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C o n t e n t s

道 志 手 帖
2021 no.25

表紙写真
かつて炭俵を編むさいに使われ
た「ストロ」と呼ばれる道具（大
室指地区・諏訪本充弘さん所蔵）。
無数の傷としっとりと手になじ
む丸みが、使い込まれた年月を
語る（詳細 22 頁）。

「道志手帖」とは？
略して「ドウシテ」。「どうしってどんなところ？」

という関心から生まれた冊子です。

村で生活していて気になったこと、

おもしろいなとおもったこと、

発見や驚きを報告していきます。

﹇
連
載
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の
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話
⑦　
赤
倉
橋
の
狐
と
馬
引
き　
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井
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4

﹇
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う
し
の
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プ
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道
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川
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6

﹇
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﹈
道
志
見
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録
②　
山
梨
の
『
県
の
石
』
①
岩
石　
宇
野
夏
樹　
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り ̶
̶

「
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木
」
に
込
め
ら
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り　
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西
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り
（
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佐
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重
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の
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造
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を
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て
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光
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見
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編
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に
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た
「
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ロ
」　
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西
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22
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こ
の
部
落
と
、
こ
の
隣
の
部
落
。
あ
そ
こ
を
、
学

校
あ
る
ら
ぁ
ね
ぇ
。

　

そ
こ
ん
と
こ
、
こ
の
部
落
の
間
に
赤
倉
橋
と
い
う

が
あ
っ
た
わ
け
。
い
ま
も
あ
る
に
は
あ
る
。
た
だ
、

国
道
な
っ
て
、
え
え
橋
に
な
っ
た
だ
け
ぇ
。

　

そ
こ
へ
、
よ
く
、
馬
引
き
い
ち
ゃ
あ
、
み
ん
な
炭

を
専
門
に
焼
い
た
か
ら
、
そ
の
炭
を
馬
へ
付
け
て
、

そ
し
て
、
都
留
市
ま
で
行
っ
た
。

　

都
留
市
行
っ
て
、
そ
の
炭
を
売
っ
て
、
そ
し
て
、

必
要
な
も
の
を
、
買
っ
て
馬
へ
付
け
て
、
帰
っ
て
く

る
わ
け
。

　

ま
あ
、
朝
、
冬
の
日
な
ん
ぞ
、
ど
う
し
て
も
、
神

地
の
お
き
ま
え
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
灯
り
で
行
く
わ
け

だ
。
提
灯
で
。

　

行
っ
て
、
夜
が
明
け
れ
ば
、
蝋
燭
消
し
て
、
藪
へ

つ
か
け
て
お
く
。
提
灯
わ
。

　

そ
し
て
、
来
る
と
き
に
な
る
つ
う
と
、
ま
た
、
そ

の
辺
か
ら
、
日
が
暮
れ
る
わ
け
。
そ
お
だ
か
ら
、
つ

か
け
と
く
提
灯
を
ま
た
、
灯
り
を
つ
け
て
、
そ
し
て
、

帰
っ
て
き
た
わ
け
。
そ
ぉ
し
て
、
赤
倉
橋
来
る
と
い

う
と
、
よ
う
よ
う
橋
か
か
ろ
と
思
う
と

″
ほ
い
ほ
い
、
ほ
ら
ほ
ら
、
ほ
ら
ほ
ら″

つ
う
、
向
こ
う
か
ら
馬
が
来
る
よ
う
な
音
が
す
る
わ

け
。
そ
れ
か
ら
、「
こ
り
ゃ
あ
、
馬
く
り
ゃ
あ
」
つ

う
で
え
、
渡
ら
ず
に
、
橋
つ
め
の
広
い
と
こ
ろ
へ
、

⑥　源八と狐(川原畑）⑦　赤倉橋の狐と馬引き



5 　   道  志  手  帖

休
ん
で
、
待
っ
て
い
る
わ
け
ぇ
。

　

そ
う
す
る
、
ま
た
、
音
も
し
な
く
な
っ
て
ぇ
。　

す
る
か
ら
、「
へ
え
、
行
っ
た
だ
か
な
ぁ
」

と
思
っ
て
ね
え  

そ
れ
か
ら
、
ま
た
、
そ
の
橋
に
か

か
ろ
う
と
思
っ
て
、
す
る
と
い

う
と
、
ま
た
、″
ほ
い
ほ
い
、
ほ
ら
ほ
ら″
ち
ゅ
う
で

ぇ
、
馬
引
い
て
く
る
音
が
す
る
で
ぇ
。

　

そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
め
に
あ
っ
た
わ
け
。
ほ
ぉ

し
て
ぇ
、
し
た
ら
、
す
こ
し
、
な
ん
ち
ゅ
う
か
ぁ
、

豪
傑
の
大
将
が
ぁ
。「
ど
う
も
、
不
思
議
で
な
ら
ね

か
ら
、
あ
ん
で
え
、
か
ま
わ
な
ね
。

み
ん
な
、
い
っ
て
み
ろ
」
ち
ゅ
う
で
、
渡
り
か
っ
た

ら
、″
ほ
い
ほ
い
、
ほ
ら
ほ
ら
、
ほ
ら
ほ
ら″

ち
ゅ
う
わ
け
で
え
、
馬
を
引
い
て
来
る
よ
う
な
音
が

す
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
見
だ
と
こ
ろ
が
、″
づ
ら
づ
ら
づ
ら

づ
ら
づ
ら
ー″
と
、
す
れ
ち
が
う
。

　

