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車 で 5 分 ほ ど の 場 所 に 芦 川 農 産 物 直 売 所

「 お ご っそ う や 」 があ り ます 。  

 

（ 芦 川 の 特 産 物 の お 買 い 物 を お 楽 し み 下 さ い ）  

※ ト イ レが 『 お ご っ そ う や 』 に し かあ り ません 。  

( 1 )  



1 .秋 葉
あ き ば

山 木
さ ん も く

燈
ど う

籠
ろ う

 
静 岡 県 浜 松 市 に あ る 秋 葉 山 を ご 神 体 と す る 火

の 神 様 の 信 仰 で 立 て ら れ ま し た 。  

 

 

 

 

※ 今 は め ず ら し い 炭 焼 窯 ・ ・  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （ 2 )  

芦 川 は 、 山 梨 の 中 で も 炭 の 産 地 と し て 、 か

つ て は 多 く の 人 が 炭 焼 き を し 、重 い 炭 俵 を

担 い で 峠 を 越 え 、甲 府 盆 地 の あ ち ら こ ち ら

へ 売 り に 歩 い た と い い ま す 。  

鶯 宿 峠 を 利 用 し

て 炭 を 運 ん で い

た ん だ ！ 炭 は 芦

川 地 域 の 貴 重 な

現 金 収 入 源 だ っ

た ん だ ね ！  

木 の 燈 籠 は め ず ら

し い ね ！  

2 年 前 ま で は 、お 祭

り も し て い た み た

い だ よ ！  



★ 題 目 塔
だ い も く と う

 
  

 題 目 塔 （ だ い も く と う ） は 、 日 蓮 宗 が

信 仰 す る 南 無 妙 法 蓮 華 経 と 刻 ま れ た 、 鎮

魂 を 目 的 と す る 供 養 塔 で す 。 こ れ が あ る

と こ ろ は 、 日 蓮 宗 の 盛 ん な 地 域 だ っ た こ

と を 現 し ま す 。  

 

2 .鶯
お う

宿
し ゅ く

諏 訪
す わ

神 社
じ ん じ ゃ

 
  

 本 殿 は 、 一 間 社 流 造 、 向 拝 （ こ う は い ） 一

間 。拝 殿（ は い で ん ）は 奥 行 き 四 間 、正 面 六 間

の 入 母 屋 屋 根 。 諏 訪 神 社 境 内 は 、 1 9 世 紀 前 半

頃 ま で 御 崎 神 社 が あ り 、諏 訪 神 社 は 参 道 石 段 を

降 り た 西 側 の 屋 敷 地 付 近 に あ っ た こ と が 絵 図

等 の 資 料 か ら 分 か っ て い ま す 。  

鶯 宿 の 長 徳
ち ょ う と く

寺 寺 記 に よ る と 、現 在 の 位 置 に 移 っ

た の は 万
ま ん

延
え ん

元 年 （ 1 8 6 0 年 ） の こ と で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3 )  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%84%A1%E5%A6%99%E6%B3%95%E8%93%AE%E8%8F%AF%E7%B5%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%AE%E9%AD%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%AE%E9%AD%82


★ 旧 鶯 宿 分 校  

 

 

 

 

3 .地 蔵 堂
じ ぞ う ど う

 
地 蔵 と は 、釈 迦 の 没 後 、弥 勒 仏 が 出 現 す る ま

で の 無 仏 の 期 間 、六 道 で 苦 し む 衆 生（ し ゅ じ ょ

う ）を 教 化・救 済 す る 菩 薩 。日 本 で は 平 安 時 代

か ら 広 く 信 仰 さ れ る よ う に な り ま す 。密 教 な ど

で は 菩 薩 形 を と り ま す が 、一 般 に は 左 手 に 宝 珠 、

右 手 に 錫 杖（ し ゃ く じ ょ う ）を 持 ち 、頭 を 丸 め

た 僧 形 の 像 で す 。六 道 の 救 済 に 当 た る こ と か ら

六 地 蔵 の 信 仰 が 生 ま れ ま す 。ま た ，子 供 を 守 り 、

幼 く し て 死 ん で 賽（ さ い ）の 河 原 で 苦 し む 子 供

を 救 済 す る と 信 じ ら れ て い ま す 。 こ の よ う な

地 蔵 を 祀 っ た お 堂 が 、 地 蔵 堂 で す 。  
 

・ 六 道 （ ろ く ど う 、 り く ど う ）  

と は 、 仏 教 に お い て 迷 い あ る  

も の が 輪 廻 す る と い う 、 6 種  

類 の 迷 い あ る 世 界 の こ と 。  

 

