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は
じ
め
に

　
ま
ち
な
か
で
ふ
と
道
の
傍
ら
に
目
を
向
け
る
と
、
神
仏
の
姿
や
文
字
が
彫
刻
さ
れ
た
石
造
物
を
見
か
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
そ
の
地
域
で
暮
ら
す
人
々
が
建
て
た
も
の
で
、
現
在
で
も
花
や
水
が
供
え
ら

れ
て
い
た
り
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
石
造
物
は
、
人
々
が
行
き
交
う
場
所
に
祀
ら
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
、
古
い
街
道
沿
い
に
あ

る
場
合
が
多
く
、
石
造
物
の
位
置
か
ら
か
つ
て
の
ま
ち
並
み
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
近
代
以
降
、
経
済
成
長
な
ど
に
よ
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
大
規
模
開
発
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
石
造
物

は
付
近
の
神
社
や
集
会
所
の
土
地
に
移
設
さ
れ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
処
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
な
ど
、

そ
の
存
在
意
義
が
希
薄
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
古
い
街
道
も
、
新
し
い
道
路
に
付
け
替
え
ら
れ
て
原
形

を
留
め
な
か
っ
た
り
消
失
し
た
り
し
て
、
そ
の
道
筋
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
主
に
明
治
時
代
以
前
か
ら
の
旧
道
（
推
定
地
）
沿
い
に
あ
る
も
の
を
中

心
に
、
こ
う
し
た
路
傍
の
石
造
物
の
う
ち
今
日
で
も
な
お
現
存
し
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
位
置
と
種

類
を
示
し
て
い
ま
す
。
本
書
を
片
手
に
ま
ち
歩
き
に
出
か
け
れ
ば
、
今
も
生
き
る
古
の
文
化
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
富
士
市
の
ま
ち
並
み
に
新
し
い
風
景
を
感
じ
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
富
士
市
の

豊
か
な
歴
史
と
文
化
を
改
め
て
知
る
こ
と
で
、
先
人
の
残
し
た
風
景
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。
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〈
凡
　
例
〉

・
古
道
の
推
定
路
は
破
線
で
示
し
た
。
紹
介
し
た
古
道
は
、
明
治
23
年
測
量
の
地
図
か
ら
、

当
該
ル
ー
ト
に
当
た
る
道
を
推
測
し
、
現
在
の
道
路
と
最
も
適
合
す
る
道
に
充
て
た
。
既

に
存
在
し
な
い
道
に
つ
い
て
は
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
近
接
の
道
路
に
代
替
し
て
経
路
を
繋

げ
た
。
ま
た
、
身
延
道
に
限
っ
て
は
、
静
岡
県
教
育
委
員
会
『
静
岡
県
歴
史
の
道
調
査
報

告
書
』
に
拠
り
、
存
在
し
な
い
道
に
つ
い
て
は
前
述
と
同
様
の
対
応
と
し
た
。

・
本
書
掲
載
の
石
造
物
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
上
や
公
益
性
の
高
い
施
設
、
あ
る
い
は

神
社
仏
閣
な
ど
、
通
常
の
進
入
が
可
能
な
施
設
に
存
在
す
る
も
の
を
選
定
し
た
。
個
人
住

宅
や
店
舗
・
工
場
な
ど
無
断
で
進
入
が
で
き
な
い
場
所
に
存
在
す
る
石
造
物
に
つ
い
て
は

掲
載
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
路
上
か
ら
視
界
を
遮
る
も
の
が
な
く
、
進
入
し
な
く
て
も

明
ら
か
に
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

・
地
図
上
の
石
造
物
の
位
置
は
「
●
」
で
示
し
、
隣
に
通
し
番
号
（
ペ
ー
ジ
毎
）
を
記
し

た
。
た
だ
し
、
同
一
箇
所
に
複
数
石
造
物
が
あ
る
場
合
は
、
通
し
番
号
を
位
置
関
係
に
揃

え
て
配
置
し
、
枠
で
囲
っ
た
。
ま
た
、
位
置
関
係
が
複
雑
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
配
置
図

を
挿
入
し
、
位
置
と
通
し
番
号
を
示
し
た
。

・
通
し
番
号
を
付
っ
た
石
造
物
は
別
表
に
種
類
と
建
立
年
を
記
し
た
。
建
立
年
は
、
年
号

と
そ
の
年
数
の
み
を
記
し
、
干
支
や
月
日
は
読
み
取
れ
る
場
合
で
も
割
愛
し
た
。

・
本
書
で
は
、
原
則
と
し
て
、
昭
和
期
以
前
に
建
立
し
た
石
造
物
を
掲
載
の
対
象
と
し
た
。

ま
た
、
墓
、
卵
塔
（
僧
の
墓
）
や
、
神
社
仏
閣
の
灯
篭
、
水
盤
、
狛
犬
、
鳥
居
、
個
人
の

屋
敷
神
の
石
祠
、
石
造
以
外
の
神
仏
像
等
に
つ
い
て
は
掲
載
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、

配
置
図
に
て
、
必
要
に
応
じ
て
「
〇
」
で
示
し
、
場
合
に
よ
っ
て
そ
の
種
類
を
記
し
た
。

「
■
」
は
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
物
体
の
存
在
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
地
図
は
、
上
が
真
北
を
指
し
、
枠
で
囲
っ
た
通
し
番
号
の
位
置
関
係
も
こ
れ
に
準
じ
る
。

配
置
図
で
は
図
内
で
方
位
を
示
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
に
従
う
も
の
と
す
る
。

・
「
仁
藤
春
耕
の
道
し
る
べ
」
及
び
「
室
伏
半
蔵
の
道
し
る
べ
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
を

「
0

」
、
後
者
を
「
0

」
と
し
て
位
置
を
示
し
た
。
数
字
は
、
「
第
〇
号
」
と
い
っ
た
、
周

知
の
通
し
番
号
を
示
し
た
。
な
お
、
「
0

」
は
、
現
在
移
設
さ
れ
た
仁
藤
春
耕
の
道
し
る

べ
の
元
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
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富
士
市
の
古
道

　

庶
民
の
生
活
文
化
は
、
道
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
近
隣
の
村
々
か
ら
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
富
士
市
域
で
は
、
古
く
か
ら
の
主
要
道
と
し

て
東
西
の
幹
線
路
・
東
海
道
の
ほ
か
、
富
士
山
や
愛あ

し

鷹た
か

山や
ま

の
山
麓
、
富
士
川
沿
い
な
ど
地
形
に
即
し
た
街
道
が
、
各
方
面
へ
放
射
状
に

繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
道
に
は
様
々
な
地
域
の
文
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
古
道
上
の
石
造
物
は
そ
の
影
響
が
よ
く
反
映
さ
れ
て

お
り
、
地
域
の
特
性
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

富
士
市
の
石
造
物
の
概
要

　

石
造
物
は
、
マ
チ
や
ム
ラ
の
境
や
道
辻
、
坂
や
橋
の
た
も
と
な
ど
に
多
く
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
所
は
、
物
理
的
な
境

界
で
あ
る
と
と
も
に
、
古
く
か
ら
日
本
人
の
観
念
の
中
で
、
内
と
外
を
繋
ぐ
場
所
、
こ
の
世
と
あ
の
世
が
交
錯
す
る
場
所
と
し
て
認
識

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
々
は
こ
こ
に
石
造
の
神
仏
を
祀
る
こ
と
で
、
災
厄
が
ム
ラ
に
入
り
込
む
の
を
防
い
だ
り
、
霊
魂
を
供

