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七
面
山
は
修
験
の
場
で
あ
っ
た

七
面
山
ど
い
う
名
町
山
は
、
修
験
道
発
祥

の
地
で
あ
る
奈
良
県
吉
野
の
大
峰
山
に
も

存
在
す
る
.
こ
の
ム
の
断
崖
が
切
り
立
っ
た

山
田
様
子
凶
早
川
七
面
山
と
か
な
り
似
て

い
て
、
さ
ら
に
は
早
川
七
面
山
に
残
る
「
七

つ
の
池
」
の
伝
説
(
コ
ラ
ム
②
)
は
吉
野
七
面

中
に
も
存
在
す
る
.

修
験
道
の
開
祖
と
さ
れ
る
世
小
角
(
え
ん

の
お
っ
ぬ
)
が
広
め
た
修
験
道
は
甲
斐
固
で

は
平
安
時
代
に
定
着

L
、
富
士
山
や
鳳
凪
山
、

大
菩
盛
な
ど
が
山
岳
信
仰
の
対
象
と
な
っ

た
が
、
七
面
山
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
早
川
町
田
東
隣
町
滑
穂

町
に
あ
る
小
室
山

E妙
法
寺
記
に
凶
「
伝
暗

と
て
後
山
に
七
面
明
神
の
宮
あ
り
」
と
あ
る
.

こ
の
七
面
明
神
の
伝
説
も
吉
野
七
面
山
に

残
さ
れ
て
お
り
、
早
川
七
面
山
は
修
験
の
場

で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
.

身
延
往
哩
(
身
延
山
ど
七
面
山
を
結
か
参

詣
の
道
)
ょ
の
十
万
師
寺
や
神
力
坊
に
配
ら

れ
て
い
る
「
妙
法
両
大
善
神
」

U
元
は
吉
野
・

太
郎
ヶ
峰
次
郎
ヶ
峰
の
天
狗
で
あ
っ
た
よ

十万部寺にある日通の像。左

は、南部実長.

十万部寺に杷られてい

る「妙注両大普神.手前

の紋が天狗の団扇を模

しているようにも見える.

う
だ
が
(
鎌
倉
時
代
、
修
験
道
の
山
伏
は
天

狗
と
呼
ば
れ
て
い
た
て
身
延
山
に
棲
む
ニ

体
の
天
狗
で
火
難
・
進
難
除
け
的
神
様
と
し

て
信
押
し
て
い
る
寺
も
あ
る
.

日
蓮
と
七
面
天
女
の
出
会
い

七
面

i山
が
日
蓮
宗
の
宜
占
的
性
格
を
持

つ
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
、
日
蓮
が
身

廷
に
入
山
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
時
は

l
2
7
4

年
.
鎌
倉
を
離
れ
た
日
蓮
が
次
に

移
り
住
む
場
所
と
し
て
運
ん
だ
の
は
身
廷

で
あ
っ
た
.
身
延
へ
移
っ
た
の
に
は
、
こ
の

地
方
を
領
有
し
日
蓮
に
心
酔
し
て
い
た
南

部
(
波
永
井
)
実
艮
恨
の
熱
心
な
暗
い
が
あ
っ

た
こ
と
も
あ
る
が
、
日
蓮
自
身
が
「
山
林
に

交
わ
っ
て
世
の
推
移
を
見
、
自
分
の
死
後
、

正
法
を
弘
め
る
た
め
門
徒
の
育
成
を
図
り

た
い
」
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
.