・ 衆 生 と は 生 命 の あ る す べ て の  

も の 。 人 間 を は じ め す べ て の  

生 物 の こ と 。  

 

( 4 )  

鶯 宿 の 子 ど も 達 が 通 っ た 小 学 校 が あ っ た ん だ よ ！  

http://www.weblio.jp/content/%E9%87%88%E8%BF%A6
http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%A1%E5%BE%8C
http://www.weblio.jp/content/%E5%BC%A5%E5%8B%92%E4%BB%8F
http://www.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E7%8F%BE
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AD%E9%81%93
http://www.weblio.jp/content/%E8%8B%A6%E3%81%97
http://www.weblio.jp/content/%E8%A1%86%E7%94%9F
http://www.weblio.jp/content/%E6%95%99%E5%8C%96
http://www.weblio.jp/content/%E6%95%91%E6%B8%88
http://www.weblio.jp/content/%E8%8F%A9%E8%96%A9
http://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://www.weblio.jp/content/%E5%BA%83%E3%81%8F
http://www.weblio.jp/content/%E5%BA%83%E3%81%8F
http://www.weblio.jp/content/%E5%AF%86%E6%95%99
http://www.weblio.jp/content/%E8%8F%A9%E8%96%A9
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E8%88%AC%E3%81%AB
http://www.weblio.jp/content/%E5%B7%A6%E6%89%8B
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9D%E7%8F%A0
http://www.weblio.jp/content/%E5%8F%B3%E6%89%8B
http://www.weblio.jp/content/%E9%8C%AB%E6%9D%96
http://www.weblio.jp/content/%E6%8C%81%E3%81%A1
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%B8%E3%82%81
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%B8%E3%82%81
http://www.weblio.jp/content/%E5%83%A7%E5%BD%A2
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AD%E9%81%93
http://www.weblio.jp/content/%E6%95%91%E6%B8%88
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AD%E5%9C%B0%E8%94%B5
http://www.weblio.jp/content/%E4%BF%A1%E4%BB%B0
http://www.weblio.jp/content/%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%90%E4%BE%9B
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%88%E3%82%8A
http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E5%8E%9F
http://www.weblio.jp/content/%E8%8B%A6%E3%81%97
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%90%E4%BE%9B
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%90%E4%BE%9B
http://www.weblio.jp/content/%E6%95%91%E6%B8%88
http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E8%94%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%AA%E5%BB%BB


 

 

 

芦 川 で は 、養 蚕 が 盛 ん に な る 以 前 は 、冬 の 寒 さ

の 影 響 も あ っ て 畑 で は ア ワ 、ヒ エ 、ム ギ 、ト ウ

モ ロ コ シ 、サ ツ マ イ モ な ど の 自 給 自 足 用 作 物 を

作 り 、炭 焼 き な ど 、山 か ら の 恵 み を 換 金
か ん き ん

し て 暮

ら し て い ま し た 。明 治 か ら 昭 和 初 期 に か け て 養

蚕 が 盛 ん に な り 、現 在 で は 、高 冷 地 野 菜 の 栽 培

が 盛 ん に な っ て い ま す 。  

 江 戸 時 代 、谷 村
や む ら

藩（ 現 在 の 都 留 市 付 近 ）が 良

質 の 絹 繊 物 の 産 地 で あ っ た こ と か ら 、芦 川 地 域

で 生 産 さ れ る 良 質 の 絹 糸 は 重 宝 さ れ て き ま し

た 。明 治 時 代 、養 蚕 は さ ら に 盛 ん に な り 、こ の

頃 、多 く の 家 々 の 屋 根 が 兜 造 に 改 築 さ れ ま し た 。 

現 在 、芦 川 に 残 っ て い る 兜 造 民 家 の 多 く は 、明

治 時 代 か ら 大 正 時 代 に か け て 造 ら れ た も の で

す が 、 な か に は 、 1 8 世 紀 に 建 て ら れ た 家 の 屋

根 を 改 造 し て 兜 造 に し た も の が 見 ら れ ま す 。  

 芦 川 町 に は 1 5 0 棟 を 超 え る 兜 造 民 家 群 が 残

っ て い ま す が 、こ れ ほ ど の 数 の 古 民 家 群 が 残 る

地 域 は 全 国 的 に も 例 が あ り ま せ ん 。  

 