手
を
つ
ん
で
い
っ
て
み
た
ら
、
狐
か
狸
を
見
た
い

う
な
あ
、
そ
の
手
ざ
わ
り
が
、
あ
っ
た
と
い
う
話
を

聞
い
た
だ
。
ほ
ん
で
え
、
う
ち
へ
来
て
、
そ
の
馬
か

ら
荷
を
お
ろ
そ
う
と
思
っ
た
ら
、

油
あ
げ
や
魚
や
み
ん
な
取
ら
れ
ち
ま
っ
た
ち
ゅ
う
。

狐
に
だ
ま
さ
れ
て
、
休
ま
せ
と
い
て
、
取
る
だ
か
ら
。

向
こ
う
か
ら
、
馬
を
追
い
か
け
る
よ
う
な
。
騒
ぎ
を

さ
せ
て
、
そ
こ
に
、
立
ち
往
生
さ
せ
て
お
い
た
だ
。

語
り
・
金
子
高
史

作
画　

仲
井
義
晶

出
典　

民
話
の
手
帖
49
号
（
１
９
９
１
）「
道
志
の
民
話
」
よ
り
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道
志
村
の
皆
さ
ん
お
久
し
ぶ
り

で
す
。
お
元
気
で
し
ょ
う
か
？　

宇
野
で
す
。

　

中
々
、
ホ
イ
ホ
イ
と
出
歩
け
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
か

く
い
う
自
分
も
遠
出
し
に
く
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
次
、
道

志
に
行
く
の
は
い
つ
に
な
る
や
ら
。

　

遠
出
で
き
な
い
時
こ
そ
地
元
を

見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
足
元
に

意
外
な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
今
回
か
ら
数
回
に
わ
た
っ

て
ど
こ
で
も
観
察
で
き
る
、
石
の

話
を
書
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
﹃
県
の
石
﹄
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
日
本
地
質
学
会
が
各
都

道
府
県
そ
れ
ぞ
れ
を
象
徴
す
る
石

（
岩
石
・
鉱
物
・
化
石
の
3
部
門
あ
る
）

を
﹃
県
の
石
﹄
と
し
て
認
定
し
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
山

梨
県
の
﹃
県
の
石
﹄
も
あ
っ
て
、

岩
石
が
玄
武
岩
溶
岩
、
鉱
物
は
日

ぽ
い
色
を
し
た
富
士
山
の
溶
岩
」

と
、
言
う
と
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。こ
う
し
て
誰
も
が
パ
ッ

と
思
い
浮
か
べ
る
事
の
出
来
る
と

い
う
の
が
認
定
さ
れ
た
理
由
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
だ
け
人
々

の
生
活
に
根
差
し
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。「
山
梨
で
溶
岩

と
言
っ
た
ら
富
士
山
！
」
と
、
言

う
ぐ
ら
い
に
富
士
山
の
玄
武
岩
溶

本
式
双
晶
水
晶
、
化
石
は
富
士
川

層
群
の
貝
化
石
だ
そ
う
で
す
。

　

今
回
は
山
梨
県
の
岩
石
﹃
玄
武

岩
溶
岩
﹄
に
注
目
し
て
少
し
お
話

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
い
き

な
り
地
味
だ
な
︙
︙
」

　

さ
て
、
山
梨
県
の
﹃
県
の
石
﹄

か
ら
岩
石
の
玄
武
岩
溶
岩
、「
黒
っ

道志見聞録

その２　山梨の『県の石』①岩石

西湖西岸の青木ヶ原樹海溶岩
約 1150 年前に富士山の麓から噴出した溶岩で、西湖・精進湖・
本栖湖・青木ヶ原樹海・風穴・氷穴はこの噴火で形作られました。

青木ヶ原樹海溶岩
富士山の一連の火山活動を代表する溶岩です。有色鉱物を多く
含む黒い色と特徴的な大きな気泡が目立ちます。
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岩
は
有
名
で
、
風
穴
や
氷
穴
、
溶

岩
樹
形
な
ん
か
の
富
士
山
を
代
表

す
る
景
勝
を
形
作
っ
て
い
る
も
の

も
こ
の
玄
武
岩
溶
岩
で
す
。
あ
ま

り
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
遠
く

都つ

る留
の
田た
は
ら原
の
滝
や
大
月
の
猿さ
る
は
し橋

な
ん
か
も
富
士
山
の
玄
武
岩
溶
岩

が
関
係
し
て
い
た
り
し
ま
す
。

　

一
方
で
道
志
村
、
実
は
玄
武

岩
の
溶
岩
は
道
志
村
で
も
観
ら

れ
る
の
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
火

山
活
動
が
始
ま
っ
て
数
十
万
年
と

い
う
比
較
的
新
し
い
火
山
で
あ
る

富
士
山
と
は
全
然
関
係
の
無
い

１
５
０
０
万
年
～
８
０
０
万
年

も
前
の
海
底
火
山
由
来
の
物
に

な
り
ま
す
。
的ま

と
さ
ま様

の
や
や
下
流
・

櫓や
ぐ
ら
さ
わ

沢
・
久
保
な
ど
下し
も

の
地
域
を
中

心
に
至
る
と
こ
ろ
で
見
か
け
ま
す
。

中
で
も
凄
い
の
が
大お

わ
た渡
キ
ャ
ン
プ

場
の
場
内
に
あ
る
枕
状
溶
岩
の
巨

大
な
転
石
（
※
１
）
で
す
。
未
だ
噴

出
地
点
が
ど
こ
だ
か
は
突
き
止
め

て
い
な
い
の
で
す
が
、
見
つ
け
た

時
は
道
志
に
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り

と
特
徴
を
示
す
枕
状
溶
岩
が
あ
る

こ
と
に
正
直
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

　