当
初
、
日
蓮
は
身
廷
に
氷
位
す
る
気
持
ち

は
無
〈
、
広
〈
日
本
中
に
教
え
を
広
め
る
た

め
に
流
浪
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
よ
う

だ
が
、
次
第
に
「
こ
の
山
は
併
寂
で
水
は
美

し
い
人
里
の
煩
わ
し
き
を
離
れ
た
幽
遂
の

軍
中
は
~
に
か
な
い
、
天
主
の
宜
鷲
山
(
釈

迦
が
法
華
桂
を
説
い
た
と
さ
れ
る
山
)
を
こ

の
み
さ
り
に
移
し
、
唐
土
の
天
台
山
を
親
り

に
見
る
」
と
賞
賛
す
る
に
至
る
.
身
延

i山
神

書
類
型
に
は
「
波
木
弁
殿
町
柳
育
に
て
九
ヶ

年
の
問
、
身
延
山
に
し
て
~
安
〈
法
筆
経
続

捕
し
拳
り
つ
る
.
志
は
い
つ
の
世
に
か
思
い

忘
る
べ
き
」
と
あ
り
、
身
廷
の
地
を
大
事
に

思
い
膿
を
据
え
て
い
た
一
切
と
が
分
か
る
.
晩

年
、
体
調
を
崩
し
身
廷
か
ら
去
る
こ
と
に
な
っ

た
日
蓮
は
喧
言
状
と
も
い
え
る
実
長
へ
の

書
紋
に
「
い
つ
〈
に
て
死
に
候
ど
も
基
を

ぱ
身
廷
の
沢
に
さ
せ
候
べ
〈
候
」
と
も
書
き

記
し
て
い
る
。

こ
の
頃
の
日
蓮
ど
七
面
山
ど
の
関
わ
り

始
め
を
示
す
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
.
あ
る

時
吋
、
い
つ
も
の
よ
う
に
日
蓮
が
脱
法
を
し
て

い
る
場
に
一
人
の
妙
齢
的
女
性
が
現
れ
る
.

普
段
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
女
性
で
あ
っ

た
の
で
周
囲
が
不
哩
識
に
思
っ
て
い
る
と

こ
ろ
、
日
蓮
は
「
み
ん
な
に
正
体
を
且
せ
て
や

り
な
さ
い
」
と
水
の
入
っ
た
花
瓶
を
差
し
出

し
た
.
す
る
と
、
女
性
は
一
滴
の
水
を
手
の
ひ

ら
に
落
と
す
と
た
ち
ま
ち
に
大
き
な
簡
と
な
っ

た
.
し
ば
ら
く
し
て
元
町
女
性
の
姿
に
毘
る

と
「
私
は
七
面
山
に
住
色
七
面
天
女
で
す
.
法

華
経
弘
通
の
大
導
師
と
し
て
釈
迦
よ
り

A
Wを

受
け
て
身
延
山
を
水
火
兵
慈
の
主
難
か
ら
守

る
た
め
に
七
面
山
田
池
に
住
ん
で
い
ま
す
.

法
筆
経
を
信
じ
る
全
て
の
人
を
守
喧

L
、
所

願
成
統
的
一
途
な
求
道
を
氷
迭
に
且
守
り
続

け
る
で
し
ょ
う
」
と
言
い
残
し
、
七
面
中
へ
と

消
え
て
い
っ
た
.

日
蓮
自
身
が
七
面
、
山
に
登
指
す
る
こ
と
は

果
た
せ
な
か
っ
た
が
、
日
蓮
田
死
後
、
入
道
し

目
円
ど
名
乗
る
よ
う
に
む
っ
た
南
部
実
長
と

日
蓮
の
弟
子
で
あ
る
日
朗
と
が
七
面
山
に
登

り
.
七
面
天
女
を
肥
る
お
堂
を
建
立
.

1
2
9
7

年
9
月
四
目
的
こ
の
目
が
日
蓮
宗

に
お
け
る
七
面
山
の
開
削
と
な
り
、
毎
年
こ

の
自
に
は
大
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
る
.