 

 

 

 

 

( 5 )  

養蚕と兜造
か ぶ と づ く り

民家  

蚕 の 幼 虫  



4 .久
きゅう

栄 山
え い ざ ん

本 国 寺
ほ ん ご く じ

 
法 華 宗 本 門 流  

本 堂 は 、 正 面 7 間 半 、 側 面 6 間 で 、 宝 暦 1 2

年 （ 1 7 6 2） に 再 興 さ れ 、 同 時 に 庫 裏 も 建 立 さ

れ た と 伝 わ っ て い ま す 。 庫 裏 の 規 模 は 正 面 5

間 、奥 行 き 九 間 の 切 妻（ き り づ ま ）造 り で 本 堂

と 太 鼓 橋 で つ な が っ て い ま す 。本 堂 裏 手 の 壮 大

な 大 石 垣 の 石 積 技 術 は 明 治 期 の 石 垣 職 人 の 手

に よ っ て 継 承 さ れ 、現 在 残 さ れ て い る 屋 敷 の 石

垣 な ど に 生 か さ れ て い ま す 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6 )  

庫 裏 と 本 堂 を 結 ぶ 渡 り 廊

下 は 中 央 が 高 く な っ て 太

鼓 橋 の 形 を し て い て 珍 し

い よ 。 こ れ は 、 奥 の 稲 荷

神 社 に お ま い り す る の に

下 を く ぐ り や す く し た 為

だ よ 。  



5 .稲 荷
い な り

神 社
じ ん じ ゃ

  
 稲 荷 神 社 に は 必 ず い る き つ ね ・ ・  

お 稲 荷 さ ん 」 と き つ ね の 関 係 は ？  

「 稲 荷 大 神 様 」 の お 使 い （ 眷 属
け ん ぞ く

） は き つ

ね と さ れ て い ま す 。 但 し 野 山 に 居 る 狐 で

は な く 、 神 様 同 様 に 我 々 の 目 に は 見 え ま

せ ん 。 そ の た め 白 （ 透 明 ） 狐 ＝ “ び ゃ っ

こ さ ん ” と い っ て あ が め ま す 。  

勿 論 「 稲 荷 大 神 様 」 は き つ ね で は あ り ま

せ ん 。  
 

Ｑ な ぜ 稲 荷 と 名 前 が つ い た の ？  

「 イ ネ が 生 る 」 稲 が 生 育 す る と い う 意 味 で イ

ナ リ は 食 物 の 神 様 な の で す 。  

  

Ｑ な ぜ ？ き つ ね な の ？  
稲 荷 大 神 は 食 物 の 神 で あ り 別 名 「 み け つ の か

み 」 と 言 い ま す 。 き つ ね の 事 を “ け つ ね ” と

言 っ た 事 か ら き つ ね の 神 様 と な り ま し た 。  
  

Ｑ 「 お 稲 荷 さ ん 」 は 「 朱 塗 り 」 な の ？  
朱 色 は 、 魔 力 に 対 抗 す る  

色 と も さ れ て い て 、 古 代  

の 宮 殿 や 神 社 仏 閣 に 多 く  

用 い ら れ て い ま す 。  

た だ 、 お 稲 荷 さ ん だ け が  

朱 塗 り で は な く 、 朱 塗 り  

の 神 社 は 他 に も 多 く あ り  

ま す 。 ま た 朱 の 原 材 料 は  

水 銀 ＝ 丹 で す 。 こ れ は 昔  

か ら 木 材 の 防 腐 剤 と し て  

使 わ れ て き ま し た 。  

 

 

( 7 )  



 
 

 

経 王 と は 、仏 教 の 経 典 の 中 で 、最 も す ぐ れ た

も の と い う 意 味 で 、法 華 経 の こ と を い い 、経 王

塔 は 法 華 経 の 経 典 供 養 塔 で す 。  

書 写 塔 は 妙 法 経 塔 の こ と で 、妙 法 経 つ ま り 法 華

経 を 写 経 し 、埋 経 す る た め に 供 養 塔 を 建 立 し ま

し た 。妙 法 華 経 写 経 は 、聖 な る 地（ 山 頂 ）の 浄

水 を 汲 み に 行 く（ お 水 迎 え ）苦 行 を と も な う も

の で 、 心 身 を 浄 め て 行 い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8 )  

