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統
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富
士
市

鎧よ
ろ
い

ヶが

渕ふ
ち

の
主

原
田
地
区
を
流
れ
る
滝
川
に
「
鎧
ヶ
渕
」
と
呼
ば
れ
る
場

所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
鎧
ヶ
渕
に
伝
わ
る
お
話
を
、
地
元
の

郷
土
史
研
究
家
、
神
尾
稔み

の
る

さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

芝
川
町

大お
お

嵐あ
ら
し

の
薬
師
堂

芝
川
町
か
ら
は
、
内う

つ

房ぶ
さ

地
区
大お

お

嵐あ
ら
し

の
薬
師
堂
に
ま
つ
わ

る
お
話
を
、
大
嵐
町
内
会
長
で
薬
師
如
来
の
御
開
帳
式
典
に

ご
尽
力
さ
れ
た
、
風か

ざ

岡お
か

克か
つ

紀の
り

さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

富
士
宮
市

火ひ

伏ぶ
せ

念ね
ん

仏ぶ
つ

富
士
宮
市
の
内う

つ

野の

地
域
と
足あ

し

形が
た

地
域
で
は
、
火
災
防
除
の

祈
り
を
込
め
た
「
火ひ

伏ぶ
せ

念ね
ん

仏ぶ
つ

」
が
今
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
六ろ

く

斎ざ
い

衆し
ゅ
う

」
と
呼
ば
れ
る
念
仏
講
の
一
員
と
し
て
、
伝
統
を

受
け
継
い
で
き
た
伊
藤
信
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

芝
川
町
の
内
房
地
区
に
あ
る
「
大
嵐
」
と
い
う
集
落
の
小

高
い
場
所
に
、
薬
師
堂
さ
ん
（
正
式
名
　
医
王
殿
梅
旭
庵
）

と
呼
ば
れ
る
お
堂
が
あ
り
ま
す
。
中
に
は
漆
塗
り
の
厨ず

子し

が

知
っ
て
い
ま
す
か
？

我
が
ま
ち
、
隣
の
ま
ち
の
伝
説
・
伝
統

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
富
士
地
域
二
市
一
町
（
富
士
市
・
富
士
宮
市
・
芝
川
町
）
に
か
か
わ
り

の
あ
る
広
範
な
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
こ
富
士
地
域
に
は
、
伝
説
や
伝
統
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
住

み
、
伝
説
や
伝
統
に
詳
し
い
人
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

建て替えられたばかりで白木が美しい
「薬師堂さん（医

い

王
おう

殿
でん

梅
ばい

旭
きょく

庵
あん

）」。中には
33年に一度しか見られない「薬

やく

師
し

如
にょ

来
らい

」
が安置されています。

現在は「鎧ヶ渕親水公園」として
整備され、夏にはホタルが飛び交
う清流は、市民の憩いの場となっ
ています。

手前に大きく下がっているのが「大
だい

注
ちゅう

連
れん

」、天井
に密集しているのが「おんべ飾り」。「六

ろく

斎
ざい

衆
しゅう

」が
念仏を唱え、火災防除を祈ります。

昔
々
、
永よ

う

明め
い

寺
の
和お

尚し
ょ
う

さ
ん
が
、
小
坊
主
に
「
鎧
ヶ
渕
に

木
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
で
枝
を
切
り
な
さ
い
」
と
命

じ
ま
し
た
。
翌
日
、
小
坊
主
が
山や

ま

刀が
た
な

で
枝
を
切
っ
て
い
る
最

中
、
山
刀
を
ふ
ち
に
落
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
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問
い
合
わ
せ
　
芝
川
町
総
務
課
広
報
広
聴
係

1
〇
五
四
四
ー
六
五
ー
二
八
〇
二

大嵐町の町内会長で、薬師如
来の御開帳式典に尽力された

風岡克紀さん
（芝川町内房）

問
い
合
わ
せ
　
広
報
広
聴
課
　

1
五
五
ー
二
七
〇
〇
　
5
五
一
ー
一
四
五
六

駿河郷土史研究会に所属し、
幅広い知識を生かして市の
観光ボランティアガイドと
しても活躍している

神尾　稔さん
（富士市原田）

地域に伝わる伝統行事「火伏
念仏」を受け継ぐ「六斎衆」の
一員

伊藤信夫さん
（富士宮市内野）

問
い
合
わ
せ
　
富
士
宮
市
秘
書
広
報
課

1
〇
五
四
四
ー
二
二
ー
一
一
一
九

は
、
小
坊
主
に
「
ふ
ち
に
潜
っ
て
、
拾
っ
て
き
な
さ
い
」
と

言
い
ま
し
た
。

鎧
ヶ
渕
は
と
て
も
深
く
、
冷
た
い
水
が
渦
を
巻
い
て
い
る

い
る
上
、
主
が
住
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
と
て

も
潜
る
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
困
っ
て
い
る
と
、
何
と
水
面

に
山
刀
が
…
。
小
坊
主
は
ふ
ち
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
幻
で
、
そ
の
ま
ま
潜
っ
て
み
る
と
、

ふ
ち
の
底
に
は
立
派
な
御
殿
が
あ
り
、
奥
で
美
し
い
女
の
人

が
機は

た

を
織
っ
て
い
ま
し
た
。
小
坊
主
が
近
づ
く
と
、「
私
の
こ

と
は
だ
れ
に
も
し
ゃ
べ
る
で
な
い
ぞ
。
私
は
こ
の
ふ
ち
の
主

だ
が
、
山
刀
で
織
物
が
こ
ん
な
に
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
度

