は
富
士
道
が
通
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
？

武
井　
と
い
う
説
も
あ
る
よ
ね
。
夏
狩
の

古
い
人
に
聞
い
て
ね
、
わ
か
る
と
良
い
の

だ
け
ど
。

研
究
書
を
ひ
も
と
く
と
想
定
さ
れ
る
い
く

つ
か
の
ル
ー
ト
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど

な
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
な
か
で
内
藤

さ
ん
た
ち
は
、
地
元
に
暮
ら
し
て
い
る
人
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歩く会を振り返る

本なんかを通して知っていることも、これのことだなと
自分のなかで思ったりしてね、良かったよ。

た
ち
が
家
や
集
落
の
口
伝
と
し
て
古
道
の

ル
ー
ト
を
伝
え
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。
文
字
資

料
に
残
さ
れ
た
も
の
が
今
あ
る
す
べ
て
の

記
録
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。

編
集
部　
富
士
道
を
歩
く
な
か
で
印
象
深

か
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
？

武
井　
と
く
に
私
が
印
象
的
な
の
は
、
生

出
神
社
か
ら
山
を
通
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
昔
、
八
朔
祭
の
と
き
神
輿
を
か
つ
い

で
、
よ
く
あ
の
道
を
通
っ
た
な
と
。
昔
ほ

ら
、
谷
村
に
あ
る
神
輿
を
禾
生
の
生
出
神

社
に
持
っ
て
行
っ
て
、
神
事
を
し
て
御
霊

を
移
し
て
谷
村
へ
持
っ
て
き
て
、
氏
子
の

町
を
巡
行
し
た
か
ら
ね
。
昔
は（
道
幅
が
）

も
っ
と
広
か
っ
た
の
か
な
と
。

河
野　

昔
は
よ
く
手
入
れ
し
て
た
か
ら

ね
。
だ
ん
だ
ん
道
幅
が
狭
く
な
っ
た
ん
だ

と
思
う
よ
。（
今
ま
で
）
現
場
を
見
て
な

い
か
ら
、
楽
し
い
富
士
道
だ
っ
た
。

内
藤　
ま
ぁ
な
ん
て
い
う
か
新
し
い
知
識

を
得
た
よ
ね
。
本
に
は
こ
う
書
い
て
あ
っ

た
け
ど
、
実
際
に
は
こ
れ
な
ん
だ
な
と
見

た
り
す
る
と
面
白
い
よ
ね
。
み
ん
な
に
恵

ま
れ
て
関
心
が
あ
る
人
が
集
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
だ
か
ら
、
楽
し
か
っ
た
ね
。

内
藤　
観
音
巡
り
っ
て
の
が
あ
る
ん
だ
よ

ね
。
そ
の
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
み
る
の
も
い

い
か
な
と
思
っ
た
な
。
郡
内
に
三
十
三
箇

所
が
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
や
り
な
が
ら
感
じ

た
こ
と
は
、『
甲か

斐い

国こ
く

志し

』
や
な
ん
か
に

出
て
い
る
も
の
が
今
ど
ん
な
風
に
な
っ
て

い
る
か
、
現
在
の
状
況
を
調
べ
て
み
る
。

信
仰
が
ど
う
や
っ
て
広
ま
っ
た
と
か
、
考

え
方
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
ん
だ
け
ど
、『
甲

斐
国
志
』
の
検
証
を
す
る
と
い
う
の
も
一

つ
の
テ
ー
マ
だ
な
と
思
っ
た
り
し
て
ね
。

�

（
２
０
１
５
年
２
月
11
日�

レ
オ
ン
プ
リ
ン
ト
社
に
て
）

先
生
方
の
お
話
を
受
け
て

　

道
の
変
遷
、
山
が
生
活
の
豊
か
さ
に
直

結
し
て
い
た
こ
と
、
各
村
に
あ
っ
た
馬
捨

て
場
の
こ
と
、
ま
だ
ま
だ
見
た
り
な
い

種
々
の
テ
ー
マ
が
あ
る
こ
と
。
富
士
道
を

歩
く
会
の
先
生
方
の
振
り
返
り
か
ら
は

様
々
な
観
点
が
出
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ

け
個
人
的
に
興
味
深
く
伺
っ
た
の
は
炭
焼

き
の
お
話
で
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
と
き
道

志
村
で
炭
焼
き
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
都
留
側
か
ら
み
た
炭
に
関
わ