綺 麗 に 字 が 刻 ま れ

て い る ね ！ こ の 下

に 法 華 経 の 文 字 を

書 い た 石 が た く さ

ん 埋 め ら れ て い る

の か な ？  



 

 

 南 無 妙 法 蓮 華 経 を 紙 や 石 に 大 書 す る 際 、

一 画 一 画 を ヒ ゲ の よ う に は ね て 書 き ま す 。 

こ れ を 刻 ん だ 題 目 塔 を 『 髭 題 目 塔 』 と い

い ま す 。 日 蓮 宗 の お 寺 が あ る と こ ろ に は

よ く 立 っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ( 9 )  

本 当 に 髭 の よ う な  

文 字 だ ね ！  

http://www.weblio.jp/content/%E5%8D%97%E7%84%A1%E5%A6%99%E6%B3%95%E8%93%AE%E8%8F%AF%E7%B5%8C
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%9B%B8
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E7%94%BB
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E7%94%BB
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%92%E3%82%B2


6 .中 村
な か む ら

常 夜 灯
じ ょ う や と う

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1 0 )  

・ 常 夜 灯 と は ？  
  

夜 道 の 安 全 の た め 、 街 道 沿 い に 設 置 さ れ

て い る 常 夜 灯 は 現 在 で 言 う 街 灯 の 役 目 を

果 た し て い て 、 街 道 の 道 し る べ と し て 設

置 さ れ て い る も の が 多 く 見 ら れ ま す 。  

鶯 宿 に は 、「 中 村 」「 お 向 川 」「 里 道 」「 西

村 」 の 四 箇 所 に 秋 葉 権 現 の 常 夜 灯 が 祀 ら

れ て い ま す 。  

 

※ よ く 見 る 秋 葉 山 常 夜 灯 と は ？  
  

秋 葉 山 と い う 火 の 神 様 を 祀 っ て い ま す 。  

火 の 神 様 を 信 仰 す る 秋 葉 講 と い う 集 ま り

で 建 て ら れ ま し た 。  

昔 の 街 灯 だ よ 。  

他 の 場 所 に も あ る

か ら 調 べ て み よ

う ！  



 

 

 

石 垣 供 養 塔 と は ？  

鶯 宿 の 長 徳 寺 門 前 に 造 立 さ れ て い る 石 垣

供 養 塔 は 、 石 垣 工 事 の 完 成 に 際 し て 、 石

垣 が 崩 れ な い よ う 安 全 を 祈 願 し て 供 養 さ

れ た も の な の で す 。  
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7 .梅 渓 山
ば い け い ざ ん

長 徳 寺
ち ょ う と く じ

 
臨 済 宗 向 獄

こ う が く

寺 末  

開 山 は 、 全 養 臺 山 （ ぜ ん よ う た い ざ ん ） 和 尚 、

開 創 当 時 は 真 言 宗 で 、 文 明 1 1 年 （ 1 4 7 9） ま

た は 弘 治 元 年 （ 1 5 5 5） に 臨 済 宗 に 改 宗 し た と

伝 わ っ て い ま す 。本 堂 は 、正 面 八 間 、側 面 七 間

半 で 屋 根 は 入 り 母 屋 造 、安 永 8 年（ 1 7 7 9）の

建 立 と 伝 わ っ て い ま す 。足 利 幕 府 1 1 代 将 軍 義
よ し

澄
す み

の 近 習 、大 勝 さ ん と 宮 川 さ ん の 一 族 が 芦 川 の

地 に 隠 棲 し 、大 勝 さ ん の 子 孫 が 長 徳 寺 を 足 利 義

澄 公 の 牌 所 と し て 菩 提
ぼ だ い

を 弔
とむら

っ た と い う 伝 説 が

残 っ て い ま す 。長 徳 寺 山 門 の 石 段 左 右 の 石 垣 や

本 堂 裏 の 高 石 垣 の 技 術 も そ の 後 の 芦 川 に 生 か

さ れ て い ま す 。  
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長徳寺の石垣に注目！  

時 代 の 流 れ や 技 術 、 流 行 の 変 化 に よ り 石 垣

の 積 み か た に も 変 化 が み ら れ ま す 。  

長 慶 寺 の 石 垣 は 、笑 い 積 み（ わ ら い づ み ）
と い っ て 、 大 石 の 周 り に 比 較 的 小 さ な 石 を

積 む 積 み 方 で す 。  

ぜ ひ 、 実 際 に ご 覧 に な っ て み て 下 さ い 。  

 

