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鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
『
吾あ

妻ず
ま

鑑
か
が
み

』
に
は
、

廿
八
日
　
癸
巳
小
雨
降
る
。
日
中
以
後
に
霽は

る
。
子
の
剋
、
故
伊
東
次
郎
祐す

け

親ち
か

法
師
が
孫
子
、
曽
我
十
郎
祐す
け

成な
り

・
同
五
郎
時と
き

宗む
ね

、
富
士
野
の
神か
み

野の

の
御
旅

館
に
推
参
致
し
、
工
藤
左さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う
す
け
つ
ね

衛
門
尉
祐
経
を
殺さ
つ

戮り
く

す
。
（
原
文
は
漢
文
）

と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
曽
我
十
郎
祐
成
と
五
郎
時
宗
（
致
）
兄
弟
が
、
工
藤
祐
経
を
殺
害
す
る
と

い
う
事
件
が
起
き
た
背
景
に
は
、
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
曽そ

我が

物も
の

語
が
た
り

』
に
よ
る
脚
色

も
あ
り
ま
す
が
、
一
族
の
所
領
を
め
ぐ
る
複
雑
な
人
間
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。

　

平
安
末
期
頃
、
曽
我
兄
弟
の
先
祖
は
、
伊い

豆ず

押お
う

領
り
ょ
う

使し

（
犯
罪
者
の
追
跡
な
ど
を

す
る
役
職
）
と
し
て
伊い

東と
う

に
館
を
構
え
ま
し
た
。
伊
東
に
住
ん
だ
維こ
れ

軄の
り

は
、
そ
の

地
名
か
ら
苗
字
を
と
り
「
伊
東
氏
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
子

の
維こ
れ

継つ
ぐ

や
孫
の
祐す

け

隆た
か

の
代
に
な
る
と
伊
東
、
宇う

佐さ

美み

、
大お

お

見み

に
領
地
を
持
つ
、
大

き
な
豪
族
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
事
件
ま
で
に
な
る
遠
因
は
、
伊
東
祐
隆
の
と
っ
た
行
動
に

あ
り
ま
す
。
祐
隆
の
嫡
男
・
祐す
け

家い
え

が
早
く
に
亡
く
な
り
、
後
妻
の
連
れ
子
（
実
は

隠
し
子
）
に
主
要
な
領
地
を
譲
り
、
伊
東
祐す
け

継つ
ぐ

と
名
乗
ら
せ
家
督
を
継
が
せ
ま
し

た
。
嫡
男
の
子
（
祐
隆
の
孫
）
・
祐
親
に
は
、
新
た
に
開
発
し
た
河か
わ

津づ

の
み
を
与

え
ま
し
た
。
伊
東
氏
の
家
督
を
継
い
だ
祐
継
は
四
三
歳
で
病
に
か
か
り
、
九
歳
の

嫡
男
・
金
石
を
祐
親
に
託
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

祐
親
は
祐
継
の
遺
言
通
り
、
金
石
が
一
三
歳
に
な
る
と
元
服
さ
せ
「
祐す
け

経つ
ね

」
と

名
乗
ら
せ
、
自
身
の
娘
と
結
婚
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
、
祐
親
は
、
祐
経
を
伴
っ

て
京
都
に
行
き
、
祐
経
に
は
、
平
た
い
ら
の

重し
げ

盛も
り

（
平
清き
よ

盛も
り

の
長
男
）
に
仕
え
さ
せ
、
そ

国芳画「建久四年五月廿八日曽我兄弟敵討之図」（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）
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し
か
し
、
肝
心
の
祐
親
は
暗
殺
で
き
ず
、
そ
の
子
、
河
津
祐
泰
を
暗
殺
し
て
し

ま
い
ま
す
。
祐
泰
に
は
、
当
時
五
歳
の
一
万
丸
（
十
郎
祐
成
）
と
三
歳
の
箱
王
丸

（
五
郎
時
致
）
と
い
う
二
人
の
子
が
い
ま
し
た
。
未
亡
人
と
な
っ
た
兄
弟
の
母
は
、

幼
い
子
を
連
れ
て
曽
我
（
現
小
田
原
市
）
の
領
主
・
曽
我
祐す
け

信の
ぶ

と
再
婚
し
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
兄
弟
は
「
曽
我
」
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
成
長
し
た
曽
我
兄
弟
は
、
建け
ん

久
き
ゅ
う

四
年
（
一
一
九
三
）
、
鎌
倉
幕
府
の

将
軍
で
あ
る
源
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝
が
富
士
の
裾
野
で
大
が
か
り
な
巻
狩
り
を
お
こ
な
っ
て
い
た

五
月
二
八
日
、
富
士
野
の
神
野
（
現
富
士
宮
市
）
に
い
た
親
の
仇
の
工
藤
祐
経
を

殺
害
し
、
あ
だ
討
ち
を
果
た
し
ま
し
た
。

の
ま
ま
都
暮
ら
し
を
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
間
に
、
祐
親
は
嫡
男
の
三
郎
祐す
け

泰や
す

（
祐す
け

通み
ち

と
も
）
に
河
津
を
譲
り
「
河

津
」
姓
を
名
乗
ら
せ
、
自
身
は
伊
東
に

移
り
住
み
ま
し
た
。
祐
親
は
う
ま
く
祐

経
を
追
い
出
し
、
元
々
伊
東
氏
が
支
配

し
て
い
た
領
地
を
独
占
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
恨
み
を
も
っ
た
祐
経

は
、
祐
親
の
暗
殺
を
計
画
し
ま
す
。
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『
曽
我
物
語
』
と
は
、
曽
我
兄
弟
が
工く

藤ど
う

祐す
け

経つ
ね

を
殺
害
し
た
事
件

を
題
材
と
し
て
編へ
ん

纂さ
ん

さ
れ
た
軍
記
物
語
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
作
者

は
明
確
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
室
町
時

代
前
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

事
件
後
、
女
性
の
語
り
部
で
あ
る
遊ゆ

行
ぎ
ょ
う

巫み

女こ

な
ど
に
よ
っ
て
、
事

件
の
い
き
さ
つ
や
兄
弟
の
生
涯
な
ど
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
「
曽
我
語
り
」
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
「
曽
我
語
り
」
は
東
国
の
信
仰
の
中
心
で
あ
る
箱は
こ