一
見
、
火
山
と
は
縁
の
無
さ
そ

う
な
道
志
村
で
す
が
、
気
に
し

な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
あ
ち
こ
ち

で
大
昔
の
火
山
活
動
の
痕
跡
を
観

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
皆
さ
ん
も

良
か
っ
た
ら
探
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
も
し
か
し
た
ら
家
の
近
所
に

あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
「
も
し
、
道
志
﹃
村
の
石
﹄
と
い

う
の
が
あ
っ
た
ら
何
だ
ろ
う
？
」

と
、
考
え
た
と
き
、
皆
さ
ん
は
何

を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
？

　

ま
だ
公
式
・
非
公
式
に
も
決

ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
︙
︙
。

あ
っ
た
ら
面
白
い
で
す
ね
。﹃
県

の
石
﹄
シ
リ
ー
ズ
が
終
わ
っ
た
ら
、

い
ず
れ
﹃
村
の
石
﹄
も
取
り
上
げ

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

（
宇
野
夏
樹
）

大渡キャンプ場の枕状溶岩
玄武岩溶岩が水中に噴出すると急冷されて円筒形の枕が積み重
なったような形に固まり、これを枕状溶岩と言います。海底火山
特有の溶岩で道志村に海底火山があった事を物語っているのです。

玄武岩質の岩石の拡大
こちらは道志川の河原で良く見かける玄武岩、富士山の溶岩の
様に気泡がありますが長い年月の間にその気泡の中に白い沸石

（※ 2）などの鉱物ができて、気泡の空洞を埋めています。

※ 1　転石　崖崩れや水の流れなど自然の力で他の場所から移動
してきた大きな石です。大きな河原石と言った方がイメージし
やすいかもしれません。

※ 2　沸石　低温の熱水がある環境で出来る鉱物で、道志村で見
られるものとしては束沸石・濁沸石・菱沸石・スコレス沸石な
ど数種類が確認されています。



 10

　

今
か
ら
10
年
ほ
ど
前
の
こ
と
。
山
梨
県

都
留
市
で
初
め
て
「
御お

し
ん
ぼ
く

神
木
」（
な
ど
と
呼

ば
れ
る
ら
し
い
、
当
時
は
呼
び
名
も
わ
か
ら
な

か
っ
た
も
の
※
1
）
を
目
に
し
た
と
き
の
驚

き
は
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
い
つ
も
の
見

慣
れ
た
ま
ち
の
景
色
の
中
に
、
あ
る
日
い

き
な
り
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
が
出
現

し
て
い
た
。
ギ
ョ
ッ
と
す
る
よ
う
な
、
思

わ
ず
し
げ
し
げ
と
確
認
し
て
し
ま
う
よ
う

な
、
衝
撃
的
な
出
会
い
だ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
「
小
正
月
」
も
「
道
祖
神

（
※
2
）」
の
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
私
は
、

目
に
し
た
も
の
が
一
体
何
な
の
か
検
討
も

つ
か
な
か
っ
た
。
後
に
、
そ
れ
が
「
ど
ん

ど
ん
焼
き
（
道
祖
神
祭
り
）（
※
3
）」
の
さ

い
に
、
道
祖
神
碑
の
そ
ば
に
神
様
の
依
り

代
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
形

や
吊
る
し
て
あ
る
も
の
一
つ
ひ
と
つ
に
意

味
が
あ
り
、無
病
息
災
や
五
穀
豊
穣
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
。

　

し
か
し
「
な
ん
で
こ
ん
な
も
の
を
わ
ざ

わ
ざ
立
て
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
疑
問

は
な
く
な
ら
ず
、
そ
の
圧
倒
的
な
外
観
の

魅
力
と
相
ま
っ
て
、
長
年
気
に
な
る
存
在

道
祖
神
祭
り

︱
﹁
御お

し
ん
ぼ
く

神
木
﹂
に
込
め
ら
れ
た
祈
り

※ 1　「梵天竿」「サイノカミ」「ご神木」などとも呼ばれる。「御（お）神木」は山中湖での呼称。
※ 2　辻に立てられ、悪いものの侵入を防ぐ。旅の安全を守る神、五穀豊穣の神、村の守り神、子どもと関わりの深い神などといわれる。

都留市十日市場にて（2012.1.9）
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で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

県
内
各
地
で
盛
ん
な
道
祖
神
祭
り
だ

が
、
道
志
で
は
「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」
は
す

る
け
れ
ど
、
そ
れ
と
は
別
に
何
か
を
立
て

た
り
飾
っ
た
り
す
る
習
慣
は
な
い
。一
方
、

道
志
の
お
隣
り
、
山
中
湖
や
そ
の
隣
り
の

忍
野
で
は
、
独
自
の
形
の
飾
り
も
の
を
す

る
ら
し
い
。
こ
の
時
期
に
し
か
見
ら
れ
な

い
風
景
を
訪
ね
て
、
今
年
こ
そ
、
と
探
し

に
行
っ
た
。

山
中
湖
・
忍
野
の
道
祖
神
祭
り

　

1
月
14
日
（
木
）、
午
後
3
時
半
ご
ろ

山
中
湖
平
野
に
着
く
と
、
突
き
当
た
り
の

広
場
で
ち
ょ
う
ど
「
御
神
木
」
の
よ
う
な

も
の
を
ク
レ
ー
ン
で
立
て
よ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
出
会
し
た
。
そ
ば
の
道
祖
神

