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みのかもの山、望む山 第 9 回

この地域にあって身近に親しまれている山や、はるかに望む山々について、まつわる歴史や文化を紹介します。

問文化の森   ☎28-1110

▲南方上空より富士山を望む
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こ
の
国
を
代
表
す
る
霊
峰
、
富
士
山
の

名
を
冠
し
た
山
が
、
山
之
上
町
北
部
に
あ

る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。「
山
之
上
富

士
山
」（
国
土
地
理
院
発
行
の
地
図
で
は

「
富
士
山
」
と
記
載
）と
呼
ば
れ
る
こ
の
山

は
、
特
に
三
和
方
面
か
ら
眺
め
る
と
線
対

称
の
輪
郭
が
際
立
つ
美
し
い
山
で
、
江
戸

時
代
、
臨
済
宗
の
僧
で
あ
っ
た
白は
く

隠い
ん

慧え

鶴か
く

（
白
隠
禅
師
：
１
６
８
５
～
１
７
６
８
年
）

が
、
岩い
わ

滝た
き

山や
ま

で
の
修
行
の
時
に
眺
め
て
い

た
山
と
さ
れ
、
山
頂
の
富
士
神
社
に
は
白

隠
が
記
し
た「
濃の
う

陽よ
う

富ふ

士じ

山さ
ん

記き

」（
市
指
定

有
形
文
化
財
）が
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
白
隠
の
最
初
期
の
書
で
あ
る
こ

と
の
ほ
か
、
修
行
を
援
助
し
た
鹿し
か

野の

善ぜ
ん

兵べ

衛え

か
ら
聞
い
た
山
之
上
富
士
山
の
由
来
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
で
す
。
内

容
に
よ
る
と
、
富
士
山
の
信
仰
者
だ
っ
た

善
兵
衛
の
先
祖
は
、
年
老
い
て
再
び
そ
の

霊
場
に
参
詣
で
き
な
い
こ
と
を
憂
い
て
い

た
と
こ
ろ
、
夢
で
お
告
げ
を
受
け
、
目
を

覚
ま
す
と
手
に
は
金
色
の
仏
像
が
輝
い
て

い
た
そ
う
で
す
。
先
祖
は
歓
喜
し
て
村
に

帰
る
と
、
山
頂
に
祠ほ
こ
らを

建
て
て
そ
れ
を
ま

つ
り
、
持
ち
帰
っ
た
小
松
を
植
え
て
、
そ

の
山
を「
富
士
山
」と
名
付
け
ま
し
た
。
そ

れ
以
来
、
村
人
は
こ
の
山
に
祈
り
を
捧
げ

て
大
切
に
し
て
き
た
よ
う
で
す
。
こ
の
話

が
い
か
に
白
隠
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た

か
は
、
文
末
の「
戦せ
ん

慄り
つ

し
て
書
す
」と
い
う

結
び
か
ら
想
像
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
白

隠
の
生
ま
れ
の
駿す
る

河が
の

国く
に

原は
ら

宿し
ゅ
く（
現
静
岡
県

沼
津
市
）は
富
士
山
の
裾
野
に
あ
り
、
宝

永
４（
１
７
０
７
）年
に
起
き
た
大
噴
火
の

経
験
か
ら
、
白
隠
は
故
郷
と
修
行
の
地
そ

れ
ぞ
れ
の
富
士
山
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の

霊
威
に
恐
怖
す
る
一
方
で
、
崇
敬
の
念
を

感
じ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
白
隠
は
山
之
上
富
士
山
の
教
え

を
改
め
て
村
人
に
説
き
、
そ
の
地
に
再
び

信
仰
を
根
付
か
せ
ま
し
た
。
白
隠
は
こ
の

富
士
の
名
を「
普ふ

慈じ

」と
も
表
現
し
て
い
ま

す
。
本
家
の
十
分
の
一
に
も
満
た
な
い
こ

の
富
士
山
は
、
そ
れ
に
引
け
を
取
ら
な
い

ほ
ど
深
い
慈
悲
に
よ
っ
て
、
広
く
人
々
を

照
ら
し
て
き
た
の
で
す
。

▲山頂の富士神社
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