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富
士
山
の
誕
生

　

富
士
山
は
、
標
高
三
、
七
七
六
ｍ
と
日
本
一
の
高
さ
を
誇
る
独
立
峰

で
す
。
山
は
玄げ
ん

武ぶ

岩が
ん

で
で
き
た
成せ
い

層そ
う

火か

山ざ
ん

（
火
口
か
ら
の
複
数
回
の
噴

火
に
よ
り
溶
岩
や
火
物
な
ど
が
積
み
重
な
り
形
成
さ
れ
た
円え
ん

錐す
い

状
の
火

山
）
で
す
。
そ
の
形
成
は
約
十
万
年
前
に
小こ

御み

岳た
け

火
山
が
誕
生
し
、
十

万
年
か
ら
一
万
七
千
年
前
の
古
富
士
火
山
、
一
万
七
千
年
前
～
現
在
に

い
た
る
新
富
士
火
山
の
噴
火
活
動
に
よ
っ
て
現
在
の
よ
う
な
形
と
な
り

ま
し
た
。
最
新
の
研
究
成
果
で
は
小
御
岳
火
山
以
前
に
も
う
ひ
と
つ
火

山
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
先
小
御
岳
火
山
）

　

富
士
山
は
過
去
何
度
も
噴
火
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
記
録
に
み

え
る
噴
火
は
天て
ん

応の
う

元
年
（
七
八
一
）
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
後
も
延え
ん

暦
り
ゃ
く

一
九
～
二
一
年
（
八
〇
〇
～
八
〇
二
）
に
大
規
模
な
噴
火
が
あ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
貞
じ
ょ
う

観が
ん

六
～
七
年
（
八
六
四
～
八
六
六
）
に
か
け
て
の
噴
火

で
は
、
溶
岩
流
が
本も
と

栖す
の

海う
み

（
湖
）
と
剗せ

ノ
海う
み

を
埋
め
、
河
口
湖
に
迫
っ

た
と
記
録
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
そ
の
溶
岩
は
剗
ノ
海
を
分
断
し
、
現

在
の
西さ

い

湖こ

と
精

し
ょ
う

進じ

湖こ

と
な
り
ま
し
た
。

　

宝ほ
う

永え
い

四
年
（
一
七
〇
七
）
の
大
噴
火
で
は
、
宝
永
火
口
を
造
り
、
東

側
に
火
山
灰
に
よ
る
広
大
な
火
山
荒
原
を
形
成
し
、
現
在
の
姿
に
な
り

ま
し
た
。
以
後
、
噴
火
活
動
は
穏
や
か
で
す
が
、
今
も
息
づ
く
火
山
と

し
て
そ
び
え
立
っ
て
い
ま
す
。

第 9 回富士山百景写真コンテストグランプリ「強雪富士」　松永隆司
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富
士
山
の
自
然

　

富
士
山
は
そ
の
噴
火
活
動
に
よ
っ
て
周
辺
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
ま
し

た
。
地
震
や
溶
岩
を
伴
う
大
規
模
な
噴
火
に
よ
っ
て
、
大
き
な
被
害
を
人
々
に
も
た

ら
し
て
き
ま
し
た
が
、
同
時
に
美
し
い
自
然
の
造
形
を
造
り
、
豊
か
な
恵
み
も
も
た

ら
し
て
き
ま
し
た
。
富
士
山
か
ら
流
れ
出
し
た
溶
岩
が
地
表
を
覆
い
、
そ
の
溶
岩
は

富
士
山
に
降
っ
た
雨
や
雪
を
何
十
年
と
か
け
て
ろ
過
し
、
き
れ
い
な
地
下
水
を
作
り

ま
す
。
富
士
山
周
辺
で
は
こ
の
水
が
湧
水
と
な
り
、
豊
富
な
湧
出
量
を
誇
っ
て
い
ま

す
。
富
士
市
で
は
豊
富
な
地
下
水
が
工
業
用
水
や
飲
料
水
と
し
て
人
々
の
生
活
を
支

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
溶
岩
は
溶よ
う

岩が
ん

樹じ
ゅ

形け
い

や
風ふ
う

穴け
つ

を
造
り
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
市

内
に
は
溶
岩
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
樹
形
や
風
穴
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