根ね

権ご
ん

現げ
ん

・
伊い

豆ず

権
現
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
、
「
報ほ
う

恩お
ん

」
（
恩
に
む
く
い
る

こ
と
）
な
ど
仏
教
の
教
え
の
題
材
と
し
て
人
々
に
広
め
ら
れ
て
い
き

ま
し
た
。
や
が
て
文
字
化
さ
れ
て
『
曽
我
物
語
』
と
し
て
成
立
し
ま

し
た
。

　

『
曽
我
物
語
』
に
は
多
く
の
異
本
が
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
と
し

て
「
真ま

名な

本ほ
ん

」
と
「
仮か

名な

本ほ
ん

」
が
あ
り
ま
す
。

　

「
真
名
本
」
は
、
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
漢
文
で
書
か
れ

て
い
ま
す
。
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
、
仏
教
思
想
に

基
づ
く
「
報
恩
の
物
語
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
室
町
時
代
中
期
頃
に
「
真
名
本
」
を
原
本
と
し
て
、
仮

名
ま
じ
り
の
和
文
体
で
書
か
れ
た
「
仮
名
本
」
の
『
曽
我
物
語
』
が

成
立
し
ま
す
。
仮
名
ま
じ
り
の
た
め
に
読
み
や
す
く
「
流る

布ふ

本ほ
ん

」
と

も
呼
ば
れ
ま
す
。

『曽我物語』上、下（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）
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江
戸
時
代
に
は
、
歌
舞
伎
の
世
界
で
曽
我
物
が
大
人
気
に
な
り
ま
し
た
。

歌
舞
伎
で
の
最
初
の
作
品
は
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
八
月
に
披
露
さ
れ

た
山
村
座
の
「
曽そ

我が

十
じ
ゅ
う

番ば
ん

斬ぎ
り

」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）

三
月
に
は
、
森
田
座
の
「
古
今
兄
弟
曽
我
」
に
お
い
て
、
市い
ち

川か
わ

団だ
ん

十
じ
ゅ
う

郎ろ
う

が
五

郎
を
演
じ
ま
し
た
。
団
十
郎
は
、
荒あ
ら

事ご
と

（
荒
々
し
く
豪
快
な
演
技
）
の
型
を

作
り
人
気
を
呼
び
ま
す
。
そ
の
後
も
「
兵
つ
わ
も
の

根こ
ん

元げ
ん

曽そ

我が

」
や
「
傾け
い

城せ
い

嵐
あ
ら
し

曽そ

我が

」

な
ど
曽
我
物
は
大
当
た
り
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
江
戸
三
座
（
中
村
座
、
市
村
座
、
森
田
座
）
が
、
享
保
年
間

（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
以
降
、
正
月
に
揃
っ
て
曽
我
物
を
演
じ
る
習
慣

が
明
治
初
期
ま
で
続
き
ま
し
た
。
曽
我
物
は
、
御ご

霊
り
ょ
う

信し
ん

仰こ
う

（
横
死
し
た
兄
弟

の
霊
の
祟
り
を
鎮
め
る
信
仰
）
と
結
び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
歌
舞
伎
界

の
人
気
者
・
市
川
団
十
郎
が
演
じ
た
弟
・
五
郎
の
荒
事
演
出
に
よ
っ
て
、
一

年
の
平
穏
を
祈
る
年
頭
の
吉
例
行
事
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

曽そ

我が

物も
の

　

『
曽
我
物
語
』
は
、
幸こ
う

若わ
か

舞ま
い

や

謡よ
う

曲
き
ょ
く

、
浄
じ
ょ
う

瑠る

璃り

、
歌か

舞ぶ

伎き

な
ど
様
々

な
芸
能
の
題
材
に
な
り
大
衆
化
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て

「
曽
我
物
」
と
呼
び
ま
す
。

「九世市川団十郎・曽我五郎」

（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

「吉例曽我礎」（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）
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浮
世
絵
に
み
る
『
曽
我
物
語
』
（
曽
我
物
語
図
絵 
抜
粋
） 「曽我物語図会 二」

「曽我物語図会 三」

「曽我物語図会 六」

　
河
津
三
郎
の
死
後
、
そ
の

妻
は
二
人
の
幼
子
を
連
れ
、

曽
我
太
郎
祐
信
に
嫁
い
だ
。

　
あ
る
年
の
秋
、
兄
・
一
万

丸
が
雲
間
を
渡
る
五
羽
の
雁

を
指
し
家
族
に
た
と
え
、
実

の
父
の
い
な
い
悲
し
さ
を
語

り
、
弟
・
箱
王
丸
に
、
無
念

の
最
期
を
遂
げ
た
河
津
三
郎

こ
そ
実
の
父
だ
と
告
げ
る
。

兄
弟
は
、
仇
討
ち
す
る
こ
と

を
誓
う
。

　
工
藤
祐
経
は
、
宇
佐
美
・

久
須
美
・
河
津
の
三
つ
の

所
領
を
伊
藤
祐
近
（
伊
東

祐
親
・
曽
我
兄
弟
の
祖
父
）

に
奪
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
恨
み
、
家

来
の
八
幡
三
郎
と
近
江
小

藤
太
に
命
じ
て
、
赤
澤
山

の
頂
上
か
ら
柏
ケ
峠
の
椎

の
陰
か
ら
祐
近
（
祐
親
）

の
子
・
祐
安
（
河
津
三
郎

祐
通
）
を
射
止
め
た
。

　
箱
王
丸
は
母
の
計
ら
い
で

出
家
さ
せ
る
た
め
箱
根
山
で

修
行
中
、
源
頼
朝
が
参
詣
し
、

工
藤
祐
経
も
供
と
し
て
や
っ

て
き
た
。

　
祐
経
自
ら
赤
木
造
り
の
短

刀
を
箱
王
丸
に
贈
り
物
と
し

て
与
え
た
時
、
箱
王
丸
は
わ

ず
か
八
歳
に
し
て
、
「
天
に

い
る
父
の
仇
、
兄
・
一
万
丸

と
共
に
成
人
し
た
ら
討
っ
て

や
る
」
と
心
に
誓
う
。
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「曽我物語図会 七」