-三ム fi.lぜ、七面山の山頂は l・‘' 身延町の飛地訟のか~・
地図ほどそ見てお気付きの方もいると思うが七面山の

頂周辺は行政巨函上、早川町では包く、信ぜ刀身延町の飛

となっている.これに10M践があるが、そのつを留介し

う。

日蓮漫後、七面天去を記る廷

に七面山に穫る途中、赤沢を

れた日朗の教えによって集藩

妙福寺と村人l孟真書宗から日

宗に改宗した。この際七函山

管理してい10妙得寺と村人，"，

面山を身延山に寄進すること

した.それ以降、久遠寺の曹還

を経て身延町の飛び地にuっ

とし可つれている。

持参道同市日

'延町飛地I '.
一一一，e.;
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早
川
に
残
る
七
面
山
伝
説

七
面
天
女
の
伝
説
は
舞
台
こ
そ
身
廷
で

あ
る
が
、
早
川
と
七
面
山
の
耳
い
関
わ
り
を

示
す
も
の
で
も
あ
る
.
訴
の
始
ま
り
は
平
安

時
代
の
京
の
都

B
美
し
い
と
評
判
の
-
人
の

媛
が
い
た
が
、
不
治
の
病
に
躍
っ
て
し
ま
う
.

手
を
尽
く
す
も
良
化
し
な
い
町
で
厳
島
弁

財
オ
天
に
祈
る
と
「
是
よ
り
東
方
、
甲
斐
国

波
木
井
郷
(
現
在
の
身
延
町
波
木
弁
)
の
水

よ
、
七

y

池
田
霊
山
あ
り
.
臣
沙
門
天
王
町

城
、
妙
花
福
の
吉
祥
圃
を
写
し
た
る
霊
鏡
あ

り
。
七
宝
金
沙
の
池
に
は
天
竺
無
熱
池
の
水

を
堪
え
、
八
つ
の
功
徳
を
備
へ
た
り
.
こ
の

水
を
も
っ
て
浄
め
な
ぱ
笹
ち
に
平
癒
せ
ん
」

と
授
け
ら
れ
る

B
す
な
わ
ち
七
岳
山
に
赴
け

ば
治
癌
す
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
.

都
か
ら
七
面
山
に
や
っ
て
き
た
姫
は
山

頂
の
池
で
身
を
清
め
る
と
弁
財
天
の
授
け

通
り
平
癌
し
た
が
、
「
私
は
こ
の
池
に
住
む

因
縁
(
い
わ
れ
)
あ
り
」
と
叫
ぶ
と
池
に
飛
び

|言 七面山の『七つの池」伝説 |l
七面山に 1<l7つの池わ明るといわれている。ーの池、

二の，四ヨ実際に山国付近にあるが、三の泊からは全

く分からたまいという践と、樽坪(くれっぽ)集慈、議袋

集落、雨畑の奥にある池大櫛を含めるという脱もある。

また「七つ自の池を見ると目がっ，J、れる Jという曾い

缶えも残されている。
雪奥下/栂坪'帳簿の上に

ある七函堂と池 .10 月 19 日

に大祭が開かれる.

写輿上/敬慎院の II に aち

る の池.飽停が出現する

といわれている.

込

ん

で

し

ま

っ

た

B
す

る

と

婚

は

大

き

な

龍

と

な

り

「

末

法

の

時

に

在

り

、

現

れ

て

は

法

を

護

ら

ん

」

と

言

い

残

し

池

町

中

へ

消

え

て

い

っι

~

.

姫

に

何

度

も

求

婚

し

て

い

た

池

町

宮

と

い

う

皇

族

は

都

か

ら

霊

薬

を

携

え

媛

を

探

L

求

め

て

七

面

山

の

麓

ま

で

た

ど

り

着

き

、

婚

の

こ

と

を

尋

ね

歩

い

た

が

誰

も

が

「

み

な

い

、

み

な

い

」

と

い

う

返

事

ば

か

り

。

さ

ら

に

婚

が

地

に

消

え

た

こ

と

を

知

リ

絶

望

し

た

池

町

宮

は

悲

し

み

の

あ

ま

り

「

こ

の

藁

袋

も

用

な

き

も

の

」

と

川

に

棄

て

、

川

中

町

小

島

で

桂

を

踊

し

た

の

ち

、

近

〈

の

池

に

身

を

投

じ

て

し

ま

っ

た

。

そ

れ

か

ら

こ

の

山

里

は

「

押

藁

控

(

み

な

い

)

」

、

「

桂

が

島

」

と

い

う

名

で

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

り

、

現

在

の

地

名

で

あ

る

藁

袋

京

ヶ

島

の

由

来

と

な

っ

た

と

さ

れ

る

.