碑
の
前
で
は
、
人
が
集
ま
り
、
神
事
が
行

わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
完
全
に
木
が
立

ち
あ
が
る
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
な
の

で
、
ぐ
る
り
と
湖
畔
を
一
周
し
、
忍
野
方

面
へ
も
探
し
に
行
く
。
何
ヵ
所
か
「
御
神

木
」
の
よ
う
な
も
の
や
、
笹
や
色
紙
で
飾

ら
れ
提
灯
に
照
ら
さ
れ
た
道
祖
神
碑
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。

※ 3　小正月（１月 14 日前後）にお正月飾りなどを焚き上げ無病息
災を願う行事。子どもが主役の祭り。「どんど焼き」「左義長」ともいう。

山中湖平野地区では近隣でも随一の高さを誇るカラマツの御神木（ほかの地域ではスギ・ヒノキが使われることが多いが、山中湖は寒冷な
気候のため植林されている樹種はカラマツが一般的）をクレーンで立てる。これまでは道祖神碑の前の道路を通行止めにして立てていたが、
２年前に専用の広場が整備された。子ども達の習字紙や上部に抱きついている赤ん坊を模した飾りもの（右中写真・14 頁）が目を引く。

1
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近
隣
で
も
同
じ
も
の
は
一
つ
と
し
て
な

く
、
色
と
り
ど
り
の
そ
れ
が
、
歩
い
て
行

け
る
近
さ
で
点
在
し
て
い
る
の
を
見
つ
け

る
と
、
集
落
ご
と
に
競
い
合
う
か
の
よ
う

な
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
熱
量
や
誇
り
の

よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
ど
こ
に
あ

る
の
か
探
し
て
歩
く
道
中
は
宝
探
し
の
よ

う
に
楽
し
く
、
見
つ
け
た
と
き
の
非
日
常

の
光
景
の
鮮
や
か
さ
は
、
期
待
を
裏
切
ら

な
い
。
だ
ん
だ
ん
と
日
が
暮
れ
よ
う
と
し

て
い
る
な
か
、「
御
神
木
」
の
足
元
で
は
、

「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」
の
炎
が
ち
ら
ほ
ら
あ

が
り
始
め
る
。

　

す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
か
ら
平
野
の
広

場
に
戻
っ
て
く
る
と
、
も
う
し
っ
か
り
と

木
が
立
て
終
え
ら
れ
て
い
て
、
夜
空
に
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
「
御
神
木
」
の
姿
が

浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。

続
け
る
の
は
な
ぜ
か

　

都
留
で
の
「
御
神
木
」
と
の
最
初
の
出

会
い
の
あ
と
、
調
べ
た
こ
と
を
書
き
留
め

た
も
の
が
あ
る
。
何
年
か
ぶ
り
に
読
み
返

し
て
み
る
と
、当
時
の
「
腑
に
落
ち
な
さ
」

が
伝
わ
っ
て
く
る
。
込
め
ら
れ
た
意
味
は

山中湖から忍野に入って最初に目に入る内野地区の御神木。支柱には今年ならではの「ヨゲンノトリ」の姿があった。（江戸時代に書かれた
市川村（現山梨市）の名主の日記に登場する不思議な烏のこと。伝染病を予言し、その姿を仰ぎ信心するものは助かるとされた。山梨県立
博物館が命名し、昨年コロナ禍で話題になった。）

2
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わ
か
っ
て
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
な
ぜ
今

も
続
け
て
い
る
の
か
、
じ
っ
さ
い
に
行
事

を
受
け
継
ぐ
人
々
の
思
い
が
よ
く
わ
か
ら

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
健
康
で
、
今
ほ
ど
は

災
害
も
日
常
で
は
な
か
っ
た
当
時
、「
無

病
息
災
」
や
「
五
穀
豊
穣
」
と
聞
い
て
も
、

い
ま
ひ
と
つ
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
の
は
無

理
も
な
い
。

　

そ
れ
が
今
で
は
な
ん
と
な
く
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
信
仰
は
さ
て
お

き
、
昔
な
が
ら
の
風
習
と
い
う
祈
り
の
機

会
が
身
近
に
あ
れ
ば
、
今
な
ら
有
り
難
く

参
加
し
て
「
無
病
息
災
」
を
心
か
ら
祈
る
。

＊
＊
＊

　

道
志
で
は
、
例
年
体
験
農
園
で
開
催
さ

れ
る
「
ど
ん
ど
焼
き
」
が
、
今
年
は
コ
ロ

ナ
対
策
の
た
め
に
中
止
に
な
っ
た
。
県
内

各
地
で
祭
り
が
中
止
さ
れ
た
り
、
規
模
を

縮
小
さ
れ
た
り
し
た
ら
し
い
。

　

そ
う
し
た
対
応
は
仕
方
が
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
が
、コ
ロ
ナ
禍
に
あ
る
今
ほ
ど
、

祭
り
に
込
め
ら
れ
た
祈
り
が
し
み
じ
み
と

腑
に
落
ち
て
く
る
年
は
な
い
。

日が暮れていくなか、昼間とはまた違う佇まいを見せる。隣りのものと歩いて行ける近さにあり、姿形は似ているがよく見ると違う。風船
の飾りつけが珍しい。十字に組まれた木は、四方を指し、蜘蛛の巣のように張り巡らされた縄の形は、神様の目を表し、四方から悪いもの
を防ぐという意味があるのだとか。

3
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赤ん坊を模した飾り。前年に子
どもが生まれた家が奉納する。
かわいがると子どもを授かると
いわれる。