る
思
い
出
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
思

い
が
け
な
い
収
穫
で
し
た
。
そ
れ
と
同
時

に
お
話
を
聞
く
な
か
で
あ
ら
た
め
て
感
じ

た
の
は
、や
は
り
先
生
方
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、

都
留
や
富
士
道
で
辿
っ
た
地
域
を
地
元
と

し
て
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
よ
そ
か
ら
来
た
自
分
た
ち
学
生

と
は
、
富
士
道
や
沿
道
の
地
域
に
対
す
る

思
い
入
れ
も
関
わ
り
の
深
さ
も
、
ま
な
ざ

し
の
先
に
捉
え
て
い
る
も
の
も
全
く
違
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
先
生
方
の
案
内
で
富

士
道
を
歩
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
貴
重
な

こ
と
で
し
た
。郷
土
研
究
会
の
み
な
さ
ま
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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富
士
道
歩
き
の
単
語
帳

あ・
お
い
し
か
ね
…
…
柄
杓
流
川
沿
い
十
日

市
場
か
ら
下
夏
狩
の
長
慶
寺
へ
向
か
う
農

道
の
途
中
に
あ
る
巨
岩
。
お
い
し
、
お
か

ね
姉
妹
が
富
士
の
噴
火
で
飛
ん
で
き
た
巨

岩
の
下
敷
き
に
な
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
い

う
伝
説
が
あ
る
。［
10
］

・
生
出
神
社
（
お
い
で
じ
ん
じ
ゃ
）
…
…

都
留
市
内
の
四
日
市
場
、
法
能
、
井
倉
の

三
地
区
に
あ
る
。
四
日
市
場
の
神
社
は
旧

郷
社
。［
４
］［
５
］

か・
甲
斐
国
志
（
か
い
こ
く
し
）
…
…
山
梨

県
に
関
す
る
総
合
的
な
地
誌
。
江
戸
時
代

の
書
物
。
郡
内
の
編
纂
は
森
嶋
基
進
が

主
任
を
務
め
た
。
富
士
道
を
歩
く
う
え

で
、現
在
と
過
去
の
比
較
で
用
い
た
資
料
。

［
８
］

・
禾
生
地
区
（
か
せ
い
ち
く
）
…
…
都
留

市
の
北
部
を
占
め
、
大
月
市
と
接
す
る
地

区
。
１
８
７
５
年
、
田
野
倉
村
、
小
形
山

村
、
古
川
渡
村
、
川
茂
村
、
井
倉
村
、
四

日
市
場
村
が
合
併
し
て
成
立
し
た
。

・
家
中
川
（
か
ち
ゅ
う
が
わ
）
…
…
広
義

に
は
寺
川
、
家
中
川
、
中
川
、
女
川
の
総

称
。
さ
ら
に
は
大
川
、
原
川
を
含
め
た
上

下
谷
村
に
配
さ
れ