「曽我物語図会 八」

「曽我物語図会 十四」

　
箱
王
丸
は
箱
根
を
下
山

し
、
兄
祐
成
と
ひ
そ
か
に
北

条
の
館
に
行
き
元
服
を
頼
ん

だ
。
北
条
時
政
は
早
速
承
知

し
て
箱
王
丸
の
烏
帽
子
親
と

な
り
、
曽
我
五
郎
時
致
と
名

乗
ら
せ
た
。

　
北
条
時
政
は
、
兄
弟
と
親

戚
関
係
に
あ
り
、
烏
帽
子
親

と
し
て
は
最
適
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
時
致
」
の
「
時
」

の
字
は
、
「
時
政
」
の
字
を

一
字
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ

る
。

　
相
模
国
の
大
磯
宿
（
現
神

奈
川
県
大
磯
町
）
本
陣
の
娘
・

虎
御
前
は
、
街
道
一
の
美
女

で
有
名
で
あ
っ
た
。
兄
の
曽

我
十
郎
祐
成
は
、
そ
の
虎
御

前
と
深
く
結
ば
れ
た
。

　
祐
成
は
、
曽
我
中
村
（
現

小
田
原
市
）
か
ら
、
は
る
ば

る
虎
御
前
の
も
と
へ
通
っ
て

い
た
。

　
そ
し
て
、
紀
友
則
（
貫
之
）

の
「
恋
し
い
思
い
に
耐
え
か

ね
て
、
愛
す
る
人
の
も
と
へ

出
か
け
て
行
く
」
と
い
う
歌

を
詠
ん
だ
。

　
箱
王
丸
も
そ
ろ
そ
ろ
成

人
な
の
で
、
近
々
、
出
家

さ
せ
た
い
と
母
が
言
っ
て

い
た
。

　
箱
王
丸
自
身
そ
の
話
を

聞
き
、
出
家
さ
せ
ら
れ
て

は
父
の
仇
を
討
つ
と
い
う

願
い
が
か
な
わ
な
い
と

思
っ
た
。

　
箱
王
丸
は
あ
る
夜
、
寺

を
忍
び
出
て
、
曽
我
中
村

（
現
小
田
原
市
）
に
い
る

兄
・
十
郎
祐
成
の
も
と
へ

急
い
で
い
っ
た
。
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ケ
峠
の
椎

の
子
・
祐
安
（
河
津
三
郎

祐
通
）
を
射
止
め
た
。

や
る
」
と
心
に
誓
う
。

「曽我物語図会 七」

「曽我物語図会 八」

「曽我物語図会 十四」

　
箱
王
丸
は
箱
根
を
下
山

し
、
兄
祐
成
と
ひ
そ
か
に
北

条
の
館
に
行
き
元
服
を
頼
ん

だ
。
北
条
時
政
は
早
速
承
知

し
て
箱
王
丸
の
烏
帽
子
親
と

な
り
、
曽
我
五
郎
時
致
と
名

乗
ら
せ
た
。

　
北
条
時
政
は
、
兄
弟
と
親

戚
関
係
に
あ
り
、
烏
帽
子
親

と
し
て
は
最
適
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
時
致
」
の
「
時
」

の
字
は
、
「
時
政
」
の
字
を

一
字
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ

る
。

　
相
模
国
の
大
磯
宿
（
現
神

奈
川
県
大
磯
町
）
本
陣
の
娘
・

虎
御
前
は
、
街
道
一
の
美
女

で
有
名
で
あ
っ
た
。
兄
の
曽

我
十
郎
祐
成
は
、
そ
の
虎
御

前
と
深
く
結
ば
れ
た
。

　
祐
成
は
、
曽
我
中
村
（
現

小
田
原
市
）
か
ら
、
は
る
ば

る
虎
御
前
の
も
と
へ
通
っ
て

い
た
。

　
そ
し
て
、
紀
友
則
（
貫
之
）

の
「
恋
し
い
思
い
に
耐
え
か

ね
て
、
愛
す
る
人
の
も
と
へ

出
か
け
て
行
く
」
と
い
う
歌

を
詠
ん
だ
。

　
箱
王
丸
も
そ
ろ
そ
ろ
成

人
な
の
で
、
近
々
、
出
家

さ
せ
た
い
と
母
が
言
っ
て

い
た
。

　
箱
王
丸
自
身
そ
の
話
を

聞
き
、
出
家
さ
せ
ら
れ
て

は
父
の
仇
を
討
つ
と
い
う

願
い
が
か
な
わ
な
い
と

思
っ
た
。

　
箱
王
丸
は
あ
る
夜
、
寺

を
忍
び
出
て
、
曽
我
中
村

（
現
小
田
原
市
）
に
い
る

兄
・
十
郎
祐
成
の
も
と
へ

急
い
で
い
っ
た
。

7



「曽我物語図会 十八」

「曽我物語図会 十九」

「曽我物語図会 二十二」

　
源
頼
朝
が
富
士
の
裾
野
で

御
狩
を
催
し
、
工
藤
祐
経
も

そ
こ
へ
行
く
と
聞
き
、
祐
成

と
時
致
の
二
人
は
長
年
の
恨

み
を
は
ら
す
絶
好
の
機
会
と

富
士
の
御
狩
に
出
立
す
る
こ

と
を
計
画
し
た
。

　
庭
に
茂
る
夏
草
を
見
て
、

普
段
は
気
に
も
と
め
な
か
っ

た
が
、
こ
ん
な
草
木
と
い
え

ど
も
、
こ
れ
が
見
納
め
と
思

う
と
名
残
惜
し
い
も
の
だ
と

兄
弟
は
、
故
郷
と
の
別
れ
を

惜
し
ん
だ
。

　
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
五

月
二
八
日
、
亥
の
刻
（
午
後
十

時
頃
）
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
兄
弟

は
敵
の
仮
屋
へ