サルッコ（ホウコ）

三角形の座布団のような飾り。
火打石を携帯する袋を模してい
て、火伏や厄よけの意味がある。

ヒイチ

飾りいろいろ

忍野村

平野

内野
忍草

長池

道志村

山中湖村

413

1

2
345

忍草
666

7

※番号は写真と対応

御神木撮影場所

忍野村忍草地区では道祖神碑の両脇に笹を立て色とりどりに飾り
付ける。石碑の元には賽銭箱が設置され、お供えのお酒が並ぶ。
ずらりと吊るされた「ヒイチ」にはどれも買い取り済みを示す札
がついていた。暗くなると提灯に灯がともり、道端で一層の存在
感を放つ。

5 6

4
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昼と夜で違う顔を見せる「御神木」。６年分のアルバムから、各地のとっておきをご紹介します。 撮影：佐藤太清さん

道
祖
神

祭
り

gallery

7 7

5

4 4 2
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道
志
に
「
御
神
木
」
が
無
い
わ
け

　

近
隣
の
「
御
神
木
」
の
こ
と
を
考
え
る

に
つ
け
︑ど
う
し
て
道
志
に
は
「
御
神
木
」

の
よ
う
な
も
の
を
立
て
る
習
慣
が
な
か

っ
た
の
か
︑一
層
不
思
議
に
思
え
て
く
る
︒

お
隣
に
あ
る
習
慣
が
︑
な
ぜ
伝
わ
ら
な
か

っ
た
の
か
？　

い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
て

一
番
も
っ
と
も
ら
し
い
の
は
︑
文
化
的
に

山
梨
県
よ
り
も
神
奈
川
県
に
近
か
っ
た

か
ら
︑
だ
ろ
う
か
︒「
御
神
木
」
な
ど
を

立
て
る
の
は
山
梨
県
独
特
の
風
習
で
︑
神

奈
川
県
で
は
見
ら
れ
な
い
︒
村
内
で
も
神

道
志
の
「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」
と
「
イ
ボ
石
」

　

祭
り
の
中
心
と
な
る
の
は
道
祖
神
碑

だ
が
︑
村
内
に
は
三
ヵ
所
し
か
存
在
し
な

い
︒
二
つ
は
前
途
の
白
井
平
・
善
之
木
地

区
︑
残
り
一
つ
は
大
渡
地
区
で
あ
る
︒　

　

上か
み（

※
2
）
の
地
域
で
は
︑そ
も
そ
も「
ど

ん
ど
ん
焼
き
」
と
い
う
風
習
自
体
︑
昔
か

ら
無
か
っ
た
ら
し
い
︒
近
隣
の
市
町
村
で

は
道
を
歩
け
ば
当
た
り
前
に
道
祖
神
碑

を
見
か
け
る
な
か
︑「
存
在
し
な
か
っ
た
」

と
い
う
の
は
珍
し
く
︑
そ
の
わ
け
が
気
に

な
っ
て
く
る
︒
ま
た
︑
後
に
石
碑
が
作
ら

れ
た
地
域
で
も
︑
行
事
と
し
て
根
付
く
こ

と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
︒な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

　

一
方
︑
下し
も

の
地
域
に
は
︑「
イ
ボ
石
」

と
呼
ば
れ
る
河
原
石
を
ご
神
体
と
す
る

独
特
な
「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」
の
風
習
が

あ
っ
た
（
※
3
）︒
た
と
え
ば
竹
之
本
地

区
で
は
子
ど
も
達
が
木
で
つ
く
っ
た
刀

を
腰
に
さ
し
︑
焼
い
た
「
イ
ボ
石
」
の

奪
い
合
い
を
し
た
（
※
4
）︒
野
原
や
大

渡
地
区
で
は
︑
草
葺
き
の
小
屋
を
つ
く

り
︑
な
か
に
「
イ
ボ
石
」
を
入
れ
て
燃

や
し
た
︒
笹
久
根
地
区
で
は
︑「
道
祖
神

様
も
大
変
だ
ね
」
と
言
い
な
が
ら
「
イ

ボ
石
」
を
火
の
中
に
い
れ
た
と
い
う
︒

集
落
ご
と
に
「
イ
ボ
石
」
が
親
し
ま
れ
︑

奈
川
県
寄
り
の
地
域
︑
野
原
地
区
で
現
在

行
わ
れ
て
い
る
「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」
の
よ

う
す
（
写
真
）
は
神
奈
川
県
相
模
原
市
な

ど
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
似
て
い
る
︒

　

一
方
で
︑
道
志
の
道
祖
神
祭
り
に
つ

い
て
詳
し
い
調
査
報
告
書
（
※
1
）
に
よ

る
と
︑
山
中
湖
寄
り
の
地
域
（
白
井
平
・

善
之
木
地
区
）
に
は
忍
野
方
面
か
ら
伝
わ

っ
た
と
思
わ
れ
る
双
体
道
祖
神
碑
が
あ

り
︑
一
時
期
は
そ
こ
で
笹
飾
り
を
立
て

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
そ
の
習
慣

は
根
付
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒

祭
り
に
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と

が
伺
え
る
︒「
イ
ボ
石
」
は
︑
石
の
奪
い

合
い
で
た
び
た
び
紛
失
し
︑
そ
の
都
度

河
原
か
ら
拾
っ
て
補
充
し
て
い
た
が
︑

現
存
し
て
い
る
の
は
な
ん
と
大
渡
地
区

の
一
ヵ
所
の
み
と
い
う
︒

　