落
と
し
た
ら
、
許
さ
な
い
ぞ
」
と
言
い
、
山
刀
を
返
し
て
く

れ
ま
し
た
。
小
坊
主
は
お
寺
に
帰
る
と
、
和
尚
さ
ん
に
「
三

年
も
の
間
、
お
ま
え
は
ど
こ
へ
行
っ
て
い
た
」
と
し
か
ら
れ

ま
し
た
。（
広
報
広
聴
課
発
行『
ふ
る
さ
と
の
昔
話
Ⅱ
』よ
り
）

こ
の
念
仏
は
、
江
戸
時
代
に
地
域
全
体
が
大
火
で
焼
失
し

た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
村
人
た
ち
が
火
災
防
除
の
法
を
伝
え

聞
き
、
在
家
信
仰
の
行
事
と
し
て
行
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

当
日
、「
当と

う

家や

（
頭
屋
）」
と
呼
ば
れ
る
、
新
築
ま
た
は
改

築
し
た
家
の
客
間
に
祭
場
を
設
け
、
部
屋
の
中
央
に
は
天
井

か
ら
「
大
注
連
」
と
呼
ば
れ
る
御ご

幣へ
い

を
つ
る
し
、
そ
こ
か
ら

四
方
八
方
に
細
か
く
色
紙
を
切
り
刻
ん
で
つ
く
ら
れ
た
「
お

ん
べ
飾
り
」
を
張
り
め
ぐ
ら
し
ま
す
。

唱
え
る
念
仏
は
「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」。「
六
斎
衆
」
が
太
鼓

と
か
ね
を
打
ち
鳴
ら
し
、「
ナ
マ
ミ
ダ
ァ
、
ナ
マ
ミ
ダ
ァ
…
」

と
独
特
の
節
回
し
で
、
三
時
間
余
り
に
わ
た
り
念
仏
を
唱
え

続
け
ま
す
。
太
鼓
の
音
が
ひ
と
き
わ
高
く
テ
ン
ポ
が
速
く
な

る
と
、
集
ま
っ
て
い
た
人
た
ち
が
一
斉
に
「
大
注
連
」
め
が

け
て
飛
び
つ
き
、
そ
れ
を
奪
い
合
い
ま
す
。

念
仏
行
事
の
な
か
で
「
火
伏
せ（
防
火
）」
を
祈
願
し
た
も

の
は
全
国
的
に
も
珍
し
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
地
域
に
残
る
貴

重
な
民
俗
芸
能
行
事
で
あ
る
「
火
伏
念
仏
」
は
、
富
士
宮
市

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
大
嵐
に
住
ん
で
い
る
人
々
は
、
薬
師
如
来
さ
ん
を
大
切

に
お
守
り
し
、
三
十
三
年
に
一
度
の
御
開
帳
の
と
き
に
は
、

集
落
を
挙
げ
て
お
ま
つ
り
を
し
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
今
回
の
御
開
帳
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
四
百
年
前
に
建
て
ら
れ
た
カ
ヤ
ぶ
き
の
お
堂

を
建
て
直
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
参
拝
し
て
み
て
は

い
か
が
で
す
か
。
新
し
い
き
れ
い
な
お
堂
で
お
参
り
で
き
ま

す
。
き
っ
と
御
利
益
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
、
風
岡
さ
ん
は
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
私
が
小
さ
い
こ
ろ
、
こ
の
鎧
ヶ
渕
は
、
滝
の
よ
う
に
勢

い
よ
く
水
が
流
れ
落
ち
、
川
底
も
と
て
も
深
か
っ
た
の
で
す
。

言
い
伝
え
ど
お
り
『
主
』
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
雰
囲
気

で
し
た
よ
。

原
田
地
区
に
は
、
ほ
か
に
も
『
か
が
み
石
』
や
『
い
ぼ
と

り
不
動
』
な
ど
、
歴
史
的
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
散
策
に
訪
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
神
尾
さ

ん
は
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「『
六
斎
衆
』は
、
現
在
九
人
で
、
念
仏
唱
和
の
節
回
し
や

リ
ズ
ム
は
地
域
の
先
輩
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ

の
伝
統
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
か
が
課
題
で
す
」
と
、
伊
藤

さ
ん
は
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

あ
り
、
本
尊
の
「
薬
師
如
来
」
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の「
薬
師
如
来
」
は
、「
目
の
神
様
」
と
し
て
、
ま
た
大
嵐
地

区
の
守
り
神
と
し
て
地
元
の
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。

こ
の
厨
子
は
、
三
十
三
年
に
一
度
し
か
開
帳
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
御
開
帳
が
、
こ
と
し
の
三
月
十
一
日
・
十
二
日
の
二
日

間
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
度
「
薬
師
如
来
」
を
見
ら
れ
る
の
は
、

三
十
三
年
後
の
二
〇
三
九
年
に
な
り
ま
す
。
三
十
三
年
に
一

度
し
か
開
帳
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
る

話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

厨
子
を
三
十
三
年
経
た
ず
に
途
中
で
開
帳
す
る
と
、
集
落

の
名
が
「
大
嵐
」
と
い
う
名
に
あ
る
よ
う
に
、『
大
嵐
が
来

て
、
山
崩
れ
が
起
こ
る
』
と
か
『
大
き
な
災
害
が
起
こ
る
』

な
ど
、
恐
ろ
し
い
災
い
が
起
こ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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