忍
び
寄
っ
た

が
、
戸
口
は
固
く
閉
ざ
さ
れ
入

る
こ
と
が
で
き
な
く
、
ど
う
し

た
も
の
か
と
た
め
ら
っ
て
い

た
。

　
す
る
と
思
い
が
け
な
く
戸
が

開
い
て
一
人
の
女
性
が
兄
弟
を

招
き
工
藤
の
寝
間
を
教
え
て
く

れ
た
。
彼
女
は
大
磯
の
舞
妓
で

虎
御
前
に
恩
を
受
け
た
者
だ
と

い
う
。

　
相
模
国
化
粧
坂
（
現
鎌
倉

市
）
に
少
将
と
い
う
舞
姫
が

お
り
、
大
磯
の
虎
御
前
と
並

ん
で
街
道
き
っ
て
の
美
人

だ
っ
た
。

　
曽
我
五
郎
と
深
く
結
ば
れ

て
い
た
が
、
源
頼
朝
の
重
臣
・

梶
原
源
太
も
心
を
寄
せ
て
お

り
、
し
ば
し
ば
こ
こ
に
通
っ

て
い
た
。

　
あ
る
日
、
梶
原
が
先
に
来

て
い
る
こ
と
を
童
女
に
告
げ

ら
れ
た
時
致
は
、
手
紙
を
書

き
童
女
に
託
し
、
少
将
の
も

と
を
去
っ
た
。

8

「曽我物語図会 十八」

「曽我物語図会 十九」

「曽我物語図会 二十二」

　
源
頼
朝
が
富
士
の
裾
野
で

御
狩
を
催
し
、
工
藤
祐
経
も

そ
こ
へ
行
く
と
聞
き
、
祐
成

と
時
致
の
二
人
は
長
年
の
恨

み
を
は
ら
す
絶
好
の
機
会
と

富
士
の
御
狩
に
出
立
す
る
こ

と
を
計
画
し
た
。

　
庭
に
茂
る
夏
草
を
見
て
、

普
段
は
気
に
も
と
め
な
か
っ

た
が
、
こ
ん
な
草
木
と
い
え

ど
も
、
こ
れ
が
見
納
め
と
思

う
と
名
残
惜
し
い
も
の
だ
と

兄
弟
は
、
故
郷
と
の
別
れ
を

惜
し
ん
だ
。

　
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
五

月
二
八
日
、
亥
の
刻
（
午
後
十

時
頃
）
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
兄
弟

は
敵
の
仮
屋
へ
忍
び
寄
っ
た

が
、
戸
口
は
固
く
閉
ざ
さ
れ
入

る
こ
と
が
で
き
な
く
、
ど
う
し

た
も
の
か
と
た
め
ら
っ
て
い

た
。

　
す
る
と
思
い
が
け
な
く
戸
が

開
い
て
一
人
の
女
性
が
兄
弟
を

招
き
工
藤
の
寝
間
を
教
え
て
く

れ
た
。
彼
女
は
大
磯
の
舞
妓
で

虎
御
前
に
恩
を
受
け
た
者
だ
と

い
う
。

　
相
模
国
化
粧
坂
（
現
鎌
倉

市
）
に
少
将
と
い
う
舞
姫
が

お
り
、
大
磯
の
虎
御
前
と
並

ん
で
街
道
き
っ
て
の
美
人

だ
っ
た
。

　
曽
我
五
郎
と
深
く
結
ば
れ

て
い
た
が
、
源
頼
朝
の
重
臣
・

梶
原
源
太
も
心
を
寄
せ
て
お

り
、
し
ば
し
ば
こ
こ
に
通
っ

て
い
た
。

　
あ
る
日
、
梶
原
が
先
に
来

て
い
る
こ
と
を
童
女
に
告
げ

ら
れ
た
時
致
は
、
手
紙
を
書

き
童
女
に
託
し
、
少
将
の
も

と
を
去
っ
た
。
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「曽我物語図会 二十三」

「曽我物語図会 二十四」

「曽我物語図会 二十五」

　
祐
成
・
時
致
の
二
人
は
、

仮
屋
の
外
へ
出
て
、
親
の
仇

で
あ
る
工
藤
祐
経
を
討
ち
遂

げ
た
こ
と
を
大
声
で
叫
ぶ

と
、
我
先
に
兄
弟
を
討
っ
て

手
柄
に
し
よ
う
と
た
く
さ
ん

の
勇
士
が
駆
け
出
て
来
た
。

　
し
か
し
、
五
月
雨
と
暗
闇

で
視
界
が
悪
い
こ
と
を
利
用

し
て
、
二
人
は
、
隠
れ
た
り

現
れ
た
り
し
な
が
ら
、
三
百

人
あ
ま
り
に
手
傷
を
負
わ

せ
、
五
十
人
あ
ま
り
を
討
ち

取
っ
た
。

　
兄
弟
は
か
ろ
う
じ
て
工
藤

祐
経
の
床
に
忍
び
寄
っ
て
枕

元
に
回
り
立
っ
て
、

「
祐
経
殿
十
八
年
の
恨
み
の

刃
、
請
け
取
り
た
ま
え
。
」

と
叫
ぶ
と
、
祐
経
は

「
請
け
て
立
と
う
。
」

と
起
き
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

を
、
初
め
は
祐
成
が
太
刀
を

振
り
下
ろ
し
、
次
に
時
致
が

太
刀
を
振
り
下
ろ
し
た
。
兄

弟
は
、
祐
経
を
討
つ
こ
と
が

で
き
喜
ん
だ
。

　
兄
・
祐
成
は
、
平
家
追
討
で

数
々
の
武
功
を
挙
げ
て
い
る
伊

豆
国
出
身
の
仁
田
四
郎
忠
常
と

渡
り
合
い
、
火
花
を
散
ら
し
な

が
ら
戦
っ
た
。

　
つ
い
に
運
が
つ
き
た
か
、
祐

成
の
太
刀
が
鍔
の
根
本
か
ら
折

れ
、
忠
常
に
討
た
れ
て
し
ま
っ

た
。

　
こ
の
時
の
祐
成
の
年
齢
は

二
十
二
歳
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
る

勇
壮
な
武
士
の
最