富士火山の構造模式図（富士市立博物館第53回企画展「富士山の下に灰を雨らす」図録より転載）

富士の湧き水（富士市原田）

厚原風穴（富士市厚原）
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富
士
山
の
信
仰

　

噴
火
を
く
り
返
す
富
士
山
の
山
頂
に
は
浅あ

さ

間ま
の

大お
お

神か
み

と
い
う
神

が
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
、

噴
火
を
鎮
め
る
た
め
に
富
士
山
の
麓
に
は
数
多
く
の
浅せ

ん

間げ
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

が
造
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
に
は
神
は
仏

の
化
身
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
富
士
山
の
神
も
仏
の
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
特
に
富
士
山
は
、
山
頂
に
阿あ

弥み

陀だ

三さ
ん

尊ぞ
ん

が
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
山
頂
の
火
口
と
山
頂
の
八
つ

の
嶺み

ね

に
も
そ
れ
ぞ
れ
仏
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
富
士
山
は
古
く
か
ら
人
び
と
の
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
人
び
と
は
麓
か
ら
山
頂
ま
で
の
広
い
範
囲

の
中
に
、
神
や
仏
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
場
所
を
造
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
富
士
山
信
仰
の
世
界
が
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

平
安
時
代
の
終
わ
り
に
修
行
僧
末ま

つ

代だ
い

上
し
ょ
う

人に
ん

が
数
百
度
の
登
山
を
行
い
、
山
頂
に
大だ

い

日に
ち

寺で
ら

、
富
士
山
麓
の
村
山
に
興こ

う

法ぼ
う

寺じ

（
村
山
浅

間
神
社
）
を
創
建
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
興
法
寺
の
僧
侶
で
あ
っ
た
頼ら
い

尊そ
ん

が
富
士
山
に
お
け
る
修し
ゅ

験げ
ん

者じ
ゃ

を
組
織

化
し
、
富
士
山
に
お
け
る
山
岳
信
仰
「
富ふ

士じ

行
ぎ
ょ
う

」
を
確
立
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
戦
国
時
代
に
富
士
山
周
辺
や
人ひ
と

穴あ
な

（
富
士
宮
市
）

で
修
行
を
行
っ
た
長
谷
川
角か
く

行
ぎ
ょ
う

を
開
祖
と
す
る
「
富ふ

士じ

講こ
う

」
が
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
江
戸
周
辺
の
庶
民
に
浸
透
し
ま

す
。
こ
の
た
め
、
富
士
山
に
は
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
時
代
に
入
る
と
政
府
が
神
仏
分
離
政
策
を
推
進
し
、
そ

れ
ま
で
の
修
験
を
中
心
と
し
た
信
仰
は
薄
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
、
再
び
、
信
仰
の
場
と
し
て
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
、
平
成
二
十

五
年
六
月
に
世
界
文
化
遺
産
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
富
士
市
に
は
須す

戸ど

湖こ

（
須
津
湖
）
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
須
戸
湖
は
富
士
講
の
巡
礼
地
で
あ
る
富
士
八は
っ

海か
い

（
現

三
尊
九
尊
図
（
個
人
蔵
）
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在
は
山
中
湖
、
河
口
湖
、
西
湖
、

精
進
湖
、
本も
と

栖す

湖こ

、
四し

尾び

連れ

湖こ

、

明あ
す

見み

湖こ

、
泉せ

ん

津ず
い

（
瑞
）
湖こ

）
の

内
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
資
料
に
よ
っ
て
は
浮

島
沼
の
一
部
、
浮
島
沼
と
は
別

の
湖
が
あ
っ
た
と
様
々
で
正
確

な
位
置
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
現
在
は
「
か
す
な
が
ら
名

の
み
の
こ
り
て
須
津
の
湖　

三

素
哉
」
と
刻
ま
れ
た
碑
が
建
て

ら
れ
、
往
時
を
忍
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

冨
士
山
禅
定
図
（
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）

歌
川
国
輝
「
冨
士
山
諸
人
参
詣
之
図
」

（
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）

須戸湖碑
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富
士
山
の
芸
術

・
文
学

　