養
し
た
り
、
五
穀
豊
穣
や
子
孫
繁
栄
な
ど
の
御
利
益
を
願
っ
た
り
す
る
特
別
な
空
間
と
し
ま
し
た
。
一
般
的
に
こ
れ
ら
の
石
造
物
は
、

個
人
で
設
置
す
る
も
の
よ
り
も
、
地
域
の
代
表
者
や
住
民
の
連
名
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
祀
っ
て
い
る
石
造
物
の
種
類
か
ら
、
そ
の
地
域
の
社
会
的
特
性
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

石
造
物
の
形
状
は
、
神
仏
像
を
彫
っ
た
も
の
や
神
仏
名
の
文
字
を
彫
っ
た
碑
、
石
祠
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
像
そ
の
も
の
だ
け

の
丸
彫
り
や
、
像
の
前
面
だ
け
を
浮
彫
り
に
し
て
、
背
面
は
身
体
が
発
光
し
て
い
る
状
態
を
表
現
し
た
光
背
、
特
に
、
船
首
を
上
に
舟

を
立
て
た
よ
う
な
形
の
「
舟ふ

な

光こ
う

背は
い

」
を
彫
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
自
然
石
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
富
士
市
内
に
は
、
お
よ
そ
四
五
〇
〇
基
も
の
石
造
物
（
墓
石
を
除
く
）
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時
代
の
中
ご

ろ
か
ら
明
治
時
代
の
間
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
種
類
別
に
見
る
と
、
寺
社
の
施
設
（
灯
篭
や
鳥
居
等
）
を
除
け
ば
、
馬
頭
観
音
が
最
多
数

で
約
四
〇
〇
基
、
次
い
で
道
祖
神
が
約
三
〇
〇
基
あ
り
ま
す
。
田
子
の
浦
か
ら
富
士
山
麓
ま
で
様
々
な
地
理
的
条
件
を
持
つ
富
士
市
で

は
、
地
区
ご
と
で
石
造
物
の
種
類
や
形
状
に
偏
り
が
あ
る
の
も
特
徴
で
す
。
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主
な
石
造
物
の
種
類

道ど
う

祖そ

神じ
ん

　
全
国
的
に
は
、
中
日
本
・
東

日
本
に
多
く
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ

カ
ミ
（
賽
の
神
）
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
（
道

陸
神
）
な
ど
と
も
呼
称
さ
れ
ま
す
。
村

の
境
や
道
の
辻
な
ど
に
祀
ら
れ
、
疫え
き

病
び
ょ
う

悪あ
っ

鬼き

の
侵
入
を
防
ぐ
と
さ
れ
た
り
、
行

路
の
神
や
性
の
神
、
子
供
の
守
護
な
ど
、

様
々
な
性
格
を
持
ち
ま
す
。
形
態
は
、

市
内
で
は
文
字
碑
や
、
単
体
の
神
像
（
単

体
道
祖
神
）
、
男
女
一
対
の
神
像
（
双そ
う

体た
い

道
祖
神
）
、
性
器
を
象
っ
た
も
の
な

ど
が
多
く
あ
り
ま
す
。
特
に
単
体
道
祖

神
の
う
ち
、
僧
形
丸
彫
坐
像
の
も
の
は

「
伊
豆
型
」
と
呼
ば
れ
、
伊
豆
に
多
く

分
布
し
て
い
ま
す
が
、
伊
豆
よ
り
西
側

で
は
富
士
市
の
富
士
川
東
岸
ま
で
が
主

な
分
布
域
で
、
富
士
市
の
北
西
に
隣
接

す
る
富
士
宮
市
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
双
体
道
祖
神
は
長
野
県
を
中

心
に
分
布
し
富
士
宮
市
で
も
非
常
に
多

い
た
め
「
大
宮
型
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
富
士
市
で
は
富
士
宮
市
に
接
す

る
北
西
部
で
多
数
分
布
し
ま
す
が
、
市

内
全
体
で
の
広
が
り
は
見
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
富
士
川
下
流
以

西
で
は
道
祖
神
自
体
が
ほ
と
ん
ど
無

く
、
市
内
で
は
南
松
野
に
双
体
道
祖
神

が
数
基
と
、
北
松
野
に
山
梨
県
に
多
く

分
布
す
る
丸ま
る

石い
し

道
祖
神
が
一
基
あ
る
の

み
で
す
。
道
祖
神
は
小
正
月
行
事
の
ど

で
祀
っ
た
り
、
鵜
無
ヶ
淵
で
は
道
祖
神

に
性
器
形
の
作
り
物
を
飾
っ
た
り
し
ま

す
。
柏
原
で
は
道
祖
神
を
ど
ん
ど
ん
焼

き
の
火
に
直
接
放
り
込
ん
で
厄
を
払
う

風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

庚こ
う

申し
ん

塔と
う

　
中
国
の
道
教
の
思
想
で
は
、

六
十
日
周
期
に
く
る
庚
か
の
え
さ
る

申
の
日
、
夜
寝

て
い
る
間
に
体
内
か
ら
三さ
ん

尸し

の
虫む

し

が
抜

け
出
し
て
、
そ
の
人
の
日
頃
の
悪
い
行

い
を
天
帝
に
告
げ
て
寿
命
を
縮
め
て
し

ま
う
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
こ
の
日
は
人
々
が
集
ま
っ
て
寝

ず
に
夜
明
け
を
待
つ
庚こ
う

申し
ん

待ま

ち
が
各
地

で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
庚

申
塔
が
造
立
さ
れ
ま
し
た
。
庚
申
塔
に

は
青
し
ょ
う

面め
ん

金こ
ん

剛ご
う

や
猿さ

る

田た

彦ひ
こ

な
ど
が
祀
ら

れ
、
朝
を
知
ら
せ
る
と
い
う
鶏
や
、「
見

ざ
る
・
聞
か
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
」
の
三

猿
な
ど
が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。

ん
ど
ん
焼
き

と
の
結
び
つ

き
が
強
く
、

市
内
の
神
戸

や
石
井
で
は

道
祖
神
に
仮

小
屋
を
組
ん

正月飾りの小屋で祀られた道祖神

（神戸 １ 丁目）
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馬ば

頭と
う

観か
ん

音の
ん

　
馬
の
頭
部
を
冠
し
た
姿
が

特
徴
の
観
音
で
、
民
間
で
は
牛
馬
の
守

り
神
や
、
死
ん
だ
牛
馬
の
供
養
と
し
て

祀
ら
れ
ま
し
た
。
市
内
で
は
、
荷
運
び

の
険
し
い
山
道
の
多
い
北
部
や
、
ツ
ク

レ
バ
（
繕
つ
く
ろ

い
場ば

）
と
呼
ば
れ
る
牛
馬
の

爪
切
り
場
、
死
ん
だ
牛
馬
を
置
く
馬
捨

て
場
で
あ
っ
た
場
所
で
見
ら
れ
ま
す
。

聖
し
ょ
う

観か
ん

音の
ん

　
観
音
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
が
、
聖
観
音
は
全

て
の
観
音
の
基
で
、
「
観
音
菩
薩
」
「
観

世
音
菩
薩
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
願
い

を
唱
え
れ
ば
聞
き
入
れ
て
く
れ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
手
に
蓮
華
や
水
瓶
を
持