期
は
、
と
て

も
惜
し
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

9

開
い
て
一
人
の
女
性
が
兄
弟
を

招
き
工
藤
の
寝
間
を
教
え
て
く

れ
た
。
彼
女
は
大
磯
の
舞
妓
で

虎
御
前
に
恩
を
受
け
た
者
だ
と

て
い
る
こ
と
を
童
女
に
告

ら
れ
た
時
致
は
、
手
紙
を
書

き
童
女
に
託
し
、
少
将
の
も

と
を
去
っ
た
。

「曽我物語図会 二十三」

「曽我物語図会 二十四」

「曽我物語図会 二十五」

　
祐
成
・
時
致
の
二
人
は
、

仮
屋
の
外
へ
出
て
、
親
の
仇

で
あ
る
工
藤
祐
経
を
討
ち
遂

げ
た
こ
と
を
大
声
で
叫
ぶ

と
、
我
先
に
兄
弟
を
討
っ
て

手
柄
に
し
よ
う
と
た
く
さ
ん

の
勇
士
が
駆
け
出
て
来
た
。

　
し
か
し
、
五
月
雨
と
暗
闇

で
視
界
が
悪
い
こ
と
を
利
用

し
て
、
二
人
は
、
隠
れ
た
り

現
れ
た
り
し
な
が
ら
、
三
百

人
あ
ま
り
に
手
傷
を
負
わ

せ
、
五
十
人
あ
ま
り
を
討
ち

取
っ
た
。

　
兄
弟
は
か
ろ
う
じ
て
工
藤

祐
経
の
床
に
忍
び
寄
っ
て
枕

元
に
回
り
立
っ
て
、

「
祐
経
殿
十
八
年
の
恨
み
の

刃
、
請
け
取
り
た
ま
え
。
」

と
叫
ぶ
と
、
祐
経
は

「
請
け
て
立
と
う
。
」

と
起
き
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

を
、
初
め
は
祐
成
が
太
刀
を

振
り
下
ろ
し
、
次
に
時
致
が

太
刀
を
振
り
下
ろ
し
た
。
兄

弟
は
、
祐
経
を
討
つ
こ
と
が

で
き
喜
ん
だ
。

　
兄
・
祐
成
は
、
平
家
追
討
で

数
々
の
武
功
を
挙
げ
て
い
る
伊

豆
国
出
身
の
仁
田
四
郎
忠
常
と

渡
り
合
い
、
火
花
を
散
ら
し
な

が
ら
戦
っ
た
。

　
つ
い
に
運
が
つ
き
た
か
、
祐

成
の
太
刀
が
鍔
の
根
本
か
ら
折

れ
、
忠
常
に
討
た
れ
て
し
ま
っ

た
。

　
こ
の
時
の
祐
成
の
年
齢
は

二
十
二
歳
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
る

勇
壮
な
武
士
の
最
期
は
、
と
て

も
惜
し
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
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「曽我物語図会 二十六」

「曽我物語図会 二十八」

「曽我物語図会 二十九」

依田橋

青葉台小

今泉小

　
十
七
歳
の
化
粧
坂
の
少
将

は
、
深
く
思
い
を
寄
せ
る
時

致
が
、
一
首
の
歌
を
残
し
て

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
、
髪
を
切
っ
て
「
世
を
捨

て
る
身
で
も
な
お
思
い
続
け

る
の
は
、
問
う
に
問
わ
れ
ぬ

情
け
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
歌
を
よ
ん
で
化
粧
坂
を
出

て
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
尼
と
し
て
仏
の

道
に
生
き
て
い
る
と
、
虎
御

前
の
尼
が
庵
に
や
っ
て
き
て

共
に
信
仰
の
道
を
歩
ん
だ
と

い
う
。

　
虎
御
前
は
祐
成
の
形
見
の
着

物
を
見
て
は
悲
し
み
、
兄
弟
の

霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
、
箱
根

に
登
っ
て
出
家
し
た
。

　
二
人
が
命
を
落
と
し
た
富
士

の
麓
を
訪
ね
る
と
、
涙
が
止
ま

ら
ず
、
「
お
二
人
が
露
と
消
え

て
し
ま
っ
た
後
に
来
て
み
れ

ば
、
ス
ス
キ
の
先
に
秋
風
が
吹

き
心
さ
み
し
い
風
情
で
す
よ
」

と
歌
を
よ
み
、
各
地
の
霊
場
を

め
ぐ
り
七
十
余
歳
の
大
往
生
を

遂
げ
た
と
い
う
。

　
時
致
は
虎
が
荒
れ
狂
う
よ

う
に
敵
を
切
り
散
ら
し
、
源

頼
朝
の
近
く
に
ま
で
進
ん

だ
。
五
郎
丸
と
い
う
怪
力
で

有
名
な
男
が
、
女
の
姿
に
化

け
て
後
ろ
か
ら
お
そ
い
か
か

り
捕
え
ら
れ
た
。

　
工
藤
祐
経
の
跡
継
ぎ
の
犬

房
丸
に
よ
っ
て
鷹
ヶ
岡
（
現

鷹
岡
と
推
定
）
で
斬
ら
れ
た
。

生
年
二
十
歳
、
兄
弟
は
裾
野

の
露
と
消
え
た
が
、
名
は
富

士
ケ
根
（
富
士
山
）
と
共
に

高
く
そ
の
誉
は
世
に
長
く
伝

わ
っ
た
。

※「曽我物語図会」はすべて富士山がぐや姫ミュージアム蔵
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「曽我物語図会 二十六」