富
士
山
は
そ
の
神
秘
的
な
姿
か
ら
古
く
よ
り
、
芸
術
・
文
学
の
対
象

と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

富
士
山
に
関
し
て
最
も
古
い
記
録
は
和わ

銅ど
う

六
年
（
七
一
三
）
の

『
常ひ
た
ち
の
く
に

陸
国
風ふ

土ど

記き

』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た

万
葉
集
に
は
山や
ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

の
「
田
子
の
浦
ゆ　

う
ち
い
で
て
み
れ
ば
真
白

に
ぞ　

富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
」
と
い
う
有
名
な
歌
が
納
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
は
物
語
の
祖
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
で

富
士
山
が
重
要
な
場
面
で
登
場
し
ま
す
。
中
世
に
は
『
海か
い

道ど
う

記き

』
、

『
十い

ざ

よ

い

六
夜
日に

っ

記き

』
と
い
わ
れ
た
紀
行
文
に
そ
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
明
治
時
代
以
降
も
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

や
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

、
太だ

宰ざ
い

治
お
さ
む

と
い
っ
た
多

く
の
有
名
な
歌
人
や
文
豪
の
作
品
に
登
場
し
ま
す
。

　

絵
画
で
は
、
富
士
山
を
描
い
た
作
品
と
し
て
は
現
存
最
古
と
い
わ
れ

る
国
宝
の
秦
は
た
の

致ち

貞て
い

筆
「
聖
徳
太
子
絵
伝
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
を

は
じ
め
、
多
く
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
室
町
時
代
の
重

要
文
化
財
で
あ
る
狩
野
元
信
筆
「
富ふ

士じ

参さ
ん

詣け
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

」
は
富
士
山
の
登

拝
の
様
子
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
葛か

つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

筆
「
富ふ

嶽が
く

三さ
ん

十
じ
ゅ
う

六ろ
っ

景け
い

」
、
歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

筆
「
富ふ

士じ

三さ
ん

十
じ
ゅ
う

六ろ
っ

景け
い

」
な

ど
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
ま
し
た
。
明
治
時
代
以
降
も
横よ
こ

山や
ま

大た
い

観か
ん

や
和わ

田だ

英え
い

作さ
く

と
い
っ
た
多
く
の
画
家
が
富
士
山
の
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

神
戸
麗
山
「
富
岳
図
」
（
個
人
蔵
）
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神
戸
麗
山
「
富
岳
図
」
（
個
人
蔵
）

歌川国芳「雅業平東下り」（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

歌川広重「五十三次　吉原　ふじの沼」

（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

「万葉集」（出雲寺文治郎『万葉和歌集校異』）

（富士市立富士文庫蔵）

高橋弘明「富士川上り舟」

（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）
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跡マップ

● P10

東泉院

日吉浅間神社

● P14

富士塚

●左富士
　 P17

● P11

滝川神社

● P16

山部赤人の万葉歌碑

　 ● P11

今宮浅間神社

●河合橋
　 P17

望嶽碑

P16 ●

★お願い

史跡には必ずしも駐車場がある

わけではありません。

近隣の公共施設等に駐車する場

合には、必ず施設の管理者に許

可をいただいて下さい。
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富士山史

　 ● P13

入山瀬浅間神社

● P17

眺峰館

松岡水神社

　 ● P12

凡夫川水垢離場

P13 ●

富知六所浅間神社

　 ● P11

鶴芝の碑

● P17
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東と
う

泉せ
ん

院い
ん

と
下し
も

方か
た

五ご

社し
ゃ

　

東
泉
院
は
山さ

ん

号ご
う

を
「
富
士
山
」
と
す
る
密

教
寺
院
で
あ
り
、
現
在
の
富
士
市
今い
ま

泉
い
ず
み

に
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
寺
は
下
方
五
社
別べ
っ

当と
う

職し
き

を

代
々
引
き
つ
い
で
き
ま
し
た
。
寺
の
由
緒
で

は
富
士
山
は
「
三
国
無
双
の
名
山
で
国
家
を

護
る
神
の
山
」
で
、
富
士
山
の
神
を
祀
る
浅

間
宮
を
設
け
て
絶
え
ず
、
鎮ち
ん

火か

祈き

祷と
う

を
お
こ

な
う
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
下
方
と
は
富
士
郡
下
方
（
現
在