っ
て
い
る
姿
が
一
般
的
で
す
。

地
蔵
　
地
獄
を
は
じ
め
と
す
る
六り
く

道ど
う

を

輪り
ん

廻ね

し
て
苦
し
む
人
々
を
救
済
す
る
と

さ
れ
、
人
々
は
死
後
地
獄
に
堕
ち
て
も

地
蔵
の
救
済
を
期
待
し
て
盛
ん
に
信
仰

し
ま
し
た
。
ま
た
、
現
世
に
お
い
て
も
、

地
蔵
が
苦
し
み
や
災
難
の
身
代
わ
り
に

な
っ
て
く
れ
た
り
、
健
康
や
子
ど
も
の

成
長
な
ど
様
々
な
ご
利
益
が
託
さ
れ
た

り
、
身
近
な
信
仰
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

市
内
に
は
、
六
道
に
分
身
を
一
体
ず
つ

配
し
た
六
体
一
セ
ッ
ト
の
六ろ
く

地じ

蔵ぞ
う

も
数

多
く
あ
り
ま
す
。

巡
じ
ゅ
ん

拝ぱ
い

塔と
う

　
江
戸
時
代
、
観
音
霊
場
の
札

所
（
寺
院
）
巡
礼
が
流
行
し
、
有
名
な

も
の
に
「
西さ
い

国ご
く

三
十
三
所
」
や
「
秩ち

ち

父ぶ

三
十
四
所
」
、
「
坂ば

ん

東ど
う

三
十
三
所
」
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
巡
拝
塔
は
巡
礼
達
成
に

よ
り
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
手
軽

に
巡
礼
で
き
る
近
場
の
霊
場
と
し
て

「
駿
豆
横よ
こ

道ど
う

三
十
三
所
」
や
「
伊
豆
横

道
三
十
三
所
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
巡

拝
塔
も
多
数
確
認
で
き
ま
す
。

水
神
　
湧
水
や
井
戸
な
ど
の
水
源
地
に

多
く
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
々
の
生
活

に
お
い
て
水
は
不
可
欠
で
あ
り
、
水
が

常
時
確
保
で
き
る
こ
と
は
何
よ
り
も
尊

い
こ
と
で
し
た
。
市
内
で
は
比
奈
や
今

泉
な
ど
の
湧
水
地
帯
や
、
逆
に
大
淵
や

神
戸
な
ど
水
に
苦
労
し
た
地
域
の
水
源

地
に
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
大
正
～

昭
和
期
の
も
の
は
、
新
興
の
町
の
水
源

地
や
、
水
道
整
備
の
記
念
に
祀
ら
れ
た

も
の
が
多
数
見
ら
れ
ま
す
。

秋あ
き

葉ば

山さ
ん

常
夜
灯
　
秋
葉
信
仰
は
、
火ひ

防ぶ

せ
の
神
と
し
て
東
海
地
方
を
中
心
に
流

行
し
、
常
夜
灯
の
形
で
祀
ら
れ
ま
し
た
。

各
地
で
秋
葉
講
が
組
ま
れ
、
秋
葉
の
寺

社
に
代
表
者
が
参
拝
し
ま
し
た
。
現
在

も
市
内
に
あ
る
秋
葉
講
は
、
毎
年
十
二

月
に
集
ま
り
、
各
家
で
新
し
い
お
札
を

祀
り
ま
す
。
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記
念
碑
　
出
来
事
や
史
跡
な
ど
の
記
録

や
顕
彰
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
近
代

以
降
に
多
く
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
特

定
の
出
来
事
の
記
念
の
ほ
か
、
日
清
日

露
戦
勝
や
天
皇
即
位
、
皇
太
子
御
成
婚
、

皇
紀
二
六
〇
〇
年
、
明
治
一
〇
〇
年
な

ど
、
国
の
慶
事
や
節
目
の
年
に
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
富
士
市
で
は
、
溶
岩
石
を

積
み
そ
の
上
に
板
碑
を
据
え
る
タ
イ
プ

が
多
く
、
村
の
青
年
団
な
ど
に
よ
り
建

て
ら
れ
ま
し
た
。

題だ
い

目も
く

塔と
う

　
日に
ち

蓮れ
ん

上
人
の
忌
日
十
月
十
三

日
に
ち
な
ん
で
、
寺
院
や
宗
徒
に
よ
り

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
塔
に
刻
ま
れ
た
題

目
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
文
字
は
、

髭ひ
げ

題だ
い

目も
く

と
呼
ば
れ
る
、
筆
端
を
髭
の
よ

う
に
走
ら
せ
た
独
特
の
書
体
が
用
い
ら

れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
富
士
市
は

日
蓮
宗
寺
院
が
多
い
た
め
、
題
目
塔
も

数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

石造物を見るときの楽しみ方

漠然と眺めるよりも、じっくり見て石造物一つ一つの個性を楽しもう！

①文字を読んでみよう　　建立年、建立者名、地名など

・ 彫刻なので比較的くずし字も読みやすい。

・ 彫られた溝の影で見やすくなる。日光の角度や自分の視点を考えよう。

・ 建立年は、元号の文字・年数の上限・干支などで読める部分を組み合わせる

ことで推察可能（p21「年代表」参照）。

・ 地名は、身近な地名を思い浮かべて当てはめると意外と読める。

②形を観察しよう　　像容、大きさ、表情、持物、眷
けん

属
ぞく

など

・ 石造物の姿形は、神仏像の種類によって、表情、手に持っているもの、一緒

に彫られているものなどで一定の決まりがある。形から、何の石造物かが推

察できる。市販の仏像ハンドブックなどで見比べてみよう。

③場所を感じよう　　道、辻、町境、川、橋、坂、寺社など

・ 道祖神や道しるべなど、なぜその場所にあるのかを考える。

④共通点・相違点を見つけよう　　　石造物の種類、形態、数量など

・ 道や地域で石造物の内容に偏りがある。地域性や伝播が読み取れる。
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p11
p14

p9

p12

富士山かぐや姫ミュージアム

裏表紙 久沢の双体道祖神

表紙 鈴川地蔵堂の石造物群

古
路
の
石
造
物

全
体
マ
ッ
プ

☆お願い☆

石造物付近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は、必ず施設の管理者に許可

をいただいてください。
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p18

p17

p20 川原宿の道祖神

p20 万太郎塚

7



　

現
在
の
富
士
市
と
御
殿
場
市
を
結
ぶ
十
里
木
道
は
、
古
代
か
ら
の
主
要
街

道
で
、
富
士
山
南
東
麓
と
愛
鷹
山
北
麓
の
間
を
巡
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人

里
離
れ
た
山
間
部
を
抜
け
る
た
め
、
道
に
迷
っ
て
そ
の
ま
ま
帰
ら
ぬ
人
も
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
富
士
岡
に
住
む
仁
藤
春
耕
（
本
名
、
春
吉
）
は
、
迷
い
や

す
い
辻
や
別
れ
道
の
先
に
道
し
る
べ
を
建
て
ま
し
た
。
明
治
三
十
九
年
か
ら

明
治
四
十
三
年
ま
で
で
、
約
百
三
十
基
も
の
道
し
る
べ
を
誰
に
言
わ
れ
る
こ

と
な
く
無
償
で
建
て
ま
し
た
。
春
耕
は
一
般
的
な
農
家
で
し
た
が
、
室
伏
半

蔵
（
ｐ
16

参
照
）
の
偉
業
を
受
け
一
念
発
起
し
た
よ
う
で
す
。
現
在
は
、
富
士

市
か
ら
御
殿
場
市
ま
で
に
五
十
数
基
確
認
さ
れ
る
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