た
田
原
滝
上
を
取
水
口

と
し
て
桂
川
の
水
を
用
水
と
す
る
堰
を
い

う
。
狭
義
と
し
て
は
、
柳
田
橋
か
ら
田
町

ま
で
の
寺
川
、
中
川
、
女
川
を
除
く
本
流

を
い
う
。［
８
］

・
桂
川
（
か
つ
ら
が
わ
）
…
…
相
模
川
の

上
流
の
別
名
。
南
都
留
郡
山
中
湖
村
の
山

中
湖
を
水
源
と
し
、
相
模
湾
へ
流
れ
る
。

県
内
流
長
52
・
８
㎞
。［
３
］［
10
］［
15
］

・
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
（
き
た
ぐ

ち
ほ
ん
ぐ
う
ふ
じ
せ
ん
げ
ん
じ
ん
じ
ゃ
）

…
…
「
富
士
道
を
歩
く
会
」
が
富
士
道
の

ゴ
ー
ル
地
点
と
し
て
目
指
し
た
神
社
。
富

士
吉
田
市
上
吉
田
に
あ
り
、
富
士
登
山
道

の
入
口
に
あ
た
る
。［
12
］［
14
］

・
国
中
（
く
に
な
か
）
…
…
山
梨
県
を
二

分
す
る
と
き
に
郡
内
、
国
中
と
い
う
呼
称

を
し
ば
し
ば
使
う
。郡
内
地
方
に
た
い
し
、

甲
府
市
を
含
む
一
帯
を
指
す
通
称
。［
14
］

・
郡
内
（
ぐ
ん
な
い
）
…
…
山
梨
県
を
二

分
す
る
と
き
に
都
留
市
を
含
む
都
留
郡
一

帯
を
指
す
通
称
。
国
中
地
方
と
は
お
互
い

に
文
化
の
違
い
を
感
じ
る
部
分
が
あ
る
よ

う
だ
。［
８
］［
11
］

・
国
道
１
３
９
号
（
こ
く
ど
う
１
３
９
ご

う
）
…
…
富
士
北
麓
を
迂
回
し
、
大
月
市

と
静
岡
県
富
士
市
を
結
ぶ
一
般
国
道
。
富

士
道
は
こ
こ
と
重
な
る
。
し
か
し
現
在
の

１
３
９
号
線
と
当
時
の
富
士
道
の
ル
ー

ト
は
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

［
４
］［
６
］［
８
］［
９
］［
11
］［
14
］

さ・
佐
伯
橋
（
さ
え
き
ば
し
）
…
…
国
道
１

３
９
号
で
田
原
と
十
日
市
場
と
を
結
ぶ
桂

川
に
架
か
る
橋
。
新
旧
２
橋
あ
る
。
滝
に

近
い
ほ
う
が
１
９
２
７
年
に
竣
工
し
た
旧

橋
。［
９
］

・
菅
野
川
（
す
げ
の
が
わ
）
…
…
道
志
村

に
近
い
道
坂
峠
の
西
南
か
ら
発
し
、
西
流

し
て
山
峡
の
谷
川
と
い
く
つ
と
な
く
合
流

し
て
細
野
川
と
合
流
し
、
小
野
の
集
落
の

中
央
を
流
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
西
北
に
向

歩くときに知ってお
きたい地名や本誌で
取り上げたことを紹
介します
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か
っ
て
戸
沢
川
と
合
流
す
る
。［
４
］