の
富
士
市
域
の
大
部
分
）
を
指
し
、
別
当
と

は
寺
社
を
管
理
し
、
代
表
者
と
し
て
の
権
限

を
も
つ
も
の
を
言
い
ま
す
。
下
方
五
社
と
は

東
泉
院
が
管
理
し
て
い
た
五
つ
の
浅
間
神
社

で
す
。
日ひ

吉よ
し

浅
間
神
社
、
滝た

き

川が
わ

神
社
、
富ふ

知じ

六ろ
く

所し
ょ

浅
間
神
社
、
今い

ま

宮み
や

浅
間
神
社
、
入い

り

山や
ま

瀬せ

浅
間
神
社
の
こ
と
で
す
。
こ
の
五
社
の
中
に

は
富
士
南
麓
に
伝
わ
る
か
ぐ
や
姫
の
縁
の
あ

る
神
社
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

◆吉原公園　P 普通車 ６ 台

◆日吉浅間神社　富士市今泉8-5　参拝者用駐車場あり

◆滝川神社　富士市原田1309

◆今宮浅間神社　富士市今宮38７　参拝者用駐車場あり

◆富知六所浅間神社　富士市浅間本町5-1　参拝者用駐車場あり

◆入山瀬浅間神社　富士市入山瀬4-9-1

『
富
士
山
大
縁
起
』
「
五
社
記
」

（
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）

富
士
山
の
信
仰
に
触
れ
る
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川
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淵
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田
川
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井
川
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田
子
の
浦
港
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岩松中
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鷹岡小

鷹岡中

富士第一小

富士第二小

富士中央小

丘小
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田子浦小
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大淵第一小 大淵中
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今泉小

元吉原中

原田小
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神戸小

吉原第三中吉原第三中

元吉原小

吉原北中

吉永第一小

吉永第二小

吉原東中
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しんふ
じ

ふじ

ゆ
の
き

Y
U

N
O

K
I S

ta
.

た
て
ぼ
り

T
A
T
E
B
O

R
I S

ta
.

い
り
や
ま
せ

IR
IY

A
M

A
S
E
 S

ta.

ふ
じ
ね

F
U
JIN

E
 S

ta.

しんふ
じ

ふじ

よしわらYOSHIWARA Sta.

よしわらYOSHIWARA Sta.

ジヤトコまえ
JATCOMAE Sta.

ほんよしわら
HONYOSHIWARA Sta.

ひな
HINA Sta. がくなんふじおか

GAKUNANFUJIOKA Sta.がくなんふじおか

GAKUNANFUJIOKA Sta.

がくなんはらだGAKUNANHARADA Sta.

よしわら
ほんちょう
YOSHIWARAHONCHO Sta.

しんふ
じ

SHIN-FUJI Sta.

ふじ
FUJI Sta.

富士常葉大

富士高

富士見高

富士東高

吉原工業高

吉原高
富士市立高

富士宮東高

富士市役所
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　孝
こう

昭
しょう

天
てん

皇
のう

の御代 ２年 ６月

10日に富士山頂に祀ったも

のを噴火が続いて祭祀がで

きなくなったために、延
えん

暦
りゃく

４ 年（785）に今の場所へ移

したと言われています。

詳細は13ページをご覧くだ

さい。

富
ふ

知
じ

六
ろく

所
しょ

浅
せん

間
げん

神
じん

社
じゃ

入
いり

山
やま

瀬
せ

浅
せん

間
げん

神
じん

社
じゃ

　口伝では孝
こう

霊
れい

天
てん

皇
のう

の御代

に起きた富士山の大噴火の

際に鎮座し、人々の恐れを

鎮めたと伝えられています。

滝
たき

川
がわ

神
じん

社
じゃ

　言い伝えではこの神社は

崇
す

神
じん

天
てん

皇
のう

5 年（紀元前93）

に勧請され、社殿は富士郡

の久
く

爾
に

郷
ごう

（富士市伝法のあ

たりか）に建てられたとさ

れます。

日
ひ

吉
よし

浅
せん

間
げん

神
じん

社
じゃ

　貞観 ６年（8６４）頃、大
おお

淵
ふち

丸
まる

火
び

溶岩流の先端に社を建

て、山霊を鎮め災害が起き

ないように浅間大神を祀っ

たのが本社の始まりではな

いかと推測されています。

今
いま

宮
みや

浅
せん

間
げん

神
じん

社
じゃ

●

入山瀬浅間神社

●

今宮浅間神社

●

富知六所浅間神社

日吉浅間神社

●

●

滝川神社
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富
士
山
に
向
か
う
玄
関
口

松ま
つ

岡お
か

水す
い

神じ
ん

社じ
ゃ

と
冨ふ

士じ

山さ
ん

道み
ち

　
富
士
市
松
岡
字
船
場
一
八
一
六

　