十
じ
ゅ
う

里り

木ぎ

道み
ち

と
仁に

藤と
う

春
し
ゅ
ん

耕こ
う

の
道
し
る
べ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

如
意
輪
観
音

馬
頭
観
音

如
意
輪
観
音

道
祖
神

馬
頭
観
音

題
目
塔

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

供
養
塔

（
横
道
三
十
三
番
）

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音
カ

昭
和
二

宝
永
四

安
政
六

享
和

享
和
三

明
和
三

寛
政
十

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

巡
拝
塔

馬
頭
観
音

阿
弥
陀
如
来
三
尊

「
善
光
寺
さ
ん
」

道
祖
神

道
祖
神

馬
頭
観
音

庚
申
塔

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音（
道
標
）

馬
頭
観
音

地
蔵

安
永
八

天
明
五

文
化
十
四

慶
應
四

嘉
永
七

寛
延
元

明
治
四

嘉
永
三

安
政
六

昭
和
六
十

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

秋
葉
山
常
夜
灯

題
目
塔

巡
拝
塔

（
秩
父
三
十
四
箇
所
）

馬
頭
観
音

千
手
観
音

馬
頭
観
音

嘉
永
元

慶
應
二

明
治
十
二

明
治
三
十
壱

天
保
十
二

天
明
元

安
永
四

天
保
三

寛
永
十
八

天
保
八

世
の
た
め
人
の
た
め

　
　
　

十
里
木
道
に
導
く 春耕道しるべ第７号「（左）ふじをか江 二十二丁　てえしゃば江 一り廿一丁」
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倉庫

顕彰碑

道 路

灯
篭

道

路

観音堂
20

21

23

25

22

24

26
27

28
観
音
堂

9

10

11

12

3 4 5 墓

茶 畑

道

路

民 家

［至御殿場市］

［至今泉］

[至比奈 ] [ 至富士岡 ]

十里木道

春耕道しるべ巡回コース

42

29

37

38

30

33

32

41

34

13

40

12

8

7

10

11 9

31

7

6

13

8

吉永二小吉永二小

猿棚の滝猿棚の滝

赤

渕

川

赤

渕

川

吉原北中吉原北中

神戸小神戸小

今宮浅間神社今宮浅間神社

浅間橋浅間橋

滝滝

川川

神明宮神明宮

吉永北
まちづくり
センター

15

29

30

14

16

17

1

2

18 19

31 32 33

浅間神社浅間神社

巌谷小波は明治・大正期の

作家で、お伽
とぎ

噺
ばなし

や民話をま

とめた児童文学の先駆的存

在です。この碑は、大正１0

年に彼がこの地を訪れ猿
さる

棚
だな

の滝を見て詠んだ句を、地

元住民が記念碑にして建て

たものです。

巌
いわ

谷
や

小
さざ

波
なみ

の句碑



い
に
しえ
よ
り
今こ

ん

日に
ち

へ

愛
鷹
山
の
根
が
つな
ぐ

　

根
方
街
道
は
愛
鷹
山
南
麓
沿
い
を
通
る
道
で
、
古
代
・
中
世
に
お
い
て
東

西
を
結
ぶ
重
要
な
街
道
で
し
た
。
近
世
東
海
道
の
整
備
以
降
も
主
要
な
街
道

で
、
歴
史
あ
る
町
並
み
を
現
在
も
残
し
て
い
ま
す
。
人
の
往
来
が
多
か
っ
た

た
め
か
石
造
物
が
数
多
く
祀
ら
れ
、
ま
た
寺
社
も
多
く
巡
礼
路
と
し
て
も
利

用
さ
れ
、
当
時
の
信
仰
の
姿
が
石
造
物
か
ら
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

根ね

方が
た

街
道
①

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

馬
頭
観
音

道
祖
神

地
蔵

「
ダ
ン
ゴ
地
蔵
」

地
蔵

「
ダ
ン
ゴ
地
蔵
」

地
蔵

「
ダ
ン
ゴ
地
蔵
」

馬
頭
観
音

庚
申
塔

庚
申
塔

念
仏
塔

庚
申
塔

馬
頭
観
音

聖
観
音

題
目
塔

道
祖
神
カ

文
化
十
二

文
化
五

昭
和
三
十
一

元
禄
十
六

寛
政
八

元
禄
十
六

寶
暦
七

安
永
九

寛
永
元

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

道
祖
神

標
識
（
駿
豆
三
十

三
所
札
所
）

道
祖
神

水
神

庚
申
塔

題
目
塔

道
祖
神

供
養
塔

題
目
塔

秋
葉
山
常
夜
灯

聖
観
音

道
祖
神
カ

馬
頭
観
音

道
祖
神
カ

天
保
十

明
治
二
十
七

延
享
二

元
禄
七

安
永
九

元
文
三

文
化
十
三

天
明
四

明
治
四
十
一

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

道
祖
神

巡
拝
塔

念
仏
塔

巡
拝
塔

地
蔵

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

聖
観
音

聖
観
音
カ

（
向
き
逆
）

聖
観
音

六
地
蔵

水
神

道
祖
神

天
明
四

文
政
十

明
治
四
十
五

明
治
二
十
五

明
治
四
十
五

安
永
七

昭
和
十
八

根方街道と福聚院前石造物群（表26～29）
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根方街道

手水石

墓

墓

根方街道

江
尾
江
川

1

2
3
4

妙
見
堂

本

堂

妙蓮寺

根方街道

23 24

20

2122

七面堂

根方街道

中里八幡宮

木造阿弥陀如来 銅造地蔵

42

40

41

38

39

根方街道

畑
地蔵堂

（栴檀地蔵）

卵塔

37
36
35
34

33

31

32

30

歩行者専用橋

25

29 28 27 26

15

16

17

18

19

14

11

10

12

13

9
6
7
8

5

浅間古墳浅間古墳

円照寺円照寺

飯綱神社飯綱神社

江尾公園江尾公園

江江

須須

津津

川川

尾尾
江江
川川

福聚院福聚院

須津中須津中

須津小須津小

八幡宮八幡宮

法真寺法真寺

須津まちづくりセンター須津まちづくりセンター

増川八幡宮増川八幡宮

須津中須津中須津中須津中須津中須津中

須津地区神谷の道辻にあるこの石造物は

「サイノカミサン」として親しまれる舟

光背単体立像の道祖神です。７月のお天
てん

王
のう

さん（厄病退散のお祭り）では、神輿

を担ぐ前に皆でお参りする（上写真）な

ど、地域で篤く祀られています。

サイノカミサン（道祖神）



十里木道

14 13

62

8

9

10

11

12

7

3

5 4

氏子会館

（拝殿）

2
1

根方街道

宇佐八幡宮宇佐八幡宮

本妙寺本妙寺

諏訪神社諏訪神社

慶昌院慶昌院

寒竹浅間神社寒竹浅間神社

市立高市立高

赤渕川橋赤渕川橋

赤赤

渕渕

川川

東光寺東光寺

根ね

方が
た

路じ

の

　

旅
に
い
ざ
な
う

　
　
　
　

道
祖
神

もともと建っていた常夜灯

は、天保３年（１832）建立の

ものでしたが、風化が激しく

数十年前に再建されました。

しかし近年交通事故に遭い全

壊したため、数年前に再び再

建され、（判明しているだけ

で）３代目のものになります。

なお台座のみ初代のものが残

っています。

再建した秋葉山常夜灯

根方街道と東比奈の伊豆型道祖神（表21）



諏訪神社諏訪神社題唱寺題唱寺

十里木道

移設

22

21

24 23

20

16

15

27

19 18

17

拝 殿

御神体

吉原東中吉原東中

吉永一小吉永一小

長学寺長学寺

湧水公園湧水公園

医王寺医王寺

吉永まちづくりセンター吉永まちづくりセンター

　

根
方
街
道
に
は
道
祖
神
が
非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。
街
道
沿
い

に
連
な
る
村
々
で
は
、
根
方
街
道
が
生
活
の
中
心
と
な
る
た
め
、

村
境
や
道
辻
に
道
祖
神
を
祀
り
、
村
の
平
穏
や
生
活
の
安
全
を
願

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
道
祖
神
の
形
態
は
、
単
体
の
神
像
、
丸
彫