た・
田
原
の
滝
（
た
は
ら
の
た
き
）
…
…
谷

村
地
区
の
最
南
端
、
桂
川
を
挟
ん
で
十
日

市
場
と
の
境
界
点
に
位
置
す
る
。
佐
伯
橋

か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
古
来
よ
り
富

士
道
の
絶
景
地
と
し
て
著
名
だ
っ
た
そ
う

だ
。［
10
］

・
太
郎
滝
次
郎
滝
（
た
ろ
う
だ
き
じ
ろ
う

だ
き
）
…
…
柄
杓
流
川
に
落
ち
込
む
３
０

メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
滝
。
上
流
の
滝
を
太
郎

滝
、
下
流
を
次
郎
滝
と
い
う
。
次
郎
滝
に

は
、
逃
げ
て
き
た
盗
賊
が
滝
壺
に
飛
び
込

み
亡
く
な
る
も
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。［
11
］

・
都
留
郡
（
つ
る
ぐ
ん
）
…
…
古
代
以
来
、

明
治
初
期
に
至
る
甲
斐
国
４
郡
の
一
つ
。

現
在
の
北
都
留
郡
、
南
都
留
郡
、
上
野
原

市
、
大
月
市
、
都
留
市
、
富
士
吉
田
市
に

あ
た
る
地
域
。
都
留
市
と
混
同
し
て
捉
え

が
ち
だ
が
、
都
留
市
よ
り
も
っ
と
広
い
地

域
を
指
す
。

・
都
留
市
（
つ
る
し
）
…
…
１
９
５
４
年

に
谷
村
町
、
盛
里
村
、
宝
村
、
壬
生
村
、

東
桂
村
が
合
併
し
て
成
立
し
た
。［
８
］

・
道
祖
神
（
ど
う
そ
じ
ん
）
…
…
路
傍
の

神
様
。
富
士
道
を
辿
る
な
か
で
何
度
と
な

く
出
会
っ
た
。
厄
災
の
侵
入
防
止
や
子
孫

繁
栄
等
を
祈
願
す
る
た
め
に
、
お
も
に
道

の
辻
に
祀
ら
れ
て
い
る
民
間
信
仰
の
石
造

物
。［
２
］［
５
］［
15
］［
16
］

は・
八
朔
祭
（
は
っ
さ
く
ま
つ
り
）
…
…
都

留
市
を
代
表
す
る
お
祭
り
。
郡
内
三
大
祭

り
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
毎
年
９
月
１

日
に
生
出
神
社
の
秋
の
例
祭
と
し
て
行
な

わ
れ
る
。［
5
］

・
馬
頭
観
音
（
ば
と
う
か
ん
の
ん
）
…
…

道
祖
神
と
と
も
に
富
士
道
を
歩
く
道
中
た

び
た
び
見
か
け
た
石
碑
。馬
が
移
動
手
段
、

荷
運
び
と
し
て
多
く
使
わ
れ
た
た
め
、
路

傍
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
動
物
へ
の
供

養
塔
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。［
2
］

・
東
桂
地
区
（
ひ
が
し
か
つ
ら
ち
く
）

…
…
都
留
市
の
南
西
部
を
占
め
る
。
１
８

９
３
年
に
桂
村
の
東
半
分
が
分
離
し
で
き

た
村
名
。
そ
れ
が
の
ち
に
地
区
名
と
し
て

継
承
さ
れ
た
。［
11
］

・
柄
杓
流
川
（
ひ
し
ゃ
く
な
が
れ
か
わ
、

ほ
か
呼
び
か
た
多
数
）
…
…
西
桂
町
下
暮

地
に
源
を
発
し
、
夏
狩
の
集
落
の
北
側
を

東
流
し
、
十
日
市
場
と
川
棚
の
境
で
桂
川

と
合
流
す
る
。
年
間
を
通
し
て
水
量
が
豊

富
。［
11
］

・
富
士
山
（
ふ
じ
さ
ん
）
…
…
日
本
の
最

高
峰
。
古
来
富
士
信
仰
が
育
ま
れ
た
霊
峰

で
あ
り
、
崇
高
な
存
在
と
し
て
も
と
も
と

禁
足
地
で
あ
っ
た
。
時
代
が
下
る
と
と
も

に
修
行
目
的
を
発
端
と
し

て
富
士
登
山
が
広
ま
る
よ

う
に
な
る
。

・
舟
場
橋
（
ふ
な
ば
ば
し
）

…
…
田
野
倉
中
野
地
区
か

ら
桂
川
を
渡
り
小
形
山
堀

の
内
を
結
ぶ
橋
。［
2
］［
3
］

や・谷村
地
区
（
や
む
ら
ち
く
）
…
…
都
留

市
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
。
１
８
７
５

年
ま
で
は
上
谷
村
、
下
谷
村
に
分
か
れ
て

い
た
が
、
同
年
に
合
併
し
谷
村
が
村
名
と

な
る
。
１
９
５
４
年
（
昭
和
29
）
市
制
執

行
後
に
は
地
区
名
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。

・
養
蚕
…
…
カ
イ
コ
を
飼
っ
て
そ
の
繭
か

ら
生
糸
を
と
る
こ
と
。
外
国
製
品
の
輸
入

に
押
さ
れ
る
ま
で
、
郡
内
地
方
は
養
蚕
が

盛
ん
だ
っ
た
。
全
盛
期
は
織
機
を
ガ
チ
ャ

ン
と
動
か
す
と
万
の
お
金
が
儲
か
る
と
い

う
こ
と
か
ら
「
ガ
チ
ャ
マ
ン
時
代
」
と
呼

ば
れ
た
。

�

※
［

　］
内
の
数
字
は
表
記
さ
れ
た
回
の
番
号

参考文献

『都留市地名事典』 
第 22・23 号『郡内研究』合併号

都留市郷土研究会
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）
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富士道を歩き終えて