江
戸
時
代
に
、
駿す

る

が河
以
西
か
ら
富
士
登
山
を
す
る
行
者
の
多
く
は
、

富
士
川
を
渡
っ
た
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
浅
間
大
社
の
あ
る
大お
お

宮み
や

を
経

て
、
村
山
口
に
向
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
道
し
る

上の図は、『冨士山禅定図』（富士山かぐや

姫ミュージアム蔵）より、部分拡大したも

ので、「水神」の右に「冨士山道」の標識

があり、そこから大宮まで「冨士本道」が

描かれています。

べ
は
、
東
海
道
か
ら
富
士

山
へ
向
か
う
分
岐
点
に
建

て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、

現
在
は
松
岡
水
神
社
境
内

に
移
設
さ
れ
て
い
ま
す
。



J
R
身
延
線

JR
 M

IN
O
B
U
 L

IN
E

西

富
士

道

J

入山瀬

久沢

厚原

伝法

岩本

松岡 柚木

平垣

森島

横割

宮島

柳島

本市場

青葉町

富

士
川

潤
井
川

F
U

J
I R

IV
E
R

星山

岩松中

岩松小

岩松北小

富士南小

富士南中

富士中

鷹岡小

鷹岡中

富士第一小

富士第二小

富士中央小

丘小

富士川第一小富士川第一小

富士川第一中富士川第一中

しんふ
じ

ふじ

ゆ
の
き

Y
U

N
O

K
I S

ta
.

た
て
ぼ
り

T
A
T
E
B
O

R
I S

ta
.

い
り
や
ま
せ

IR
IY

A
M

A
S
E
 S

ta.

しんふ
じ

ふじ

ふ
じ
か
わ

F
U

J
IK

A
W

A
 S

ta
.

ふ
じ
か
わ

F
U

J
IK

A
W

A
 S

ta
.

しんふ
じ

SHIN-FUJI Sta.

ふじ
FUJI Sta.

富士高

富士見高

13

富士市入山瀬４丁目

　新福知浅間神社とも呼ばれま

した。明治２６年（1893）10月に

書かれた棟札には、平
へい

城
ぜい

天
てん

皇
のう

が

大般若経を奉納したという伝承

があること、また応
おう

永
えい

２年

（1395）の銘が刻まれた鰐口が

伝えられていたことが記されて

いました。

凡夫川と潤井川が合流する立願

淵（龍厳淵）のあたりで、富士

登拝を終えた道者が垢離をと

り、精進明けして国元へ帰りま

した。

入
いり

山
やま

瀬
せ

浅
せん

間
げん

神
じん

社
じゃ

凡
ぼん

夫
ぷ

川水
みず

垢
ご

離
り

場
ば

入山瀬浅間神社 ●

●

松岡水神社

凡夫川水垢離場

●
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富
士
山
へ
至
る
道

富ふ

士じ

塚づ
か　

富
士
市
鈴
川
一
三
―
三
二

　

富
士
山
登
拝
の
た
め
、
登
山
者
が
浜
で
身

を
清
め
（
浜は
ま

垢ご

離り

）
、
登
山
へ
の
安
全
と
無

事
を
祈
願
し
、
浜
か
ら
拾
っ
て
き
た
小
石
を

積
み
上
げ
た
も
の
だ
と
江
戸
時
代
の
資
料
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
静
岡
県
で
現
存
す
る
唯