り
僧
形
の
伊
豆
型
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
東
方
か
ら
の
文
化
に

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
根
方
街

道
か
ら
十
里
木
道
に
接
続
す
る
地
点
が
複
数
あ
り
、
春
耕
の
道
し

る
べ
も
周
辺
に
点
在
し
て
い
ま
す
。

根
方
街
道
②

₁₂ ₁₁ ₁₀ ₉ ₈ ₇ ₆ ₅ ₄ ₃ ₂ ₁

道
祖
神

庚
申
塔

道
祖
神

弁
財
天

六
地
蔵

巡
拝
塔
（
駿
豆
横
道
）

念
仏
塔

秋
葉
山
常
夜
灯

身
延
山
灯
篭

道
祖
神

題
目
塔

三
素
哉
句
碑

延
享
三

元
禄
七

安
政
五

文
化
十
三

寛
政
七

明
治
三
十
三

₂₄ ₂₃ ₂₂ ₂₁ ₂₀ ₁₉ ₁₈ ₁₇ ₁₆ ₁₅ ₁₄ ₁₃

道
祖
神

道
祖
神

道
祖
神
カ

道
祖
神

道
祖
神

風
神

道
祖
神

山
神

道
祖
神

万
霊
塔

道
祖
神

秋
葉
山
常
夜
灯

慶
応
二

延
宝

元
文
六

慶
応
二

菅雅は、中比奈村の出身で、駿河俳壇の草庵・時雨窓

の看主や、江戸の雪中庵（五世）対山の補佐役を歴任

した、江戸時代後期の優れた俳人です。この碑は、菅

雅に学んだ世中庵の人々により、菅雅没後、文政七年

に建てられました。なお、写真左は伊豆型の道祖神で

す。この場所は、石橋に滴る雨音から「ビッタラ橋」

と通称され、昭和32年の道路工事で剥がされた橋の石

が、現在は北側の弁財天社の敷石に利用されています。

松
まつ

井
い

菅
かん

雅
が

の句碑（写真右）



根方街道
永明寺標識

16

17 15

8

7

6
5 4 3 2 1

清岩寺

寺
標
識

参

　道（
新
）
六
地
蔵

山門

1920

21
22

26

27

23
24
25

18

B

十王子神社

道路

大宮道

標識

卵
塔39

38 3637

観
音
堂

C

道路

薬王廃寺

9

14

13
12
11
10

薬
師
堂
（
ヤ
ク
さ
ん
）

A

AB

原田小原田小

原田公園原田公園

旧小澤家石蔵旧小澤家石蔵 原田まちづくりセンター原田まちづくりセンター

滝滝

松松

原原

川川

川川

人
生
い
ろ
い
ろ

　
　

根
方
も
い
路ろ

い
路ろ

根方街道の本道と

新 道 の 分 か れ 道

で、道標がありま

す。文字は摩耗し

て読みにくいです

が、皇紀2600年記

念として昭和１5年

に建てられました。

根方街道道標
この庚申塔は、正

保（ 四 ） 年 丁 亥

（１647）の建立で

す。これは、市内

の庚申塔のうち、

建立年が判明して

いるもので最も古

く、また比較的状

態も良く大変貴重

です。

庚申塔

手前から直進（呼子坂）で近世根方街道及び大宮道に接続 、根方街道道標（写真右）左折で和田新道



十里木道

十里木道

大宮道

和田新道

33

35

32
31

30
29

28

34

C

吹上天満宮吹上天満宮

妙延寺妙延寺

吉原高吉原高

吉原二中吉原二中

善得寺公園善得寺公園

稲荷神社稲荷神社

今泉郵便局今泉郵便局法雲寺法雲寺

今泉まちづくりセンター今泉まちづくりセンター

福応寺福応寺

愛鷹神社愛鷹神社

本国寺本国寺

　

道
は
本
来
歩
き
や
す
い
地
形
に
で
き
ま
す
が
、
根
方
街
道
の
起

点
と
な
る
現
在
の
吉
原
本
町
は
江
戸
時
代
の
東
海
道
吉
原
宿
で
、

宿
場
移
転
に
よ
り
定
ま
っ
た
場
所
の
た
め
、
吉
原
へ
接
続
す
る
道

は
結
果
的
に
坂
の
多
い
地
域
を
通
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
明
治

39

年
に
平
坦
で
直
線
的
な
「
和
田
新
道
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
一

方
、
根
方
街
道
は
今
泉
か
ら
伝
法
を
抜
け
富
士
宮
市
方
面
へ
向
か

う
「
大
宮
道
」（
ｐ
16

－

17

）
に
繋
が
り
、
そ
の
歴
史
は
中
世
に

遡
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

根
方
街
道
③

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

庚
申
塔

念
仏
塔

地
蔵

万
霊
塔

秋
葉
山

常
夜
灯

道
祖
神

道
祖
神

道
祖
神

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

聖
観
音
カ

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

寛
文
元

貞
享
三

明
和
四

大
正
九

安
政
五

昭
和五
十
五

明
治
八

明
治三
十
五

文
化
六

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

念
仏
塔

念
仏
塔

聖
観
音

馬
頭
観
音

聖
観
音

念
仏
塔

六
地
蔵

六
地
蔵

巡
拝
塔

記
念
碑
（
史
跡

呼
子
坂
）

巡
拝
塔
（
西
国

三
十
三
所
）

水
神

地
蔵

天
明
八

寛
文
七

文
化
七

慶
応
丑

（
元
）

天
明
八

大
正
十
三

元
文
元

昭
和
十
四

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

記
念
碑

（
道
路
改
築
）

道
祖
神

巡
拝
塔
（
西
国

三
十
三
所
）

馬
頭
観
音

供
養
塔

題
目
塔

道
祖
神

馬
頭
観
音

六
地
蔵

記
念
碑

（
道
路
改
築
）

記
念
碑
（
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
）

道
祖
神

地
蔵
「
く
ぼ
み

石
」「
米
す
り
石
」

昭
和
十
二

元
治
二

宝
暦
二

文
政
八

昭
和
二
十
七

弘
化
四

文
化
五

享
保
二
十

昭
和
三
十
四

昭
和
二
十
六

弘
化
四

天
明
六

この場所は、ここに住む金子家の前を直角に曲がる道

筋になっていたため、「金子曲がり」と通称されました。

現在は信号のある交差点から今泉郵便局まで直線状に

道が新設され、金子曲がりを知る人も少なくなりまし

た。ここを北に行くと十里木道に通ずるため、道標も

築かれていましたが、現在は富士山かぐや姫ミュージ

アムに移設されています。

「金
かね

子
こ

曲
ま

がり」と十里木道道標

善得寺公園善得寺公園善得寺公園善得寺公園善得寺公園善得寺公園

堂内の地蔵は寛永三年（１626）のもので、市内

の地蔵のうち制作年が判明しているもので最も

古く、「桜地蔵」として篤く信仰を集めています。

また敷地には多数の墓碑があります。

桜
さくら

地
じ

蔵
ぞう



　

大
宮
道
は
、
富
士
市
域
か
ら
富
士
宮
市
の
浅
間
大
社
な
ど
が
あ
る
大
宮

の
町
を
つ
な
ぐ
道
で
、
中
世
以
前
か
ら
の
歴
史
を
持
ち
ま
す
。
大
宮
か
ら

さ
ら
に
甲
斐
国
（
山
梨
県
）
ま
で
至
る
こ
と
か
ら
甲
州
道
と
も
呼
ば
れ
、

南
北
間
の
人
や
物
の
交
流
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
宮
道
の
周
辺
に
は
、
川
久
保
の
室
伏
半
蔵
と
い
う
人
に
よ
る
道
し
る