こ

の

伝

説

は

後

に

七

面

天

女

、

あ

る

い

は

七

面

大

明

神

的

諮

と

し

て

受

け

継

が

れ

、

身

延

で

の

日

蓮

と

の

出

会

い

へ

と

つ

な

が

っ

て

い

く

.

一

方

雨

畑

に

は

「

池

大

神

」

の

伝

説

が

残

さ

れ

て

い

る

.

高

岸

源

左

衛

門

と

い

う

猟

師

が

、

椅

畑

の

奥

地

で

光

る

も

の

と

遭

遇

し

た

の

で

「

汝

、

生

あ

る

も

の

な

ら

ば

此

の

矢

の

先

に

止

ま

れ

」

と

叫

i

と

金

の

玉

が

矢

に

止

ま

っ

た

。

こ

れ

を

持

ち

帰

っ

て

飾

っ

て

い

た

が

、

夜

中

に

夢

枕

で

「

自

分

を

是

よ

り

三

、

四

十

丁

山

の

上

に

あ

る

池

の

ほ

と

り

に

配

る

よ

う

に

」

と

の

お

告

け

が

あ

っ

た

の

で

、

村

人

た

ち

で

七

面

山

の

一

の

池

の

ほ

と

り

に

配

っ

た

。

そ

こ

で

一

夜

を

明

か

す

と

再

び

夢

回~一

圃園町一 aAJ

.;>~~ ~ I!-
七面山の山頂付近にある叡憤院と奥の

院には今でも泊まることができる.写真

中'"名物のロール布団.敷き布図も蹄{す

布団もつながっている.下 lま夕食.もちろ

ん綱進料理。畳"，少ないようだが、ご飯と

おそ汁 l孟芯かわり自由.お側酒もつく.

国国 III
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9 月 19 日に開かれる大祭の織子.

ヨ・、

..

七面山敬慣昆身 E山と法華経の守撞神である七面大明伸を砲っている。現在の建糊ま、安永 5年 (1776)

の火民の後に復興されたもの.七面造りといわれる独特の建築様式。檎皮醤(ひわだぷき)の屋根が美

しい. "凹 0人は治まることができる。



枕
で
「
願
い
を
叶
え
よ
う
』
ど
お
告
げ
が
あ
っ

た
の
で
、
「
水
が
欲
し
い
」
ど
頼
む
と
村
に
は

清
水
が
湧
き
出
し
た
、
と
い
う
お
よ
そ

8
0
0

年
ほ
ピ
前
の
話
で
七
衝
天
女
の
伝

説
よ
り
古
い
と
い
わ
れ
る
.

宣
町
時
代
以
降
は
早
川
も
徐
々
に
日
蓮

宗
に
改
宗
す
る
よ
う
に
な
り
今
で
は
寺
町

多
く
が
日
蓮
宗
で
あ
る
.
集
落
で
七
面
占
で

の
動
労
奉
仕
を
し
た
り
、
大
祭

{
9
月
同
日
)

に
参
加
し
た
り
と
い
う
風
習
が
多
く
の
畢

革
で
み
ら
れ
た
.