一
の
富
士
塚
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
築
造
時
期

は
不
明
で
す
が
、
文
献
等
の
記
録
や
そ
の
構

造
か
ら
富
士
講
に
よ
る
築
造
で
は
な
い
と
考

え
ら
ま
す
。

富ふ

士じ

山さ
ん

村む
ら

山や
ま

道み
ち

　
村
山
道
は
東
海
道
吉よ
し

原わ
ら

宿
じ
ゅ
く

西
木
戸
に
あ
る
「
四し

間け
ん

橋ば
し

（
志
軒
橋
）
」
を

起
点
と
し
て
村
山
に
い
た
る
道
を
指
し
ま
す
。
中
世
ま
で
興こ
う

法ぼ
う

寺じ

（
現
在

の
村
山
浅
間
神
社
）
は
村
山
修
験
の
修
行
の
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
江
戸
時
代
に
入
り
、
大お
お

宮み
や

の
本
宮
浅
間
社
（
現
在
の
浅
間
大
社
）

で
山や
ま

役や
く

銭せ
ん

（
入
山
料
）
を
納
め
て
、
村
山
か
ら
山
頂
を
目
指
す
ル
ー
ト
が

幕
府
に
認
め
ら
れ
る
と
富
士
講
の
隆
盛
や
宝
永
噴
火
の
影
響
に
よ
り
、
興

法
寺
は
経
済
的
に
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
村
山
は
、
登
拝
者
を
直

接
村
山
に
導
く
「
村
山
道
」
を
設
定
し
ま
す
。
村
山
は
登
山
ル
ー
ト
を
示

し
た
絵
図
を
発
行
し
、
道
の
途
中
に
道
し
る
べ
を
設
置
し
ま
し
た
。
道
し

る
べ
は
現
在
七
基
（
う
ち
五
基
が
富
士
市
内
）
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

右
　
明
治
～
大
正
時
代
の
富
士
塚
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富士中

鷹岡中
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富士第二小

富士中央小

丘小

田子浦中

伝法小

田子浦小

岳陽中

吉原第一中

吉原小

広見小

青葉台小

大淵第一小 大淵中

吉原第二中

今泉小

大淵第二小

元吉原中

原田小

富士見台小

神戸小

吉原第三中吉原第三中

元吉原小

吉原北中

吉永第一小

吉永第二小

吉原東中

富士特別支援学校

しんふ
じ

ふじ

しんふ
じ

ふじ

よしわらYOSHIWARA Sta.

よしわらYOSHIWARA Sta.

ジヤトコまえ
JATCOMAE Sta.

ほんよしわら
HONYOSHIWARA Sta.

ひな
HINA Sta. が

GAKUNANFUJIOKA Sta.が
GAKUNANFUJIOKA Sta.

がくなんはらだGAKUNANHARADA Sta.

よしわら
ほんちょう
YOSHIWARAHONCHO Sta.

しんふ
じ

SHIN-FUJI Sta.

ふじ
FUJI Sta.

富士常葉大

富士高

富士東高

吉原工業高

吉原高

富士市役所

村

山

道

15

⑤　覆
い

盆
ち

子
ご

平
だいら

①　辻
つじ

畑
はた

②　横
よこ

山
やま

③　大
おお

峯
みね

④　石
いし

ノ前
まえ

駿河国冨士山絵図（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

至 村山浅間神社

富士塚

●

東海道

●①

●②

●③

●④

●⑤

※①〜⑤の見出しは設置場所の小字から
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川成新島

中丸
鮫島

柳島

蓼原

国久保

今泉

石坂

一色

三ッ沢

富士見台

神戸
鵜無ヶ淵

間門

神谷

中里

比奈

原田

今泉

鈴川

依田橋

田島

島田町

桧新田

桧

沼田新田

中里

川尻東

増川
小潤井川

沼
川

滝
川

赤
淵
川

須
津
川

和
田
川

潤
井
川

滝川

昭
和
放
水
路

田
子
の
浦
港

丘小

田子浦中

伝法小

田子浦小

岳陽中

吉原第一中

吉原小

広見小

青葉台小

吉原第二中

今泉小

元吉原中

原田小

富士見台小

神戸小

吉原第三中吉原第三中

元吉原小

吉原北中

吉永第一小

吉永第二小

吉原東中

須津小

須津中

じじ

よしわらYOSHIWARA Sta.

よしわらYOSHIWARA Sta.

ひがしたごのうら
HIGASHITAGONOURA Sta.

ひがしたごのうら
HIGASHITAGONOURA Sta.

ジヤトコまえ
JATCOMAE Sta.