べ
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
10

基
建
て
ら
れ
て
お
り
、
題
目
塔
や
子

待
塔
な
ど
に
刻
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
他
に
も
題
目
塔
や
灯
篭
な
ど
室
伏

半
蔵
に
よ
る
石
造
物
が
こ
の
地
域
で
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
室

伏
半
蔵
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
道
し
る
べ
を
築
い

た
の
か
、
不
明
な
点
も
多
い
で
す
。

大お
お

宮み
や

道み
ち

と
室む
ろ

伏ふ
し

半は
ん

蔵ぞ
う

の
道
し
る
べ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

題
目
塔

（
室
伏
半
蔵
）

題
目
塔

題
目
塔

六
地
蔵

題
目
塔

子
待
塔

道
祖
神

水
神

道
祖
神

庚
申
塔

明
治
十
四

安
永
七

安
永
七

明
和
元

明
治
二
十
四

明
治
二
十
四

明
治
二
十
六

明
暦
三

19 18 17 16 15 14 13 12 11

馬
頭
観
音

道
祖
神

水
神
カ

子
待
塔

（
室
伏
半
蔵
カ
）

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

（
三
面
八
臂
）

題
目
塔

水
神

題
目
塔

（
室
伏
半
蔵
）

元
治
二

天
保
四

文
政
二

寛
政
四

寛
文
五

明
治
七

文
政
十
二

28 27 26 25 24 23 22 21 20

道
祖
神

万
霊
塔

馬
頭
観
音

記
念
碑

（
松
風
学
校
跡
）

道
祖
神

万
霊
塔

（
室
伏
半
蔵
）

題
目
塔

道
祖
神

題
目
塔

明
和
二

昭
和
二

昭
和
五
十
三

嘉
永
二

文
政
五

文
化
七

寛
文
十
二

大宮道にたたずむ半蔵道しるべ第４号（手前）と石造物（奥から表23、24）

半
蔵
、
道
を
照
ら
す

16



本照寺本照寺

吉原自動車学校吉原自動車学校

富士北
郵便局
富士北
郵便局

碧雲寺碧雲寺

愛鷹神社愛鷹神社曽我寺曽我寺

中央自動車学校中央自動車学校

鷹岡小鷹岡小

一乗寺一乗寺

凡凡
夫夫
川川

入山瀬浅間神社入山瀬浅間神社

大宮道

3

2

1

5

10

6

28 25
27

26 24 234

22 21

18 17 16

13

14

15

12

2 1

六地蔵堂

大宮道

3
4

6 57

室伏半蔵奉納
灯篭（天保3）

9

11

10
8

山門
鐘楼

本照寺

牛頭天王祠

20 19灯篭

水 路

玉渡神社拝殿

丘小丘小

₁₀ ₆ ₅ ₄ ₃ ₂ ₁ 室
伏
半
蔵
の
道
し
る
べ

道
標

道
標

子
待
塔

子
待
塔

子
待
塔

題
目
塔

子
待
塔

文
政
九

天
保
五

天
保
五

文
政
五

文
政
九

正面に「青面金剛尊」と刻まれたこの庚申塔は、福泉

寺（現曽我寺）によって天明六年（１786）に建てられ

ました。側面に「曽我兄弟廟所 江 一町」「右　甲州

道大宮江二里」「左　吉原町江一里」と道案内が彫ら

れています。この地は曽我兄弟の仇討ち伝説にゆかり

ある伝承地で、江戸時代は多くの旅人が福泉寺にある

曽我兄弟の墓を参拝したことから、庚申塔に道しるべ

としての機能を持たせたものと考えられます。

道しるべの庚申塔

元禄十四年（１70１）

建立の双体道祖神

です。大宮道沿線

地域の道祖神は、

大 宮 の 影 響 を 受

け、双体神像の形

態が主流です。

道祖神



風の宮公園風の宮公園

富士川二中富士川二中

富士川二小富士川二小

松野まちづくりセンター松野まちづくりセンター

法蓮寺法蓮寺

舗装された急

な坂道を登る

舗装された急

な坂道を登る

身
延
道

田 田

田

原
方
区

公
民
館

身
延
道

17

13
16

15

14

6

1 2 3 5
410

9
8
7

12 11

18

19

20
富富

血血

中
河
原
川

中
河
原
川

中中
河河

原原
川川

流流
川川

士士

川川

身延道

身延道の題目道標と石造物（手前から表７～10）

題
目
の 
髭ひ
げ

が
た
な
び
く身
延
道

　
　

に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
歩
む

お
ぐ
る
ま
の
里

この道標は、もともと中学校南東側、

中河原川の対岸にあった栗林に転がっ

ていたものを、近年土地の整備に伴っ

て現在地に移設したものです。文字は

「左　身延つりはし」と読めることか

ら、中河原川に身延道の吊り橋が架か

っていたと推察されます。

よみがえった道標

丸石を道祖神とし

て祀る風習は山梨

県内に集中してい

ますが、この松野

地区でも見られ、

身延道によって伝

わったと考えられ

ます。

丸石道祖神



　

江
戸
時
代
以
降
、
日
蓮
宗
の
本
山
で
あ
る
甲
斐
国
の
身
延
山
久く

遠お
ん

寺じ

を
参
詣
す
る
身
延
参
り
が
庶
民
の
間
で
盛
ん
に
な
り
、
東
海
道
か

ら
北
上
す
る
身
延
道
は
、
参
詣
路
と
し
て
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
ま

し
た
。

「
小お

車ぐ
る
まの
里
」
と
称
さ
れ
た
松
野
地
区
に
は
、
身
延
道
沿
い
に
多
く

の
題
目
塔
や
題
目
道
標
が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
道
路
の
拡
幅
や
付
け

替
え
で
、
本
来
の
身
延
道
を
正
確
に
辿
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

わ
ず
か
に
残
る
曲
が
り
く
ね
っ
た
細
い
道
が
、
古
道
の
面
影
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

※
ル
ー
ト
上
で
直
角
に
曲
が
る
場
所
の
多
く
は
、
道
の
消
失
に
よ
る
迂
回
で
す
。

松
野
を
通
う
身
延
道

松野ふれあい公園松野ふれあい公園

妙松寺妙松寺

有無瀬川

公
園 折れ。左:下部、右:上部

萬霊塔
（平成８）

22 21
33

32

31

30

身延道

公園

樹

29

28
27

26

22

21

2524
2323

有有
無無

瀬瀬
川川

富富

士士

川川

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
題
目
塔

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

題
目
道
標

馬
頭
観
音

秋
葉
山
常
夜
灯

如
意
輪
観
音

馬
頭
観
音

題
目
塔

題
目
塔

題
目
塔

文
政
十
二

慶
應
元

明
治
三
十
七

寛
延
二

明
治
二
十
三

文
政
六

正
徳
二

文
化
三

元
禄
十
一

萬
治
二

元
禄
十
二

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
馬
頭
観
音

題
目
道
標

顕
彰
碑
（
孝
子

高
岡
姉
妹
）

顕
彰
碑
（
神
戸

節
三
先
生
）

顕
彰
碑
（
節
婦

久
保
田
の
ぶ
）

題
目
塔

念
仏
塔

念
仏
塔

秋
葉
山
常
夜
灯

道
祖
神

（
双
体
）

題
目
道
標

大
正
七

明
和
九

大
正
二

大
正
十
三

安
政
五

貞
享
三

萬
治
二

文
化
十
四

明
和
二

宝
永
二

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
秋
葉
山
常
夜
灯

題
目
道
標

庚
申
塔

道
標
（
荒
澤
不

動
尊
道
）

馬
頭
観
音

道
祖
神

（
丸
石
）

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

馬
頭
観
音

子
安
観
音

明
治
二
十
三

文
化
十

延
宝
六

昭
和

昭
和
五
十
一
カ

明
治
四
十
一

昭
和
二
十

昭
和
二

富

士士士士士

川川川川

ここはかつて牛馬の「つくろい場」

でした。身延道の往来に使われた

馬のメンテナンスに利用されたと

考えられ、馬の道中安全や供養な

どのための馬頭観音が複数祀られ

ます。

つくろい場

妙松寺境内・墓地には、多数の石

造物が林立しています。法華経を

１000部や3000部など読み唱えた記

念に建てられる経
きょう

典
て ん

読
ど く

誦
じ ゅ

塔
と う

が30基

近くあり、信仰の深さがうかがえ

ます。最も古いものは慶長 9 年

（１604）の建立です。（写真中央）

妙松寺の石造物群
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川か

わ

ら原
宿じ

ゅ
くの

道
祖
神

　