中
で
も
七
面
山
を
正
面
に
見
上
げ
る
赤

沢
集
落
は
、
身
延
山
ヒ
七
面
山
を
結
か
「
身

延
往
還
」
ょ
の
物
資
的
中
継
基
地
ど
参
詣
者

の
宿
場
と
し
て
栄
え
、
参
詣
が
最
も
盛
ん
だ
っ

た
江
戸
か
ら
明
治
、
大
正
時
代
に
は

9
軒
町

旅
館
の
他
、
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
七
面
山
に

関
係
の
深
い
職
業
に
就
い
て
い
た
。
現
在
で

も
毎
年
正
月
に
は
住
民
が
七
面
山
に
登
り
、

七
面
大
明
神
の
ご
開
帳
を
行
な
う
慣
習
が

残
っ
て
い
た
り
と
、
七
面
山
と
町
密
接
な
関

わ
り
は
他
の
集
落
よ
リ
濃
い
も
凹
が
あ
る
。

七
面
山
に
登
る
こ
と
の
意
味

七
面
山
が
日
蓮
宗
の
宜
山
ど
い
ヲ
性
格

を
持
っ
て
か
ら
も
「
修
行
の
た
め
の

l出
」
と

い
う
位
置
づ
け
は
賓
わ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
.
女
人
禁
制
で
あ
っ
た
た
め
修
行
僧
以
外

が
参
詣
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
現
在

の
よ
う
に
登
山
者
が
多
〈
な
っ
た
の
は
認

戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
に
は
「
お

万
の
方
」
と
い
う
人
物
無
〈
し
て
口
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
.

捷
川
家
康
の
捌
室
で
法
華
経
に
帰
依
し

て
い
た
お
万
の
方
は
、
夫
で
あ
る
家
康
が
死

去
す
る
と
剃
聖

L

「
養
珠
院
」
と
号
し
て
仏

の
進
へ
入
る

.
3
年
間
は
喪
に
服
し
て
い
た

が
、
1
6
I
9

年
の
身
延
山
で
の
大
法
要
の

後
、
七
画
中
町
畳
り
ロ
で
あ
る
羽
衣
白
糸
町

定
で
幻
日
聞
の
滝
行
を
行
っ
た
後
、
女
人
禁

制
を
打
ち
破
っ
て
参
詣
を
果
た
し
た
。
以
後
、

七
面
大
明
神
的
伝
鋭
も
全
国
に
知
れ
渡
る

よ
フ
に
伝
り
、
一
般
大
衆
の
七
面
信
押
の
高

ま
り
と
と
も
に
日
蓮
宗
徒
だ
け
で
は
な
〈
、

宗
派
や
目
的
に
関
わ
ら
ず
七
面
山
参
絡
が

盛
ん
に
な
り
、
同
時
に
全
国
の
様
々
な
寺
院

に
七
面
大
明
神
が
配
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
.

江
戸
か
ら
明
治
、
大
正
に
か
け
て
は
七
面

山
参
詣
は
娯
楽
の
一
つ
で
あ
っ
た
し
、
現
在

で
は
俳
世
や
プ
ロ
ス
ポ

l
y

選
手
、
小
さ
い

子
供
か
ら
高
齢
の
人
ま
で
様
々
な
人
々
が

そ
れ
ぞ
れ
由
目
的
、
思
い
を
持
っ
て
登
っ
て

い
る
の
で
あ
る
.
確
か
に
、
白
装
束
で
団
扇

太
鼓
を
持
ち
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
唱
え

な
が
ら
登
り
下
り
す
る
信
徒
は
多
い
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
.
七
岳
山
に
配
ら
れ
て
い

る
神
様
は
七
面
大
明
神
以
外
に
も
存
在
す

る
し
、
登
山
そ
の
も
の
を
楽
し
む
人
、
岬
来

光
(
コ
ラ
ム
参
照
)
を
見
る
た
め
に
登
る
人

も
い
る
・
多
〈
の
人
が
七
面
山
の
魅
力
に
悪

か
れ
、
季
節
を
問
わ
ず
登
っ
て
い
〈
。
す
な

わ
ち
、
「
信
仰
の
山
で
は
あ
る
が
、
七
面
山
は

錐
も
拒
ま
な
い
」
.
今
も
普
も
変
わ
ら
ず
人
々

の
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
山
な
の
で

あ
る
.