祭
り
の
主
体
と
な
る
子
ど
も
達
の
不

在
で
︑
道
志
の
「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」
は

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
︒
現
在
続
け
ら
れ

て
い
る
祭
り
は
有
志
の
大
人
に
よ
る
も

の
で
︑そ
こ
に
か
つ
て
の
主
役
「
イ
ボ
石
」

の
姿
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　

今
も
継
承
さ
れ
る
近
隣
地
域
の
「
御

神
木
」
と
︑
ひ
っ
そ
り
消
え
て
い
く
道

志
の
「
イ
ボ
石
」︒
二
つ
の
風
習
の
対
照

的
な
行
く
末
に「
ど
う
し
て
？
」が
募
る
︒

野原地区の「どんどん焼き」（2014.1.14）

竹之本地区個人宅の「イボ石」（2014.3.28）

道
志
の

道
祖
神

祭
り

※ 1　山梨県史編さん専門委員会民俗部会編『山梨県史民俗調査報告書 第六集　道志の民俗 ー南都留郡道志村ー』山梨県、2001 年。／※ 2　上と下：村内で山
中湖寄りの地域を上（かみ）、相模原寄りの地域を下（しも）と呼ぶ。／※ 3　石については本誌 21 号、「イボ石」の思い出については 4 号、現在の「どんどん焼き」
については 3 号に関連記事。／※ 4　「石の奪い合い」をする理由について、伊藤堅吉著『道志七里』では「祭りを長引かせるため」ではないかと推察されている。
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真
横
に
手
書
き
で
書
い
て
あ
る
。「
手

作
り
の
靴
の
過
程
」と
い
う
事
だ
ろ
う
。

ぞ
う
り
を
履
物
（
靴
）
と
し
て
理
解
し

て
い
た
の
だ
。
ま
た
、「
こ
の
男
は
貿

易
靴
職
人
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
全

て
の
家
族
が
家
で
靴
を
作
る
こ
と
が
で

き
る
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」

と
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。
靴
（
ぞ

う
り
）
を
誰
も
が
普
通
に
手
作
り
し
て

い
た
当
時
の
日
本
の
事
を
、
理
解
し
か

ね
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
う
そ
う
、
昔
は

み
な
靴（
ぞ
う
り
）職
人
で
も
あ
っ
た
し
、

着
物
職
人
で
も
あ
っ
た
、
作
物
も
つ
く

り
、
生
き
る
上
で
の
職
人
の
技
が
地
域

に
家
族
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル

　

産
業
革
命
以
来
、
人
類
は
す
っ
か
り

機
械
に
頼
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
し
か
し

日
本
の
１
９
０
０
年
の
初
め
に
は
ま
だ

　

座
っ
て
い
る
女
の
子
は
お
孫
さ
ん

な
の
か
。
な
ん
と
ほ
の
ぼ
の
す
る
光
景

だ
ろ
う
か
。
道
志
村
の
ご
婦
人
よ
り

「
昔
、
お
祭
り
な
ど
の
時
に
は
、
藁
ぞ

う
り
の
鼻
緒
の
所
だ
け
布
で
巻
い
て

華
や
か
に
し
て
も
ら
っ
た
の
が
、
と
っ

て
も
嬉
し
か
っ
た
。」
と
当
時
を
微
笑

み
な
が
ら
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
事
を

昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
す
。
こ
の
よ
う

な
光
景
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
写
真
を
撮
影
し
た
の
は
、

１
９
１
４
年
～
１
９
１
８
年
に
日
本
に

滞
在
し
て
い
た
外
国
人
と
ウ
イ
キ
ペ

デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
写

真
の
タ
イ
ト
ル
が
面
白
い
。「H

om
e 

m
ade shoes in the process

」
と
写

　

布
ぞ
う
り
前
編
で
は
、
編
む
材
料
と

な
る
古
布
を
蘇
ら
せ
る
行
程
を
中
心
に

し
た
。

　

後
編
で
は
、
歴
史
を
眺
め
な
が
ら
、

布
ひ
も
が
ぞ
う
り
と
い
う
形
に
な
る
ま

で
を
紹
介
し
た
い
。

布
ぞ
う
り
作
り
後
編

Wikipedia　「ぞうり」より出典

ま
だ
体
験
さ
れ
、
継
承
さ
れ
、
無
駄
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
も
い
ら
な
い
機
械
が
人
の

内
部
に
あ
る
事
を
私
は
布
ぞ
う
り
作
り

を
通
し
て
知
る
事
が
出
来
た
。
そ
れ
は

本
当
に
驚
き
だ
っ
た
。

　

布
ぞ
う
り
作
り
は
、
慣
れ
な
い
う
ち

は
余
計
な
身
体
の
力
を
使
っ
て
し
ま
う

の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
は
私
に
は
き
つ

か
っ
た
。
あ
ち
こ
ち
痛
い
と
感
じ
つ
つ

も
継
続
す
る
こ
と
で
、
眠
っ
て
い
た
脳

の
記
憶
が
あ
る
時
、
呼
び
覚
ま
さ
れ
た

感
覚
が
現
れ
た
。
ス
ケ
ー
ル
な
し
で
何

㎝
、何
㎜
感
覚
が
わ
か
っ
て
く
る
の
だ
。

手
足
の
指
、
手
足
の
幅
、
身
体
の
全
て

が
連
動
し
て
ス
ケ
ー
ル
付
き
の
機
械
の

よ
う
に
な
る
の
だ
。
全
身
を
使
い
、
脳

が
連
動
す
る
。
使
わ
な
い
と
、
眠
っ
て

し
ま
っ
た
ま
ま
の
潜
在
能
力
が
あ
る
事

を
知
っ
た
事
は
大
き
な
喜
び
だ
っ
た
。

　