旧
東
海
道
沿
い
に
あ
る
川
原
宿
の

こ
の
道
祖
神
は
、
高
さ
92

セ
ン
チ
×

幅
70

セ
ン
チ
と
、
市
内
の
道
祖
神
の

中
で
も
と
り
わ
け
大
き
な
伊
豆
型
の

丸
彫
単
体
道
祖
神
で
す
。
い
つ
誰
が

祀
っ
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

明
治
末
に
民
俗
学
者
の
山や
ま

中な
か

共
き
ょ
う

古こ

が

こ
の
道
祖
神
を
記
録
し
て
お
り
、
当

時
か
ら
存
在
感
の
あ
る
石
造
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

市
内
最
古
の
石
造
物
　
念
仏
塔

　

建
立
年
が
判
明
し
て
い
る
石
造
物

（
墓
は
除
く
）
の
う
ち
、
市
内
で
最
も

古
い
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
建
立
の

も
の
で
、
根
方
街
道
沿
い
に
あ
り
ま

す
。
正
面
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
彫

ら
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
文
字
碑
で
、
裏

面
に
「
慶
長
元
丙
申
」
と
あ
り
ま
す
。

市
内
で
は
唯
一
、
江
戸
時
代
よ
り
前

の
も
の
で
、
根
方
街
道
の
歴
史
の
深

さ
を
物
語
る
貴
重
な
石
造
物
で
す
。

※
個
人
の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
、
普
段
立
ち

入
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
本
書
で
は

位
置
を
公
開
し
て

い
ま
せ
ん
。

万ま
ん

太た

郎ろ
う

塚づ
か

の
石
造
物
群

　

江
戸
時
代
、
命
を
落
と
し
た
菅
野

万
太
郎
を
供
養
し
た
場
所
で
す
が
、

現
在
塚
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
敷
地

内
は
、
い
わ
ゆ
る
写
し
霊
場
と
し
て
、

西
国
三
十
三
所
観
音
の
各
札ふ
だ

所し
ょ

に
見

立
て
た
石
造
の
観
音
像
が
並
べ
ら

れ
、
容
易
に
巡
礼
に
行
け
な
い
周
辺

地
域
の
人
々
が
お
参
り
し
ま
し
た
。

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
、
田
子

浦
地
区
や
横
割
、
平
垣
、
水
戸
島
等

の
有
力
者
が
寄
進
し
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
庚
申
塔
や
地
蔵
等
も
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。

その他の主な石造物
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年号 干支 西暦 年号 干支 西暦 年号 干支 西暦 年号 干支 西暦 年号 干支 西暦 年号 干支 西暦 年号 干支 西暦

慶長 １ 丙 申 １596 承応 １ 壬 辰 １652 5 戊 子 １708 明和 １ 甲 申 １764 3 庚 辰 １820 9 丙 子 １876 7 壬 申 １932

2 丁 酉 １597 2 癸 巳 １653 6 己 丑 １709 2 乙 酉 １765 4 辛 巳 １82１ １0 丁 丑 １877 8 癸 酉 １933

3 戊 戌 １598 3 甲 午 １654 7 庚 寅 １7１0 3 丙 戌 １766 5 壬 午 １822 １１ 戊 寅 １878 9 甲 戌 １934

4 己 亥 １599 明暦 １ 乙 未 １655 正徳 １ 辛 卯 １7１１ 4 丁 亥 １767 6 癸 未 １823 １2 己 卯 １879 １0 乙 亥 １935

5 庚 子 １600 2 丙 申 １656 2 壬 辰 １7１2 5 戊 子 １768 7 甲 申 １824 １3 庚 辰 １880 １１ 丙 子 １936

6 辛 丑 １60１ 3 丁 酉 １657 3 癸 巳 １7１3 6 己 丑 １769 8 乙 酉 １825 １4 辛 巳 １88１ １2 丁 丑 １937

7 壬 寅 １602 万治 １ 戊 戌 １658 4 甲 午 １7１4 7 庚 寅 １770 9 丙 戌 １826 １5 壬 午 １882 １3 戊 寅 １938

8 癸 卯 １603 2 己 亥 １659 5 乙 未 １7１5 8 辛 卯 １77１ １0 丁 亥 １827 １6 癸 未 １883 １4 己 卯 １939

9 甲 辰 １604 3 庚 子 １660 享保 １ 丙 申 １7１6 安永 １ 壬 辰 １772 １１ 戊 子 １828 １7 甲 申 １884 １5 庚 辰 １940

１0 乙 巳 １605 寛文 １ 辛 丑 １66１ 2 丁 酉 １7１7 2 癸 巳 １773 １2 己 丑 １829 １8 乙 酉 １885 １6 辛 巳 １94１

１１ 丙 午 １606 2 壬 寅 １662 3 戊 戌 １7１8 3 甲 午 １774 天保 １ 庚 寅 １830 １9 丙 戌 １886 １7 壬 午 １942

１2 丁 未 １607 3 癸 卯 １663 4 己 亥 １7１9 4 乙 未 １775 2 辛 卯 １83１ 20 丁 亥 １887 １8 癸 未 １943

１3 戊 申 １608 4 甲 辰 １664 5 庚 子 １720 5 丙 申 １776 3 壬 辰 １832 2１ 戊 子 １888 １9 甲 申 １944

１4 己 酉 １609 5 乙 巳 １665 6 辛 丑 １72１ 6 丁 酉 １777 4 癸 巳 １833 22 己 丑 １889 20 乙 酉 １945

１5 庚 戌 １6１0 6 丙 午 １666 7 壬 寅 １722 7 戊 戌 １778 5 甲 午 １834 23 庚 寅 １890 2１ 丙 戌 １946

１6 辛 亥 １6１１ 7 丁 未 １667 8 癸 卯 １723 8 己 亥 １779 6 乙 未 １835 24 辛 卯 １89１ 22 丁 亥 １947

１7 壬 子 １6１2 8 戊 申 １668 9 甲 辰 １724 9 庚 子 １780 7 丙 申 １836 25 壬 辰 １892 23 戊 子 １948

１8 癸 丑 １6１3 9 己 酉 １669 １0 乙 巳 １725 天明 １ 辛 丑 １78１ 8 丁 酉 １837 26 癸 巳 １893 24 己 丑 １949

１9 甲 寅 １6１4 １0 庚 戌 １670 １１ 丙 午 １726 2 壬 寅 １782 9 戊 戌 １838 27 甲 午 １894 25 庚 寅 １950

元和 １ 乙 卯 １6１5 １１ 辛 亥 １67１ １2 丁 未 １727 3 癸 卯 １783 １0 己 亥 １839 28 乙 未 １895 26 辛 卯 １95１