写真上/七面山表参道付近にあるお万の白糸の

滝とお万の方の像.今でも、滝に打たれることが

できる.写真下/参道の風景.お題目を唱える白

装束の信者と何度もすれ遭い、後沙を交わす.

〈省参考文献}
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七面山からのダイ
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めた鍵盤なー牧.

a・Idl月理易{蕊
溜).
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宮は日通の出生地である天津小湊に近く、憶に

ほっ疋短の伝股が残る池でもある.各地の宮

を通るということからも、向かしらの自信を感

じずにほいられ広い.

また、乙のタイヤモンド富士の日は、ご来光

が随身門を通り慾け、 III懐院本殴の輿に陀られ

ている七面大明徳の御得体に降り注ぐといわ

れている。これは単怒る偶然では信く、 E十現ず

くで山門や本堂を殴針したと考えるのが豆当

でほ包いか。先人の澄華経への深い

思いと、磁慣院建殴にか吋る情燃を

感じて止また玉，1.
Jヒ健一宮

ご来光とほ高い山の頂上で見る基厳広日の

出のことである。七萄山では、東方富士山の方

角から日の出を見ることができ、大努の情書や

畳山容が回目を唱え広がらあるいは写寅を煽

り訟がら日の出を待つ光康が見られる.特に彼

岸の中日に'"富士山の頂上から日が興る、いわ

ゆる「ダイヤモンド富土 J'" 見られる。

この自のご来光の遁を池田上で緑引きして

三コ

出宮大社



深沢正晴

湯
島
の
渓
谷

隆遣を銭Itると、大自然の力を見

せつけられます.隻り立つ鯵壁、

狭い谷線える山澗き涜わ」早川

屈指の渓谷です.この谷にほ、琴

路と畜寧の恕恋物簡が竃り継が札

その奥にUチヨンキラ石、イポヤ

の手甲石匂ど巨石酔が幽現し、さ

らに上ると湯島の大杉窓康の隠

し渇など伝脱の郷へと続きます.
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身
延
山
奥
の
院

l
追
分
感
井
坊

l
+

万
部
寺

l
宗
説
坊

l
赤
沢

身
延
往
還

{
み
の
ぶ
お
う
か
ん
)

