
き
っ
か
け
は
一
冊
の
本
と

偶
然
見
つ
け
た
古
い
版
木

原
動
力
は
、た
だ
楽
し
いっ
て
こ
と

河
口
が
大
好
き
だ
っ
て
こ
と 上

の
坊
プ
ロ
ジェク
ト 

代
表

外
川 

真
介
さ
ん

『河口湖町誌』をはじめとする文献から
河口地区の歴史だけ抽出し「河口アー
カイブス」を作成した

発見した『富士山牛王宝印図』の版木
と、それを使った現代版富士山信仰装
束「牛王宝印Tシャツ」。
胸の文字（写真上）は「生土（うぶす
な）」と読み、河口地区で独自に使われ
ていた符号。富士山が日本の総鎮守と
いう意味がある

地
元「
河
口
」の
御
師
と

富
士
山
信
仰
の
歴
史
を

ひ
も
と
き
、広
く
伝
え
た
い
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ま
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苦心して再現した「河口御師料理（神饌献立）」。神様への供物を使用した料
理を食すことで道者は身を清め、その後、神様である富士山に登拝したという

大好きな河口浅間神社の前で
河口浅間神社は、貞観6（864）年から始まった富士山の大噴火を鎮めるため、その翌年、勅命によって甲斐国側に初めて建立された浅間神
社と伝えられている。樹齢800年を越える杉並木の参道や境内の樹齢1200年のご神木「七本杉」からも歴史の深さが伝わってくる

ふれあい

一瞬
を
大
切
に
き
ら
め
く 

や
ま
な
し
の
シ
ュ
ン
！

上の坊プロジェクト 検索

い
ま
し
た
。江
戸
時
代
に
富
士
講
で
栄
え
た

富
士
吉
田
の
御
師
町
よ
り
歴
史
が
古
く
、起

源
は
平
安
時
代
末
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　　「
特
に
歴
史
好
き
な
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

知
ら
な
い
こ
と
が
次
々
と
出
て
き
て
、そ
れ
が
と

ん
で
も
な
い
話
ば
か
り
な
ん
で
、す
ご
く
楽
し
い
。

地
元
で
見
つ
け
た
最
高
の
遊
び
で
す
ね
。本
気

で
遊
び
た
い
か
ら
、真
剣
に
勉
強
す
る
し
調
べ
も

の
も
し
ま
す
。河
口
に
埋
も
れ
て
い
た
も
の
が

そ
れ
だ
け
本
物
だ
って
こ
と
で
す
」

　文
献
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、発
見
し
た
宝

物
。そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
、表
舞

台
か
ら
消
え
か
け
て
い
た
郷
土
の
歴
史
が
、ぼ

ん
や
り
と
形
を
成
し
、誇
ら
し
く
輝
い
て
見
え

て
き
ま
し
た
。

　今
の
地
図
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
富
士
山

北
口
最
古
の
登
山
ル
ー
ト「
船
津
口
登
山
道
」

の
復
活
、「
河
口
御
師
料
理
」の
再
現
、そ
し

て
、御
師
の
仕
事
の
一つ「
代
参
」の
精
神
を
復

活
さ
せ
２
０
１
１
年
か
ら
続
け
て
い
る「
富
士

山
震
災
復
興
祈
願
登
拝
」。大
好
き
な
河
口

御
師
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
の
が
楽
し
く
、世
に

伝
え
た
い
と
の
一
心
で
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　「
な
ん
で
田
舎
の
神
社
が
こ
ん
な
に
大
き
い

ん
だ
ろ
う
…
」。昔
か
ら
不
思
議
に
思
っ
て
い
た

河
口
浅
間
神
社
が
、２
０
１
３
年
の
富
士
山

世
界
遺
産
登
録
に
よ
り
、そ
の
構
成
資
産
に
。

「
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
富
士
山
」を
物
語

る
存
在
と
し
て
世
界
に
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

「
河
口
に
こ
そ
、北
口
富
士
山
信
仰
の
ル
ー
ツ
が

あ
る
」と
考
え
る
外
川
さ
ん
が
、自
ら
の
主
張

を
実
証
し
よ
う
と
い
う
決
意
を
さ
ら
に
強
く

し
た
瞬
間
で
し
た
。

　河
口
地
区
で
見
つ
か
っ
た
富
士
山
の
神
様

「
木
花
開
耶
姫
」の
古
い
木
像
が
、河
口
浅
間

神
社
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
ニュ
ー
ス
も
、仕
掛

け
人
は
外
川
さ
ん
で
し
た
。

　「
今
年
は
富
士
山
の
山
開
き
に
合
わ
せ
て

か
が
り
火
を
復
活
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま

す
。『
甲
斐
国
志
』に
よ
る
と
、こ
ん
な
小
さ

な
地
区
の
３
カ
所
で
か
が
り
火
を
た
い
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
た
ん
で
す
」と
目
を
輝
か
せ

ま
す
。

　今
年
の
夏
、富
士
山
の
登
山
道
か
ら
下
界

を
振
り
返
る
と
、ち
ょ
う
ど
河
口
浅
間
神
社

の
上
辺
り
に
、「
天
」の
文
字
が
浮
か
び
上
が
っ

て
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「こ
れ
は
本
当
の
こ
と
だ
ろ
う
か
」。た
ま
た

ま
手
に
入
れ
た
古
い『
河
口
湖
町
誌
』に
は

外
川
真
介
さ
ん
が
生
ま
れ
育
っ
た
富
士
河
口

湖
町
河
口
地
区
の
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
歴

史
が
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。他
の
資
料
も
手

当
た
り
次
第
に
読
み
あ
さ
り
、あ
ら
た
め
て
町

を
歩
い
て
み
る
と
、そ
こ
に
は
歴
史
を
証
す
る

も
の
が
た
く
さ
ん
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
。

　「
特
に
富
士
山
と
の
関
わ
り
は
、多
く
の
人

に
伝
え
な
い
と
、も
っ
た
い
な
いっ
て
思
っ
た
ん
で

す
」。生
来
の
凝
り
性
に
火
が
付
き
、２
０
０
９

年
、「
河
口
に
埋
も
れ
た
歴
史
の
掘
り
起
こ
し

と
復
興
」を
目
的
に『
上
の
坊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

を
一
人
で
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　最
初
に
発
見
し
た
お
宝
は
、富
士
山
信
仰

の
道
者
の
装
束
な
ど
に
刷
ら
れ
て
い
た『
富
士

山
牛
王
宝
印
図
』の
版
木
。そ
れ
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
４
０
０
年
前
に
最
盛
期
で
あ
っ
た

「
河
口
の
御
師
町
」の
存
在
を
裏
付
け
る
も

の
で
し
た
。そ
し
て
、外
川
さ
ん
は
絵
柄
か
ら

河
口
御
師
な
ら
で
は
の
奥
深
い
世
界
観
を
読

み
取
り
ま
し
た
。

　御
師
と
は
、富
士
山
に
詣
で
る
人
た
ち
の

宿
泊
の
世
話
か
ら
祈
祷
、案
内
な
ど
一
切
を

請
け
負
っ
た
地
元
の
神
職
者
の
こ
と
。河
口
地

区
に
は
、１
４
０
も
の
御
師
の
家
が
軒
を
連

ね
、富
士
山
信
仰
の
一
大
聖
地
を
形
成
し
て

あさ ま

じ
ょ
う

ぼ
う

ご  

お 

う 

ほ
う 

い 

ん

と
う

お
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