年
代
を
超
え
た
者
同
士
が﹁
歩
く
﹂こ
と
を
通
じ
︑

地
域
を
見
つ
め
な
お
し
た
今
回
の
旅
︒

歩
き
続
け
る
と
︑
道
祖
神
ひ
と
つ
と
っ
て
も

道
や
町
に
よ
っ
て
表
情
が
異
な
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
︒

同
じ
よ
う
な
町
並
み
や
道
が
続
い
て
い
る
よ
う
で
も
︑

人
の
暮
ら
し
や
文
化
︑
そ
れ
を
取
り
巻
く
自
然
の
姿
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒

﹃
行
き
た
い
と
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
け
ど
も
︑
時
間
が
な
い
ん
だ
よ
ね
﹄

内
藤
さ
ん
の
こ
の
言
葉
は
︑
今
な
ら
良
く
わ
か
り
ま
す
︒

予
定
し
て
い
た
道
の
り
を
歩
き
終
え
︑
一
段
落
つ
い
た﹁
富
士
道
を
歩
く
会
﹂︒

私
た
ち
が
関
心
を
持
ち
続
け
る
限
り
︑

ま
た
別
の
場
所
で
も
道
歩
き
の
一
歩
目
が
踏
み
出
せ
そ
う
で
す
︒

54Field・ Note   ブックレット1

富士道入稿_色校戻し再校.indd   54 2015/03/16   2:37



富士道を歩く会��2012 〜 2014 年の旅録
〈FIELD・NOTE　ブックレット1〉

発行日：2015 年３月 20日

部　数：500部

発　行：都留文科大学�地域交流研究センター
　　　　フィールド・ミュージアム部門
　　　　『FIELD・NOTE』編集部

〒402-8555　山梨県都留市田原 3-8-1
都留文科大学コミュニケーションホール地下１階

お問い合わせ：
Mail：field-1@tsuru.ac.jp
http://www.tsuru.ac.jp/center_c/index.html

©2015『FIELD・NOTE』編集部　　落丁・乱丁はお取り替えします

発行人
北垣憲仁

編集・制作
『FIELD・NOTE』編集部

デザイン
﨑田史浩

執筆・写真
﨑田史浩［4,5,10,14］
香西　恵［2,9,13,15］
平井のぞ実［1,6,16］
牛丸景太［3,7,8,11］
別符沙都樹［12］
［　］内は執筆担当回

イラスト
金原由佳

表紙写真
北口本宮冨士浅間神社の境内裏手に
ある吉田口登山道入口の「登山門」。
一人ひとりの階段を上るスピードや
動きが違うけれど、目指す先は同じ
なんだな、としみじみ思ったときの
姿を撮りました（撮影：﨑田史浩）

私
た
ち
は
当
初
、
一
年
を
か
け
て
大
月
│
富

士
吉
田
間
を
踏
破
す
る
予
定
で
し
た
。
そ
れ

が
結
果
的
に
二
年
半
か
か
る
に
い
た
っ
た
理

由
は
、
さ
き
に
も
ご
紹
介
し
た
と
お
り
、
一

回
一
回
の
内
容
を
重
視
す
れ
ば
こ
そ
。
私
は

か
た
つ
む
り
の
よ
う
な
歩
く
会
の
雰
囲
気
が

と
て
も
好
き
で
し
た
。
事
前
に
歩
く
コ
ー
ス

を
検
討
し
、
資
料
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た

内
藤
さ
ん
を
は
じ
め
、
興
味
深
い
話
を
た
く

さ
ん
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
郷
土
研
究
会
の

皆
さ
ん
、
道
歩
き
を
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
た

地
域
の
方
々
に
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

（
牛
丸
）

「
歩
く
会
」
の
２
年
間
を
、
こ
う
い
っ
た
目
に

見
え
る
形
で
残
し
て
お
く
た
め
の
機
会
に
携

わ
る
事
が
で
き
て
、
本
当
に
恵
ま
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。参
加
し
た
回
に
つ
い
て
、記
憶
・