2 丙 辰 １6１6 １2 壬 子 １672 １3 戊 申 １728 4 甲 辰 １784 １１ 庚 子 １840 29 丙 申 １896 27 壬 辰 １952

3 丁 巳 １6１7 延宝 １ 癸 丑 １673 １4 己 酉 １729 5 乙 巳 １785 １2 辛 丑 １84１ 30 丁 酉 １897 28 癸 巳 １953

4 戊 午 １6１8 2 甲 寅 １674 １5 庚 戌 １730 6 丙 午 １786 １3 壬 寅 １842 3１ 戊 戌 １898 29 甲 午 １954

5 己 未 １6１9 3 乙 卯 １675 １6 辛 亥 １73１ 7 丁 未 １787 １4 癸 卯 １843 32 己 亥 １899 30 乙 未 １955

6 庚 申 １620 4 丙 辰 １676 １7 壬 子 １732 8 戊 申 １788 弘化 １ 甲 辰 １844 33 庚 子 １900 3１ 丙 申 １956

7 辛 酉 １62１ 5 丁 巳 １677 １8 癸 丑 １733 寛政 １ 己 酉 １789 2 乙 巳 １845 34 辛 丑 １90１ 32 丁 酉 １957

8 壬 戌 １622 6 戊 午 １678 １9 甲 寅 １734 2 庚 戌 １790 3 丙 午 １846 35 壬 寅 １902 33 戊 戌 １958

9 癸 亥 １623 7 己 未 １679 20 乙 卯 １735 3 辛 亥 １79１ 4 丁 未 １847 36 癸 卯 １903 34 己 亥 １959

寛永 １ 甲 子 １624 8 庚 申 １680 元文 １ 丙 辰 １736 4 壬 子 １792 嘉永 １ 戊 申 １848 37 甲 辰 １904 35 庚 子 １960

2 乙 丑 １625 天和 １ 辛 酉 １68１ 2 丁 巳 １737 5 癸 丑 １793 2 己 酉 １849 38 乙 巳 １905 36 辛 丑 １96１

3 丙 寅 １626 2 壬 戌 １682 3 戊 午 １738 6 甲 寅 １794 3 庚 戌 １850 39 丙 午 １906 37 壬 寅 １962

4 丁 卯 １627 3 癸 亥 １683 4 己 未 １739 7 乙 卯 １795 4 辛 亥 １85１ 40 丁 未 １907 38 癸 卯 １963

5 戊 辰 １628 貞享 １ 甲 子 １684 5 庚 申 １740 8 丙 辰 １796 5 壬 子 １852 4１ 戊 申 １908 39 甲 辰 １964

6 己 巳 １629 2 乙 丑 １685 寛保 １ 辛 酉 １74１ 9 丁 巳 １797 6 癸 丑 １853 42 己 酉 １909 40 乙 巳 １965

7 庚 午 １630 3 丙 寅 １686 2 壬 戌 １742 １0 戊 午 １798 安政 １ 甲 寅 １854 43 庚 戌 １9１0 4１ 丙 午 １966

8 辛 未 １63１ 4 丁 卯 １687 3 癸 亥 １743 １１ 己 未 １799 2 乙 卯 １855 44 辛 亥 １9１１ 42 丁 未 １967

9 壬 申 １632 元禄 １ 戊 辰 １688 延享 １ 甲 子 １744 １2 庚 申 １800 3 丙 辰 １856 大正 １ 壬 子 １9１2 43 戊 申 １968

１0 癸 酉 １633 2 己 巳 １689 2 乙 丑 １745 享和 １ 辛 酉 １80１ 4 丁 巳 １857 2 癸 丑 １9１3 44 己 酉 １969

１１ 甲 戌 １634 3 庚 午 １690 3 丙 寅 １746 2 壬 戌 １802 5 戊 午 １858 3 甲 寅 １9１4 45 庚 戌 １970

１2 乙 亥 １635 4 辛 未 １69１ 4 丁 卯 １747 3 癸 亥 １803 6 己 未 １859 4 乙 卯 １9１5 46 辛 亥 １97１

１3 丙 子 １636 5 壬 申 １692 寛延 １ 戊 辰 １748 文化 １ 甲 子 １804 万延 １ 庚 申 １860 5 丙 辰 １9１6 47 壬 子 １972

１4 丁 丑 １637 6 癸 酉 １693 2 己 巳 １749 2 乙 丑 １805 文久 １ 辛 酉 １86１ 6 丁 巳 １9１7 48 癸 丑 １973

１5 戊 寅 １638 7 甲 戌 １694 3 庚 午 １750 3 丙 寅 １806 2 壬 戌 １862 7 戊 午 １9１8 49 甲 寅 １974

１6 己 卯 １639 8 乙 亥 １695 宝暦 １ 辛 未 １75１ 4 丁 卯 １807 3 癸 亥 １863 8 己 未 １9１9 50 乙 卯 １975

１7 庚 辰 １640 9 丙 子 １696 2 壬 申 １752 5 戊 辰 １808 元治 １ 甲 子 １864 9 庚 申 １920 5１ 丙 辰 １976

１8 辛 巳 １64１ １0 丁 丑 １697 3 癸 酉 １753 6 己 巳 １809 慶応 １ 乙 丑 １865 １0 辛 酉 １92１ 52 丁 巳 １977

１9 壬 午 １642 １１ 戊 寅 １698 4 甲 戌 １754 7 庚 午 １8１0 2 丙 寅 １866 １１ 壬 戌 １922 53 戊 午 １978

20 癸 未 １643 １2 己 卯 １699 5 乙 亥 １755 8 辛 未 １8１１ 3 丁 卯 １867 １2 癸 亥 １923 54 己 未 １979

正保 １ 甲 申 １644 １3 庚 辰 １700 6 丙 子 １756 9 壬 申 １8１2 明治 １ 戊 辰 １868 １3 甲 子 １924 55 庚 申 １980

2 乙 酉 １645 １4 辛 巳 １70１ 7 丁 丑 １757 １0 癸 酉 １8１3 2 己 巳 １869 １4 乙 丑 １925 56 辛 酉 １98１

3 丙 戌 １646 １5 壬 午 １702 8 戊 寅 １758 １１ 甲 戌 １8１4 3 庚 午 １870 昭和 １ 丙 寅 １926 57 壬 戌 １982

4 丁 亥 １647 １6 癸 未 １703 9 己 卯 １759 １2 乙 亥 １8１5 4 辛 未 １87１ 2 丁 卯 １927 58 癸 亥 １983

慶安 １ 戊 子 １648 宝永 １ 甲 申 １704 １0 庚 辰 １760 １3 丙 子 １8１6 5 壬 申 １872 3 戊 辰 １928 59 甲 子 １984

2 己 丑 １649 2 乙 酉 １705 １１ 辛 巳 １76１ １4 丁 丑 １8１7 6 癸 酉 １873 4 己 巳 １929 60 乙 丑 １985

3 庚 寅 １650 3 丙 戌 １706 １2 壬 午 １762 文政 １ 戊 寅 １8１8 7 甲 戌 １874 5 庚 午 １930 6１ 丙 寅 １986

4 辛 卯 １65１ 4 丁 亥 １707 １3 癸 未 １763 2 己 卯 １8１9 8 乙 亥 １875 6 辛 未 １93１ 62 丁 卯 １987

年 代 表
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＜お問い合わせ＞

富士市 市民部 文化振興課 文化財担当

〒 417-8601　静岡県富士市永田町1-100

TEL 0545-55-2875　FAX 0545-53-0789

平成30年 3 月発行