布
ぞ
う
り
を
指
導
し
て
く
だ
さ
る
、

道
志
村
在
住
の
前
川
タ
サ
さ
ん
は
、
そ

の
人
の
足
の
寸
法
も
測
ら
ず
に
、
見
た

感
じ
で
ぴ
っ
た
り
の
サ
イ
ズ
で
作
っ
て

し
ま
う
。
千
足
を
ゆ
う
に
超
え
て
作
っ

て
こ
ら
れ
た
人
の
熟
練
さ
れ
た
能
力
な

１
９
０
０
年
初
め
の
日
本
に

タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
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の
だ
ろ
う
。
潜
在
能
力
の
存
在
は
知
る

事
は
出
来
た
の
だ
が
、
腰
が
痛
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
私
は
も
っ
ぱ
ら
編
み

台
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
。（
苦
笑
）

コ
ロ
ナ
禍
と
布
ぞ
う
り

　

昨
年
3
月
か
ら
、
毎
週
1
回
続
け
て

き
た
布
ぞ
う
り
作
り
の
集
ま
り
も
今

は
休
止
し
て
い
る
（
２
０
２
１
年
１
月
現

在
）。
感
染
防
止
は
徹
底
し
て
き
た
が
、

新
た
に
未
知
の
株
の
コ
ロ
ナ
が
入
り
、

そ
の
正
体
も
わ
か
っ
て
い
な
い
し
、
緊

急
事
態
宣
言
が
他
県
で
発
令
さ
れ
た
の

を
鑑
み
た
事
だ
っ
た
。

　

布
ぞ
う
り
作
り
で
は
捨
て
ら
れ
る
布

団
側
を
再
利
用
し
、
資
源
を
最
大
限
利

用
す
る
事
を
し
て
き
た
。
機
械
に
頼
る

の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
潜
在
能
力

を
呼
び
さ
ま
し
、
全
身
を
使
っ
て
編
ん

で
き
た
。
小
さ
な
集
ま
り
だ
が
、
こ
こ

に
は
今
、
コ
ロ
ナ
禍
の
大
事
な
エ
ッ
セ

ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
森
林
の
破
壊

で
住
む
所
を
追
わ
れ
た
野
生
動
物
が
人

と
近
距
離
に
な
っ
て
し
ま
い
新
型
コ
ロ

ナ
が
生
ま
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
厄

編む際の材料・道具編む行程

4

5

6

指の部分を編み終わったら、測
りながら編む

鼻緒の所まで編んだ所

鼻緒はよって、縄なえる

1

2

3

PP ロープを 2 重にし、足指に
引っ掛ける

布ひも 12㎝ほどを数回きつく
ロープにまく

指側から少しずつ広く編む

（一足分）
PP ロ ー プ　 幅 ８ ㎜　1.75m × ２ 本、　
かんし（手芸用）、　ひも通しなど

（半足分・23㎝位）
布ひも 8 本（1 本が 1.3m あると編み
やすい）、鼻緒 1 本、前緒 1 本

私の使っている編み台。昭和 4 年生ま
れの友人の手作り



介
な
感
染
病
だ
が
、
引
き
金
を
引
い
た

の
は
、
自
然
だ
ろ
う
か
。
人
間
だ
ろ
う

か
。
や
は
り
、
人
間
だ
ろ
う
。
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
人
間
が
も
う
一
度
立
ち
戻

り
、自
然
環
境
を
破
壊
を
し
な
い
世
界
、

機
械
だ
け
に
頼
ら
ず
、
仲
間
と
手
作
り

す
る
世
界
、
そ
ん
な
世
界
が
拡
が
れ
ば

新
た
な
感
染
菌
の
発
生
も
き
っ
と
減
っ

て
い
く
に
違
い
な
い
。 （
佐
藤
八
重
子
）
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行程のポイントを写真で紹介し
たが、実際には一緒に作ってみ
る の が 一 番！　 教 え 合 っ た り、
それぞれの布ぞうりの個性を楽
しんだり。再開できる日が早く
来ることを祈るばかりです。興
味を持ってくださった新しい仲
間 と の 出 会 い も 楽 し み に！！　
朝のこない夜はないから。

2020 年 12 月　感染対策をして続けていた頃

7

8

9

鼻緒の残りひもで続けて編む

かかと近くにきたら小さめに編
む

足をぞうりにのせて、PP ロー
プを指側に引っ張る

13

14

前緒もよって縄なえてから鼻緒
に結ぶ

完成

10

11

12

前緒の芯を作る。

芯を前緒に入れる

かんしを使って底から前緒を出
す

後　記
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前
号
で
紹
介
し
た
塩
山
下
小
田
原
の
上

条
集
落
を
紹
介
し
ま
す
。
全
国
で「
重
伝
建
」

と
し
て
１
２
０
件
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
上
条
集
落
は
平
成
27
年
７
月
８

日
１
１
０
件
目
養
蚕
集
落
と
し
て
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

集
落
の
入
口
の
福
蔵
院
と
い
う
寺
に
車

を
置
き
、
車
が
通
れ
な
い
古
道
を
歩
い
て

い
く
と
、
県
指
定
文
化
財
の
金
井
加
里
神

社
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
立
派
な
神
社
で

す
。
そ
の
後
古
道
を
進
む
と
、
集
落
の
入

口
石
造
六
地
蔵
幢
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か

ら
集
落
を
見
る
と
、
写
真
で
こ
の
集
落
の

主
屋
の
特
徴
が
良
く
判
り
ま
す
。
甲
州
地

方
独
特
の
茅
葺
切
妻
造
突
上
げ
型
の
主
屋

は
、
こ
の
集
落
で
11
棟
現
存
し
て
い
ま
す

が
、
復
元
さ
れ
た 

「
も
し
も
し
の
家
」
以

外
は
全
て
金
属
屋
根
に
葺
き
替
え
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
集
落
は
、
江
戸
中
期
金
山
の
開
発