身
延
往
還
は
、
身
延
山
久
遠
寺
と
七
面

山
と
を
結
ぶ
信
仰
の
道
で
あ
る
。
日
蓮
上

人
亡
き
後
、
弟
子
の
日
朗
上
人
と
、
日
蓮

を
身
延
に
招
い
た
南
部
(
波
木
井
)
実
長

と
が
七
面
山
を
開
く
た
め
に
歩
い
た
と

い
わ
れ
る
。

久
遠
寺
か
ら
奥
の
院
、
そ
こ
か
ら
追
分

感
井
坊
(
か
ん
せ
い
ぼ
う
)
、
十
万
部
寺
、

宗
説
坊
を
通
り
、
赤
沢
で
一
泊
し
、
さ
ら

に
羽
衣
、
七
面
山
敬
慎
院
ま
で
。
車
道
、
が

開
通
す
る
前
は
、
信
者
た
ち
も
み
な
こ
の

道
を
歩
い
た
の
だ
。

身
延
山
奥
の
院
か
ら
赤
沢
ま
で
は
、

2

時
間
程
度
の
道
の
り
。
最
近
で
は
信
者
で

あ
っ
て
も
歩
く
こ
と
が
少
な
い
が
、
卜
レ
ツ

キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
は
な
か
な
か
手

頃
だ
。
十
万
部
寺
か
ら
赤
沢
方
面
に
少
し

下
る
と
、
早
川
町
内
の
集
落
や
甲
府
盆
地
、

僚
が
岳
や
南
ア
ル
プ
ス
が
展
望
で
き
る

ス
ポ
ッ
ト
も
あ
る
。

道
中
、
宗
説
坊
付
近
は
杉
並
木
が
残
り
、

石
工
が
残
し
た
と
い
う
石
灯
篭
も
あ
っ
て
、

昔
の
参
道
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。
運
が

良
け
れ
ば
、
太
鼓
を
た
た
き
、
お
題
目
を

唱
え
な
が
ら
山
道
を
歩
く
白
装
束
の
信

徒
た
ち
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

イ口八モミジの回廊。宗説坊と十万部寺の聞で見られる。時期は気候によっ

て前後するが、およそ10月末から 11 月上旬。

1主主長石栽培しているようです。売るなんでもったい

なし\ !ということで、観光施設にも大量には

出回りません。どこかでみつけたら、すかさ

ず購入することをお勧めします。 間:かつて七面山に遠足で登った子ど
もたちは、敬慎院で薬として売ってい
るあるものを作って、宿代の代わりに
したそうです。そのあるものとは何?

答 1 ，大イチイの枯葉を束ねた煙草
2 ，ヨウゴ石の欠片を叩き潰した粉末
3 ，ーの池の泥を丸めた泥因子

正解者の中から抽選で 3 名様に、七面
山のお守りをプレセントします!

前回のクイズの正信は、 1 の「蝋石」でした。
絵を描いて遁んたそうです。抽選の結果、
小谷さん(足立区)、溝口さん(浜松市)の 2
名が当選しました。おめでとうございます 1

[]]Bゃまだらけ E
32号特集(12月上旬お届け)

「早JII ファッション通信」
早川|町でファッション?と思う方もいら

っしゃると思いますが、都会ではまず見るこ

とができない早川|ならではのファッション

があるんです。それは、おばあちゃんたちが

畑仕事をする時に着る野良着。

次号では、この野良着に着目します。機能性、

安全性、そして美しさを兼ね備えたアイテム

の数々と、おばあちゃん達の着こなしゃこだ

わりを、紹介したいと思います。

道中からの眺めは最高。写真左は布引山と無ヶ岳。

右は白根三山。十万部寺付近では、富士山も見られる。

ル読者の声
・(雑穀について)食したことのないものが

多いですが、かつては多く栽培されていたの

でしょうね。米を作るより簡単ということで

しょうか? (浜松市、 Mさん)

編集部:平坦な土地がないので、米が作りた

くても作れなかったのです。今では健康ブ

ムで雑穀も貴重品ですが、早川では基本的に

米以外の穀類が主食で、白米はよほどの時し

か食べられなかったそうです。

・以前、西山温泉やおばあちゃんたちの店で、

黄色いキピを買って食べました。今回も興味

深く読みました。(杉並区、 Mさん)

・硯匠庵でたまたま買った、通称「赤モロコシ」

をご飯に少々入れて炊くと、美味しそうな赤

いご飯のできあがり。食感はツブツブモチモ

チな感じで以来やみつきです。(浜松市、Yさん)

編集部:もっと早川の雑穀を売り出したいの

ですが、基本的に町民は自分が食べたいから

発行元/フィールドミユージアム運営委員会

住所/山梨県南巨摩郡早川町薬袋HmJ 干mlt~

電 話.，I0101;wl107.113，1 ファクシミリg，I0101;wl107.tI#f:l

iiCI似ージ/http://www.town.hayakawa.yamanashi.jp/fm/

[¥iIt~' Srolf)
登山口から七面山に一歩足を踏み入れる。他の山とは違う雰囲気を.

感じる。山の中には様々な神が杷られていて、山全体が信仰の対象.

となっている。参道脇に立つ小さな千枚旗に書かれた願い事、険し.

い山道、そしてご来光。登る時はいつも厳かな気持ちになる。宣伝す.

るわけでもないのに登る人の多いとのこと。信仰の持つ力、そして.

七面山そのものの魅力を改めて実感することができた。
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