ほんよしわら
HONYOSHIWARA Sta.

ひな
HINA Sta.

すど
SUDO Sta.

かみや
KAMIYA Sta.

がくなんえのお

GAKUNANENOO Sta.

がくなんふじおか

GAKUNANFUJIOKA Sta.がくなんふじおか

GAKUNANFUJIOKA Sta.

がくなんはらだGAKUNANHARADA Sta.

よしわら
ほんちょう
YOSHIWARAHONCHO Sta.

じ
SHIN-FUJI Sta.

富士常葉大

富士東高

吉原工業高

吉原高
富士市立高

富士市役所
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富士市西
にし

柏
かしわ

原
ばら

新
しん

田
でん

（立
りゅう

圓
えん

寺
じ

）

　文
ぶん

化
か

5 年（1808）尾張藩（愛知県

名古屋市）の藩医柴
しば

田
た

景
かげ

浩
ひろ

が建立し

ました。ここから眺める富士山の景

色を称えています。

　「田子の浦ゆ　うち出てみれば　ま白にぞ

　　　　　　富士の高嶺に　雪は降りける」（反歌）

　万葉集に選歌された山部赤人の富士山を望む歌一首

のうちの短歌です。富士山を望むふじのくに田子の浦

みなと公園内に建てられています。

望
ぼう

嶽
がく

碑
ひ

山
やま

部
べの

赤
あか

人
ひと

の万
まん

葉
よう

歌
か

碑
ひ

（ふじのくに田子の浦みなと公園内）

富
士
山
を
望
む

歌川国芳（百人一首之内「山辺赤人」（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

●

山部赤人の万葉歌碑

●

河合橋

●

望嶽碑

左富士

●

眺峰館

●



J
R
身
延
線

JR
 M

IN
O
B
U
 L

IN
E

入山瀬

伝法

柚木

平垣

森島

横割

宮島

五貫島

川成新島

本市場

青葉町

士
川

潤
井
川

F
U

J
I R

IV
E
R

岩松中

岩松小

岩松北小

富士南小

富士南中

富士中

鷹岡小

鷹岡中

富士第一小

富士第二小

富士中央小

しんふ
じ

ふじ

ゆ
の
き

Y
U

N
O

K
I S

ta
.

た
て
ぼ
り

T
A
T
E
B
O

R
I S

ta
.

い
り
や
ま
せ

IR
IY

A
M

A
S
E
 S

ta.

しんふ
じ

ふじ

しんふ
じ

SHIN-FUJI Sta.

ふじ
FUJI Sta.

富士高

富士見高
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　東海道を江戸から京へ向かうと富士山は絶えず、右側に見えます。しかし、この付近だけ、

松並木の中に富士山が左に見えます。このことから左富士と呼ばれています。歌川広重の浮世

絵でも取り上げられ、東海道の名所となりました。

左
ひだり

富
ふ

士
じ

　富士市依
よ

田
だ

橋
ばし

　明治時代、吉原の町

に建てられていまし

た。 3階からの富士山

の眺めが絶景だったこ

とからこの名がつけら

れました。

眺
ちょう

峰
ほう

館
かん

　広見公園内

　富士山の眺めの良さから江

戸時代の浮世絵や明治、大正

時代の絵葉書などで、名所と

して描かれました。

河
か わ い

合橋
ばし

　富士市鈴
すず

川
かわ

本
ほん

町
ちょう

　江戸時代、東海道の間宿本市

場にある茶屋から富士山を眺め

ると、麓の模様が、冬は雪で白

く鶴が舞うようで、夏は緑が繁

って亀が泳いでいるようだとし

て、評判になりました。京の画

家が鶴を描き、江戸の学者が歌

にしたものを刻んだ「鶴芝の碑

が残されています。

鶴
つる

芝
しば

・亀
かめ

芝
しば

　富士市本
もと

市
いち

場
ば

川
瀬
巴
水
「
月
夜
の
富
士
」

（
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）

歌川広重（初代）東海道五拾三次之内「吉原」（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

●

鶴芝の碑
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岩い
わ

淵ぶ
ち

鳥と
り

居い

講こ
う　

富
士
市
岩
淵

　