※ 歩 き な が ら 、 他 の 場 所 に も あ る 石 垣 に も

注 目 し て 見 比 べ て く だ さ い  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

近 世 以 降 は 国 内 の 流 通 が 活 発 化 し 、 馬 が

移 動 や 荷 運 び の 手 段 と し て 使 わ れ る こ と

が 多 く な り ま し た 。 こ れ に 伴 い 馬 が 急 死

し た 路 傍 や 芝 先 （ 馬 捨 場 ） な ど に 馬 頭 観

音 が 多 く 祀 ら れ 、 動 物 へ の 供 養 塔 と し て

の 意 味 合 い が 強 く な っ て き ま し た 。 特 に 、

こ の よ う な 例 は 中 馬 街 道 な ど で 見 ら れ ま

す 。 な お 、「 馬 頭 観 世 音 」 の 文 字 だ け 彫 ら

れ た 石 碑 は 、 多 く が 愛 馬 へ の 供 養 と し て

祀 ら れ た も の で す 。 伊 勢 大 神 宮 馬 頭 観 音

は 、 頭 に 馬 の 頭 が の っ て い る 観 音 様 が 彫

ら れ て い ま す 。    
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https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E9%A6%AC%E8%A1%97%E9%81%93&action=edit&redlink=1


8 .石
せ き

尊
そ ん

山 石
さ ん い し

燈
ど う

籠
ろ う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 1 5 )  

宝 珠  

笠  

火 袋  

中 台  

竿  

基 礎  

県 道 沿 い に あ

っ て 、 そ の 北

側 約 3 0 ｍ の

石 尊 山 中 腹 に

木 の 社 殿 を 祀

っ て い る よ ！  

※ 石 尊 信 仰  
神 奈 川 県 伊 勢 原 市 に あ る 大 山 阿 夫 利 神 社（ お お や ま あ

ふ り じ ん じ ゃ ） を 中 心 と す る 山 岳 信 仰 で 、 大 山 石 尊 と

い わ れ て い ま す 。 山 梨 で は 、 水 利 の 神 と し て 祀 ら れ 、

石 尊 講 と い う 集 ま り を つ く り 、代 表 者 が 大 山 に 参 詣 し

ま し た 。 こ れ を 大 山 詣 と い い ま す 。  
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「 お ご っ そ う 」 と は 甲 州 弁 で 「 御 馳 走 」 を 意

味 し ま す 。 文 字 通 り  店 内 に は 芦 川 産 の 新 鮮 野

菜 や 加 工 品 が ず ら り と 並 ん で い ま す 。  

芦 川 は 笛 吹 市 の 中 で も 他 に 比 べ 低 気 温 と な

る た め 、『 こ の 時 期 に ！ ？ 』 と 驚 く 野 菜 も 珍 し

く あ り ま せ ん 。  

 建 物 の 外 観 は 芦 川 特 有 の 兜 造 り の 民 家 を モ

チ ー フ に し て い ま す 。  

 芦 川 の 特 産 品 と し て こ ん に ゃ く 芋 か ら 作 ら

れ た こ ん に ゃ く は も ち ろ ん 、 高 原 育 ち の 豆 類 ・

ほ う れ ん 草 、 清 流 に 育 っ た わ さ び な ど 、 生 産 者

さ ん が 手 塩 に か け て 育 て た 農 産 物 は 有 名 で す 。

特 に 標 高 の 高 い 芦 川 地 区 で 育 っ た 豆 類 は ふ っ

く ら や わ ら か い の が 特 徴 で 、 栽 培 さ れ て い る 種

類 の 多 さ に も 目 を 見 張 り ま す 。  

 さ ら に 、 加 工 品 も 豊 富 で 、 地 元 の お ば ち ゃ ん

が 手 作 り す る コ ロ ッ ケ 「 に ん じ ゃ く ん 」 や 草 も

ち 、 地 菜 炒 め や 漬 物 は ど れ も 絶 品 で す ！  
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Ｅ Ｎ Ｄ  
 

鶯 宿 集 落 以 外 に も 芦 川 に は 昔 の 人

の 文 化 や 歴 史 が た く さ ん 残 っ て い

ま す 。 ぜ ひ 、 み な さ ん で 芦 川 の 魅 力

を た く さ ん 見 つ け て く だ さ い 。  