「曽我物語図会 二十八」

「曽我物語図会 二十九」

　
十
七
歳
の
化
粧
坂
の
少
将

は
、
深
く
思
い
を
寄
せ
る
時

致
が
、
一
首
の
歌
を
残
し
て

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
、
髪
を
切
っ
て
「
世
を
捨

て
る
身
で
も
な
お
思
い
続
け

る
の
は
、
問
う
に
問
わ
れ
ぬ

情
け
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
歌
を
よ
ん
で
化
粧
坂
を
出

て
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
尼
と
し
て
仏
の

道
に
生
き
て
い
る
と
、
虎
御

前
の
尼
が
庵
に
や
っ
て
き
て

共
に
信
仰
の
道
を
歩
ん
だ
と

い
う
。

　
虎
御
前
は
祐
成
の
形
見
の
着

物
を
見
て
は
悲
し
み
、
兄
弟
の

霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
、
箱
根

に
登
っ
て
出
家
し
た
。

　
二
人
が
命
を
落
と
し
た
富
士

の
麓
を
訪
ね
る
と
、
涙
が
止
ま

ら
ず
、
「
お
二
人
が
露
と
消
え

て
し
ま
っ
た
後
に
来
て
み
れ

ば
、
ス
ス
キ
の
先
に
秋
風
が
吹

き
心
さ
み
し
い
風
情
で
す
よ
」

と
歌
を
よ
み
、
各
地
の
霊
場
を

め
ぐ
り
七
十
余
歳
の
大
往
生
を

遂
げ
た
と
い
う
。

　
時
致
は
虎
が
荒
れ
狂
う
よ

う
に
敵
を
切
り
散
ら
し
、
源

頼
朝
の
近
く
に
ま
で
進
ん

だ
。
五
郎
丸
と
い
う
怪
力
で

有
名
な
男
が
、
女
の
姿
に
化

け
て
後
ろ
か
ら
お
そ
い
か
か

り
捕
え
ら
れ
た
。

　
工
藤
祐
経
の
跡
継
ぎ
の
犬

房
丸
に
よ
っ
て
鷹
ヶ
岡
（
現

鷹
岡
と
推
定
）
で
斬
ら
れ
た
。

生
年
二
十
歳
、
兄
弟
は
裾
野

の
露
と
消
え
た
が
、
名
は
富

士
ケ
根
（
富
士
山
）
と
共
に

高
く
そ
の
誉
は
世
に
長
く
伝

わ
っ
た
。

※「曽我物語図会」はすべて富士山がぐや姫ミュージアム蔵
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※「曽我物語図会」はすべて富士山かぐや姫ミュージアム蔵
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曽我の馬蹄石曽我の馬蹄石
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史跡には必ずしも駐車場があ

るわけではありません。

近隣の公共施設等に駐車する

場合は、必ず施設の管理者に

許可をいただいてください。11

ば
、
ス
ス
キ
の
先
に
秋
風
が
吹

と
歌
を
よ
み
、
各
地
の
霊
場
を

め
ぐ
り
七
十
余
歳
の
大
往
生
を

生
年
二
十
歳
、
兄
弟
は
裾
野

の
露
と
消
え
た
が
、
名
は
富

士
ケ
根
（
富
士
山
）
と
共
に

高
く
そ
の
誉
は
世
に
長
く
伝



曽そ

我が

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

　

こ
の
神
社
に
は
、
応お
う

神じ
ん

天て
ん

皇の
う

と
曽
我
兄
弟
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

神
社
が
所
蔵
し
て
い
る
「
曽そ

我が

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

略
り
ゃ
く

縁え
ん

起ぎ

」
に
は
、
建
久
八

年
（
一
一
九
七
）
、
曽
我
兄
弟
の
親
の
仇
討
ち
の
意
志
に
感
心
し

た
初
代
鎌
倉
幕
府
将
軍
・
源
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝
が
、
家
臣
の
岡お

か

部べ

泰や
す

綱つ
な

に
命
じ

て
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
一
五
五
五
）
に
武
田
、
今
川
、
北
条

の
三
氏
の
戦
場
に
な
っ
た
た
め
神
社
は
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
り
、
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
、
関
東
地
域

の
検
地
や
河
川
工
事
に
実
績
が
あ
っ
た
関
東
代
官
の
伊い

奈な

備び

前
ぜ
ん
の

守か
み

忠た
だ

次つ
ぐ

が
検
地
の
た
め
、
こ
の
地
に
来
た
時
に
、
神
社
は
再
建
さ
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ

の

後
、

天

保

二

年

（
一
八
三
一
）
雨あ
め

宮み
や

守も
り

弘ひ
ろ

が
社

殿
を
現
在
地
に
移
し
ま
し
た
。

こ
の
神
社
に
は
、
奉
納
さ
れ
た

絵
馬
や
「
曽
我
八
幡
宮
略
縁
起
」

の
版
木
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
雁
を
み
て
父
を
お
も

う
幼
い
兄
弟
像
（
裏
表
紙
写
真
）

が
、
境
内
に
あ
り
ま
す
。

曽我八幡宮略縁起版木

（曽我八幡宮蔵・富士山かぐや姫ミュージアム寄託）

曽
我
兄
弟
を
祀
る

　
　
　
　
　

曽
我
八
幡
宮

12

（

曽
我
兄
弟
を
祀
る

　
　
　
　
　曽
我
八
幡
宮



曽我八幡宮

●

一乗寺

五郎の首洗い井戸

●久沢局

鷹岡中学

凡

　夫

　川

念力橋　

厚
原
中
通
り

現在の念力橋

五
ご

郎
ろう

の首
くび

洗
あら

い井
い

戸
ど

　仇討ち後、弟の五郎時致は鎌倉へ

連れて行かれる途中、工藤祐経の子・

犬房丸に首をはねられました。その

首をこの井戸で洗ったと伝えられて

います。現在は水が枯れていますが、

当時は水があり、「念力水」と呼ば

れていました。近くには念力橋と呼

ばれる橋もあります。

曽我兄弟の絵馬　

（曽我八幡宮蔵・富士山かぐや姫ミュージアム寄託）
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当時は水があり、「念力水」と呼ば

れていました。近くには念力橋と呼

ばれる橋もあります。

曽我兄弟の絵馬　
（曽我八幡宮蔵・富士山かぐや姫ミュージアム寄託）
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曽そ

我が

寺で
ら

（
鷹よ
う

岳が
く

山ざ
ん

福ふ
く

泉せ
ん

寺じ

）

　

曹
洞
宗
の
お
寺
で
、
境
内
に
は
曽
我
兄
弟
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。