記
録
を
取
り
戻
す
の
に
多
く
の
方
々
の
サ
ポ

ー
ト
を
頂
い
て
い
た
事
を
考
え
る
と
、
恐
縮

の
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
ほ
か
の
方
の
文

章
か
ら
は
、
歴
史
的
・
学
問
的
内
容
だ
け
で

な
く
、
独
自
の
視
点
で
捉
え
た
様
々
な
富
士

道
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ず
っ
し
り
重
み
の

あ
る
大
切
な
一
冊
と
な
り
ま
し
た
。 

（
平
井
）

富
士
道
を
歩
く
会
に
は
ち
ょ
う
ど
折
り
返
し

の
回
あ
た
り
か
ら
参
加
し
ま
し
た
。
も
と
も

と
歴
史
関
係
に
苦
手
意
識
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
思
い
切
っ
て
一
度
参
加
す
る
と
そ
の
穏

や
か
に
迎
え
て
く
だ
さ
る
雰
囲
気
や
、
暮
ら

し
や
歴
史
を
て
い
ね
い
に
追
っ
た
の
ん
び
り

と
し
た
歩
き
が
あ
っ
と
い
う
間
に
楽
し
み
に
。

■ 

編
集
後
記

案内人（敬称略）
内藤恭義
安富一夫
武井一郎
河野迪治
清水正賢
清水昭伯
井上　武
新田松子
小佐野保子

前
半
参
加
し
な
か
っ
た
の
が
歩
く
た
び
に
悔

や
ま
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
り
に
冊
子
編
纂

の
お
話
を
い
た
だ
き
、
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
と
の
や

り
と
り
や
編
集
作
業
を
通
し
て
、
富
士
道
を

歩
く
会
が
歩
い
た
道
の
り
を
あ
と
か
ら
な
ぞ

り
な
お
す
経
験
が
も
て
て
、
少
し
得
し
た
気

分
で
す
。 

（
別
符
）

２
０
１
２
年
、
ち
ょ
う
ど
大
学
４
年
生
に
な

っ
た
春
に
、
富
士
道
を
歩
く
会
が
あ
る
と
誘

わ
れ
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
３
年
。
こ
の
た
び
、

念
願
の
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
卒
業

し
た
あ
と
も
、
歩
く
会
の
お
誘
い
を
受
け
て
、

東
京
か
ら
山
梨
へ
。
毎
度
、
都
留
へ
行
く
の

が
楽
し
み
で
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す

っ
か
り
郷
愁
の
念
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
歩

き
終
わ
っ
て
も
、
郷
土
へ
の
一
端
を
か
じ
っ

て
い
る
と
、
次
は
こ
ん
な
話
を
聞
い
て
み
た

い
な
と
、
地
域
へ
の
関
心
も
途
絶
え
ま
せ
ん
。

 

（
﨑
田
）

卒
業
し
て
２
年
が
経
つ
今
、
こ
う
し
て
富
士

道
を
歩
く
会
の
冊
子
が
発
行
で
き
る
こ
と
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。
富
士
道
は
毎
回
が
新
し

い
出
会
い
の
連
続
で
し
た
。
じ
っ
さ
い
に
歩

き
な
が
ら
、
そ
し
て
先
生
方
に
教
え
ら
れ
な

が
ら
そ
の
地
域
の
人
の
暮
ら
し
や
歴
史
に
出

会
う
こ
と
の
で
き
た
こ
の
活
動
は
、
自
分
に

と
っ
て
当
時
暮
ら
し
て
い
た
都
留
と
い
う
地

域
を
知
っ
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
機
会
で
し

た
。
そ
の
地
域
探
訪
の
姿
勢
を
こ
れ
か
ら
も

自
分
の
暮
ら
す
土
地
で
持
ち
続
け
て
い
き
た

い
で
す
。 

（
香
西
）

会
富 士 道

を 歩 く
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