岩
淵
に
は
鳥
居
講
と
い
わ
れ
る
行
事
が
あ
り
ま
す
。
富
士
市
岩
淵
の
八や

坂さ
か

神じ
ん

社じ
ゃ

の
氏
子
が
中
心
と
な
っ
て
十
二
年
に
一
度
の
申さ
る

年ど
し

に
白
木
の
鳥
居
を
富
士
山
頂
奥お
く

宮み
や

に
奉
納
す
る
行
事
を
行
い
ま
す
。
鳥
居
講
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
後
半
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
で

明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
説
に
は
東
海
道
で
富
士
川
の
渡と

船せ
ん

役や
く

を
岩
淵
村
で

請
け
負
っ
た
時
に
渡
船
の
材
料
と
し
て
富
士
浅
間
神
社
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
）

の
社
領
か
ら
木
材
を
切
り
出
し
、
そ
の
お
礼
と
渡
船
の
安
全
を
願
っ
て
鳥
居
の
奉

納
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
富
士
山
が
六
十
年
に
一
度
巡
っ
て

く
る
庚こ

う

申し
ん

の
年
に
突
如
出
現
し
た
と
い
う
伝
説
（
庚
申
縁
年
）
か
ら
、
鳥
居
の
奉

納
も
縁
年
に
ち
な
ん
で
、
申
年
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

近
年
の
日
程
で
は
七
月
下
旬
ご
ろ
岩
淵
八
坂
神
社
で
、
そ
の
年
に
奉
納
す
る
鳥

居
を
披
露
し
、
講
員
た
ち
は
祓
い
を
受
け
て
神
社
を
出
発
し
ま
す
。
途
中
、
富
士

山
本
宮
浅
間
大
社
（
富
士
宮
市
）
を
参
拝
し
、
楼ろ

う

門も
ん

前
で
鳥
居
を
組
み
立
て
て
祓

い
を
受
け
ま
す
。
そ
の
後
、
新
五
合
目
ま
で
バ
ス
で
移
動
し
て
か
ら
、
講
員
た
ち

は
富
士
登
山
を
敢
行
し
ま
す
。
昔
は
講
員
や
強ご

う

力り
き

に
よ
っ
て
鳥
居
を
運
び
あ
げ
ま

し
た
が
、
現
在
で
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
運
ん
で
い
き
ま
す
。
講
員
は
九
合
目
の
山

室
で
一
泊
し
、
翌
朝
に
登
頂
し
て
頂
上
の
奥
宮
前
に
鳥
居
を
建
立
し
ま
す
。
そ
の

後
奉
納
式
が
行
わ
れ
、
全
て
の
工
程
が
終
わ
る
と
順
次
、
下
山
し
て
い
き
ま
す
。

　

近
世
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
鳥
居
講
は
、
現
代
に
お
い
て
非
常
に
貴
重
な
民

俗
行
事
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

富
士
山
に
祀
る
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八坂神社を出発（平成28年） 前回建てた鳥居の撤去（平成28年）

富士山頂に奉納された鳥居（大正 9 年）

鳥居をロープで建てる（平成28年） 完成した鳥居のお祓い（平成28年）
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「富士を背にした茶摘」

「富士川橋からの富士山遠望」

「岩淵からの富士」

※古写真は全て富士山かぐや姫ミュージアム所蔵

富士山古写真館

「鈴川からの富士」

「浮島からの富士」

　明治〜大正期には、日本各地の名所や

風俗が写真に収められ、絵葉書として広

く流通しました。特に、富士山を背にし

た風景は数多く撮影され、手彩色された

状態のものもあります。



富士山に還るかぐや姫の物語を展示する、世界

でただひとつの博物館です。ここで富士山とか

ぐや姫について知識を深めてから伝承の地を訪

ねれば、物語の世界が一層広がります！

【開館時間】

4 月～10月：午前 9 時～午後 5 時

11月～ 3 月：午前 9 時～午後 4 時30分

【休館日】

月曜日（祝日の場合は開館），祝日の翌日

12月28日～翌年 1 月 4 日

【観覧料】

無料

【お問い合わせ】

〒417-0061　静岡県富士市伝法66-2

TEL 0545-21-3380　 FAX 0545-21-3398

e-mail　museum@div.city.fuji.shizuoka.jp

URL　http://museum.city.fuji.shizuoka.jp/アクセスマップ
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