十
返
舎
一
九
の
『
東と
う

海か
い

道ど
う

中
ち
ゅ
う

膝ひ
ざ

栗く
り

毛げ

』
の
中
に
、
「
曽
我
兄
弟
の

石
碑
（
お
墓
）
」
を
参
拝
し
た
こ
と
や
、
江
戸
時
代
の
絵
図
に
「
曽

我
道
」
（
一
九
頁
参
照
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
に
は
、
東

海
道
を
旅
す
る
人
た
ち
の
名
所
と
し
て
参
詣
し
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

正
式
に
は
、
「
福
泉
寺
」
と
言
い
ま
す
が
、
曽
我
兄
弟
が
ね
む

る
寺
と
し
て
人
々
に
「
曽
我
寺
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

本
堂
に
は
、
兄
弟
の
木
造
や
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
か

つ
て
は
、
仇
討
ち
を
果
た
し
た
、
五
月
二
八
日
の
近
く
の
土
日
に
、

曽
我
兄
弟
の
供く

養よ
う

祭さ
い

が
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
御

子
孫
や
関
係
者
に
よ
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

曽
我
兄
弟
が
ね
む
る
曽
我
寺

曽我十郎祐成（兄）木造

曽我五郎時致（弟）木造

14

曽そ

我が

寺で
ら

（
鷹よ

う

岳が
く

山ざ
ん

福ふ
く

泉せ
ん

寺じ

）

　
曹
洞
宗
の
お
寺
で
、
境
内
に
は
曽
我
兄
弟
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。

十
返
舎
一
九
の
『
東と
う

海か
い

道ど
う

中
ち
ゅ
う

膝ひ
ざ

栗く
り

毛げ

』
の
中
に
、
「
曽
我
兄
弟
の

石
碑
（
お
墓
）
」
を
参
拝
し
た
こ
と
や
、
江
戸
時
代
の
絵
図
に
「
曽

我
道
」
（
一
九
頁
参
照
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
に
は
、
東

海
道
を
旅
す
る
人
た
ち
の
名
所
と
し
て
参
詣
し
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
正
式
に
は
、
「
福
泉
寺
」
と
言
い
ま
す
が
、
曽
我
兄
弟
が
ね
む

る
寺
と
し
て
人
々
に
「
曽
我
寺
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
本
堂
に
は
、
兄
弟
の
木
造
や
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
か

つ
て
は
、
仇
討
ち
を
果
た
し
た
、
五
月
二
八
日
の
近
く
の
土
日
に
、

曽
我
兄
弟
の
供く

養よ
う

祭さ
い

が
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
御

子
孫
や
関
係
者
に
よ
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

曽
我
兄
弟
が
ね
む
る
曽
我
寺

曽我十郎祐成（兄）木造

曽我五郎時致（弟）木造

14



●
鷹岡小

凡

　夫

　川

厚原西

久沢西

●
鷹岡小

中央自動車学校
●

入山瀬駅

碧雲寺●

愛鷹神社
●

●
一乗寺

姫宮神社

曽我寺
身
延
線

大

　月

　線

曽我兄弟の墓

左：曽我五郎時致　　右：曽我十郎祐成

姫
ひめのみやじんじゃ

宮神社
　この神社は、弟の五郎時致の想い人、化粧坂の少将を祀っ

ています。時致は、化粧坂の少将に想いを寄せていましたが、

源頼朝の有力な御家人・梶原源太景季に権力によって奪われ

てしまいます。

　時致は、化粧坂の少将のことをあきらめ去る時に、歌を残

していきます。その歌をみた化粧坂の少将は、文を顔に押し

当てて涙を流したといわれています。

虎御前、化粧坂の少将の歌碑

露
と
の
み
消
え
に
し
跡
を
来
て
見
れ
ば

　
　
　
　
　
　
尾
花
が
す
ゑ
に
秋
風
ぞ
ふ
く

（
虎
御
前
）

捨
つ
る
身
に
な
ほ
思
ひ
出
と
な
る
も
の
は

　
　
　
　
　
問
ふ
に
と
は
れ
ぬ
情
な
り
け
り

（
化
粧
坂
の
少
将
）
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玉た
ま

渡
わ
た
り

神じ
ん

社じ
ゃ

　

こ
の
神
社
は
、
兄
の
曽
我
十
郎
祐す

け

成な
り

の
恋
人
・
虎と

ら

御ご

前ぜ
ん

が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
虎
御
前
は
、
仇
討
ち
か
ら
三
ヶ
月
経
ち
兄
弟
の
霊

を
慰
め
る
た
め
に
こ
の
地
を
訪
れ
ま
し
た
。
疲
れ
て
小
さ
な
祠
の

前
で
休
ん
で
い
る
と
、
二
つ
の
火
の
玉
が
あ
ら
わ
れ
、
虎
御
前
は

そ
れ
を
兄
弟
の
魂
だ
と
お
も
い
、
小
さ
な
祠
に
こ
も
っ
て
念
仏
を

唱
え
て
兄
弟
の
冥
福
を
祈
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
み
た
村
人
達
が
、
後
に
こ
の
地
へ
玉
渡
神
社
を
建
て

て
虎
御
前
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

虎と
ら

御ご

前ぜ
ん

の
腰こ

し

掛か
け

石い
し

・
が
っ
か
り
橋

　

曽
我
兄
弟
が
仇
討
ち
を
遂
げ
る
た
め
に
曽
我
の
里
を
旅
立
っ
た

後
、
虎
御
前
は
兄
弟
の
安
否
を
心
配
し
て
、
後
を
追
い
か
け
ま
し
た
。

　

虎
御
前
が
こ
の
地
に
差
し
掛
か
っ
た
時
、
仇
討
ち
は
果
た
さ
れ
兄

弟
は
命
を
失
っ
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
場
で
泣
き
崩
れ
、
近
く
に
あ
っ

た
石
に
腰
を
下
ろ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
（
次
頁
）
の
左

下
に
あ
る
石
が
、
腰
掛
石
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
石
に
柄
杓
で
水
を
か
け
る
と
、
女
性
特
有
の
病
気
が
治
る
と