で
発
達
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
閉
山
し
て

し
ま
い
、
明
治
中
期
以
降
養
蚕
が
盛
ん
に

な
り
、
こ
の
独
特
の
屋
根
の
形
は
蚕
を
飼

育
す
る
た
め
に
陽
当
り
と
通
風
か
ら
突
上

げ
屋
根
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
典
型
的

な
建
物
は
塩
山
駅
前
の
国
重
要
文
化
財
指

定
「
甘
草
屋
敷
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

か
つ
て
は
タ
バ
コ
の
生
産
も
あ
っ
た
そ

う
で
す
が
、
現
在
は
果
樹
の
栽
培
が
中

県
内
の

重
要
伝
統
的
建
造
物

保
存
地
区
を

訪
ね
て

●
甲
州
市
塩
山
下
小
田
原

上
条
集
落

左：茅葺に復元された「もしもしの家」　右：修復された付属屋（体験施設として活用）

上条集落

甲州市
道志村

甲州市
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心
で
す
。
我
が
村
の
国
道
沿
い
に
建
つ

「
北き

た
の
せ
ど
う

の
勢
堂
」
が
、
近
年
茅
葺
屋
根
を
葺
き

替
え
ま
し
た
が
、
か
な
り
ご
苦
労
さ
れ
た

と
伺
い
ま
し
た
。
で
も
立
派
な
佇
ま
い
に

感
謝
で
す
。

　

集
落
の
中
心
に
位
置
す
る
の
が
「
観
音

堂
」
で
す
。
寄
合
で
今
も
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
重
伝
建
の
指
定
を
受
け
る
に
あ

た
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
山
梨
家
並
保
存
会
に
よ
り

茅
葺
屋
根
に
修
復
さ
れ
ま
し
た
。
内
部
に

は
微
笑
仏
で
有
名
な
身
延
出
身
の
木
食
白

道
が
彫
っ
た
一
木
百
観
音
像
が
安
置
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
堂
を
見
下
す
位
置
に
同
じ
Ｎ
Ｐ

Ｏ
が
復
元
し
た
「
も
し
も
し
の
家
」
が
あ

り
ま
す
。
現
在
１
棟
貸
し
の
体
験
宿
泊
が

で
き
る
主
屋
と
し
て
存
し
て
い
ま
す
。
集

落
で
最
初
に
電
話
を
曳
い
た
の
で
「
も
し

も
し
の
家
」
と
呼
ば
れ
た
と
の
事
。
料
金

表
が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
呼
出
し
や

貸
出
も
し
た
そ
う
で
す
。
屋
根
裏
部
屋
か

ら
見
た
田
園
風
景
は
、
果
樹
の
花
が
咲
く

頃
は
そ
れ
は
見
事
と
の
で
、
春
に
ま
た
来

て
み
た
い
と
期
待
が
膨
ら
み
ま
し
た
。

 　
（
佐
藤
光
良
・
道
志
在
住 

一
級
建
築
士
）

上：金井加里神社
下：「もしもしの家」小屋裏の部屋

上：伝統的建造物主屋
中・下：集落の中央に位置する観音堂と内部の一木百観音像
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⑭ 農産物直売所マトバ「お弁当処」　西蔭　正子さん

ワイワイできる場

所を提供したい

　5年前、道志の自然
に魅せられて移住。自
然も好き！人も好きな
性分なので、人の集ま
る「コミュニティ広場」
を目指して昨年6月、
「マトバ」にお弁当処を
開きました。
　ワイワイガヤガヤし
ながら村民との交流が
広がっていけばいいと
思っています。お弁当
が結ぶ人の輪がキャッ
チフレーズです。よろ
しくお願いしま～す。

1月　MENU　

①ビーフバ
ケット

③照り焼き
わさび

　　チキ
ン丼

　丼弁当
並盛　￥500
大盛　￥600

作画　仲井義晶

前号から 10 ヶ月ぶりの発行です。道志についてさま
ざまな視点から記した本誌ですが、はからずも今回は
端々でコロナ禍について触れられたものになりまし

た。風習、手仕事、景観。変わったものは何か。変わ
らないものは何か。どうしてなのか。発見と関心が尽
きません。 （香西恵）

編  集

後  記

　眼鏡ケースくらいの大きさで、角

がとれ、断面がしずく型になってい

ます。桑の木製で、ずっしりと重さ

があります。カヤ（茅）をすだれ状

に編むさいに、縦紐の先端につけ、

錘りとして使います。

　月夜野のかたによると「ストロ」

と呼んだそう。各地では、「コマ」や

「ツチノコ（槌の子）」、「ツツロ」「トッ

トロコ」などと呼ばれ、木の枝をぶ

つ切りにしただけの円柱状のもの、

真ん中をくびれさせた鼓状もの、丸

太を放射状に小割りにしたもの（写

真）など、形状もさまざまでした。

身近な素材で作られ、使いやすさと

作りやすさを備えたシンプルな形は、

ありふれた、かつ欠かせない道具だっ

たからこそでしょうか。

gallery　俵編みに使った「ストロ」