い
う
話
が
あ
り
、
お
参
り
す
る
人
が
多
く
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
虎
御
前
が
兄
弟
の
死
を
知
っ
た
時
、
橋
の
上
に
い
た
と
伝

わ
り
、
こ
の
橋
の
こ
と
を
が
っ
か
り
橋
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

兄
・
祐
成
の
恋
人

　
　

虎
御
前
に
ま
つ
わ
る
場
所
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仇
討
ち
を
遂
げ
る
た
め
に
曽
我
の
里
を
旅
立
っ
た

後
、
虎
御
前
は
兄
弟
の
安
否
を
心
配
し
て
、
後
を
追
い
か
け
ま
し
た
。

　
虎
御
前
が
こ
の
地
に
差
し
掛
か
っ
た
時
、
仇
討
ち
は
果
た
さ
れ
兄

弟
は
命
を
失
っ
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
場
で
泣
き
崩
れ
、
近
く
に
あ
っ

た
石
に
腰
を
下
ろ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
（
次
頁
）
の
左

下
に
あ
る
石
が
、
腰
掛
石
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
石
に
柄
杓
で
水
を
か
け
る
と
、
女
性
特
有
の
病
気
が
治
る
と

い
う
話
が
あ
り
、
お
参
り
す
る
人
が
多
く
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
虎
御
前
が
兄
弟
の
死
を
知
っ
た
時
、
橋
の
上
に
い
た
と
伝

わ
り
、
こ
の
橋
の
こ
と
を
が
っ
か
り
橋
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

兄
・
祐
成
の
恋
人

　
　虎
御
前
に
ま
つ
わ
る
場
所
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厚原西

碧雲寺
● ●富士北局

●
愛鷹神社

曽我寺

玉渡神社

大
　月

　線

本蔵寺
●●

伝法保育園

伝

法
沢

川

がっかり橋

虎御前の腰掛石

伝法沢

伝法沢橋

東名高
速道路

大
月
線

玉渡神社

現在のがっかり橋

虎御前の腰掛石
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曽我堂

十王子神社

●

妙延寺●

第二保育園●

善得寺公園

●

　　　吉原第二中学校

●

●
浅間神社

●
浅間神社

●
柳島局

養雲寺
●

柳島公園
●

新富士
駅 東海道新幹線

1

富
士
由
比
バ
イ
パ
ス

福泉寺

曽
我
兄
弟
ゆ
か
り
の
地

曽
そ

我
が

堂
どう

　ここには弟・五郎時致が祀られていま

す。昔この近くにあった善得寺の住職・

竺帆和尚の前に、成仏させて欲しいと時

致の亡霊が現れました。

　住職は、時致の木像を彫り、祠をたて

て供養しました。祠は元々善得寺の境内

にあったと考えられますが、現在では、

十王子神社の境内に移されています。

福
ふく

泉
せん

寺
じ

（柳島）
　富士市内には、「福泉寺」という名前のお

寺が、曽我寺の他に天間と柳島にあります。

　虎御前は、亡くなる直前に兄弟の供養のた

め、使いのものに薬師如来の像を富士の麓に

ある「福泉寺」に届けるようにお願いしまし

た。しかし使者は、間違えて柳島の福泉寺に

薬師如来を届けたと伝えられています。
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曽我の馬蹄石

天間局●

下天間

天

間

沢

大

　月

　線

曽そ

我が

道み
ち

　

江
戸
時
代
後
期
に
富
士
山
へ
の

登
山
ル
ー
ト
や
名
所
が
描
か
れ
た

「
駿
河
国
冨
士
山
絵
図
」
に
、
「
曽

我
道
」
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
道
は
、
東
海
道
の
本も

と

市い
ち

場ば

の
東
側
を
北
に
向
か
い
、
山
橋
を

通
り
、
保ほ

う

壽じ
ゅ

寺じ

の
東
側
に
出
ま
す
。

そ
の
先
に
は
、「
曽
我
寺
」
や
「
兄

弟
墓
」
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

江
戸
時
代
、
東
海
道
を
旅
す
る

人
が
街
道
を
そ
れ
て
、
曽
我
兄
弟

の
墓
に
参
っ
た
話
も
あ
り
、
そ
の

道
を
「
曽
我
道
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

駿河国冨士山絵図

（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

駿河国冨士山絵図（部分）

曽我道推定地図　

「明治２０年測図２万分の１地形

図」より

曽
そ

我
が

の馬
ば

蹄
てい

石
いし

　源頼朝が行った富士の巻狩りに宿敵・工藤

祐経が参加していることを聞きつけた兄弟

は、祐経を追いかけて、鷹ヶ丘（現鷹岡）ま

で来ました。兄弟は、道端にあった石に馬の

足をかけ、祐経がいる上井出（現富士宮市）

の方をにらんでいた時に、この石に馬の蹄跡

がついたといわれています。

　五郎の首洗い井戸の近くにある石も馬蹄石

といわれています。

　また、この地域には、仇討ちに向かう途中

に兄弟が腰をかけたという「曽我の兄弟石」

もしくは「曽我の腰掛石」といわれる石があっ

たという伝承があります。
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【開館時間】

4 月～10月：午前 9 時～午後 5 時

11月～ 3 月：午前 9 時～午後 4 時30分

【休館日】

月曜日（祝日の場合は開館），祝日の翌日

12月28日～翌年 1 月 4 日

【観覧料】

無料

【お問い合わせ】

〒417-0061　静岡県富士市伝法66-2

TEL 0545-21-3380　 FAX 0545-21-3398

e-mail　museum@div.city.fuji.shizuoka.jp

URL　http://museum.city.fuji.shizuoka.jp/アクセスマップ

富士山に還るかぐや姫の物語を展示する、世界

でただひとつの博物館です。ここで富士の歴史

などについて知識を深めてから伝承の地を訪ね

れば、物語の世界が一層広がります！
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〈お問い合わせ〉

富士市 市民部 文化振興課 文化財担当

〒417-8601　静岡県富士市永田町1-100

TEL 0545-55-2875　FAX 0545-53-0789

平成29年３月発行

令和元年８月増刷


