
 1

富 士 山 考 試 論  

加 太 宏 邦  

 
" Wi e  h e i ß e n  s i e ,  P e t e r ? "  
" B e r g e  h e i ß e n  n i c h t " ,  e r w i d e r t e  d i e s e r .  

( J o h a n n a  S p yr i ,  H e i d i ,  K a p i t e l  3 )  １ 】  
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富 士 山 は 、今 日 、日 本 を 代 表 す る 山 と ひ ろ く 認 識 さ れ、またし ば し ば “ 日 本 ” の 象 徴 と し て扱 わ れる 。  

言 う ま で も なく 、 そ れ は 言 説 に よ っ て 編 制 さ れ た富 士 で あ る 。で は 、 富 士 山 の そ も そ も の 風 景 は ど う い う

様 相 を 呈 し て い る も の か 。 富 士 山 を ゼ ロ の 状 態 に 置 い て見 直 し たと き に 、 そ こ に は ど うよ うな 風 景 が み え て

く る の か 。 私 の 関 心 は 、表 象 解 析 の 手 法 に よ り 、ゼ ロ の 富 士 山 を 再 構 築 す る と い う 試 み で あ り 、 そ の た め

の 手 立 ての 可 能 性 を 探 る こ と に あ る 。ゼ ロ の 富 士 山 は 、そ の 山 容 の 美 や 神 威 と い う言 説 が い か に 後 世 の

言 説 に よ る 蜃 気 楼 で あ る か と い うこ と を 明 ら か に す る で あ ろ う。  

そ の 探 求 の 手 立 て は つ き つ め て 言 え ば 、 富 士 山 と い う 名 の 由 来 の 探 求 に あ る と 考 え る 。 コ ト バ に 還 元

さ れる 富 士 山 の 露 出 を 試 み る こ と が 、こ の 表 象 解 析 に も っ と も 有 効 な道 筋 だ か ら で あ る 。  

論 述 の 都 合 の た め に 、本 論 で は 、 現 代 の 表 象 を まと っ た フ ジ サ ン を 「 富 士 山 」 と 書 き 表 し 、 「 ゼ ロ 」 の フ

ジサ ン を 「 フ ジ（ の 山 ） 」 と 表 記 す る こ と に す る 。  

 

２  

 

風 景 論 的 に フ ジの 山 を 考 え る に あ たっ て 、一 般 に 取 る こ と の 出 来 る 手 立 ては 、歌 枕 や 絵 画 など で あ ろ

う。し か し 、そ こ を 無 視 し ては 通 れ ない 素 材 で あ りなが ら 、こ れに は 決 定 的 な欠 陥 が あ る こ と が 、そ れを 扱 え

ば 扱 うほ ど 明 ら か に なっ てく る の で あ る 。  

さ き ほ ど 、手 立 てと し ての フ ジの 名 の 由 来 の 探 求 を あ げたの は 、い か に も 唐 突 な感 じ が す る か も し れな い 。

し か し 、 フ ジ の 山 を 考 え る の は 、 フ ジ の 山 の ゼ ロ 度 を 想 定 し て み る こ と なく し ては 始 ま ら な い の で あ る 。 時 空

を い ちど 御 破 算 に す る こ と で あ る 。こ の 点 で 言 うなら 、 今 まで の フ ジの 山 に つ い ての 論 の お お か たは 、や は り

実 体 論 で あ る 。す なわ ち 富 士 山 論 で あ り 、い か に 、そ こ へ の ま なざ し の 時 代 別 変 容 を 求 め よ うと も 、 お よ そ

姿 が 定 ま っ た 富 士 山 と い う も の が そ こ に い や お う な く 横 た わ っ て い る 。 そ の 理 由 は 、 お お む ね そ の 噴 火 記

録 や 「 萬 葉 集 」 と い う定 石 か ら 語 りは じ め る か ら で あ り 、そ うす れば 、そ こ に は す で に そ うと う の 富 士 山 が あ る

か ら で あ る 。富 士 の 同 義 反 復 あ る い は 、評 釈 の 世 界 に 陥 る の で あ る 。  

フ ジ の 山 は 火 山 で あ る た め に 、歴 史 上 そ の 容 態 を なん ど も 変 え て き た 。「 7 0 万 年 の よ わ い を 重 ね 、 新

富 士 火 山 と し て 生 ま れか わ っ て か ら で も 5 0 0 0 年 の 年 を へ て 」 ２ 】 い る 山 で あ る 。し か し 、 そ の 周 辺 に 住 む

人 々 と 共 に 、 現 在 の 静 岡 県 と 山 梨 県 の 県 境 と 設 定 さ れてい る 地 で 、 常 に 存 在 を し 続 け てき たこ と も 相 当

確 か で あ る 。  

一 方 、フ ジの 山 の 姿 を 見 てい た人 類 は 、そ の 証 拠 が あ る 旧 石 器 時 代 か ら 数 え てみ ても 日 本 列 島 に 1 0

万 年 程 度 は 、出 入 りは あ っ たに し ろ 住 み 続 け てい る こ と に なる 。こ の 人 類 が コ ト バ の 使 用 を 始 め たの が 、い

つ なの か は 今 の と こ ろ よ く 分 か っ てい ない 。 い ず れに し て も 、フ ジの 山 は ど の よ う に コ ト バ 化 さ れ た の か 、さ れ
．．

なか っ た
．．．．

の か 。  

な ぜ 、 『 萬 葉 集 』 か ら で は 困 る の か 。そ れは ひ と つ は 、上 で 述 べ たよ う に 、ヤ マ トの 文 化 規 範 を 通 し て 語
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ら れる フ ジの 山 が そ こ に 形 成 さ れ 、こ こ で 富 士 が 発 生 し てし まっ てい る か ら で あ る 。こ の こ と は 、あ まり関 心 を

呼 ば な い 議 論 か も し れ ない が 、フ ジ の 山 は 駿 河 国 と 甲 斐 国 の 境 界 に 存 在 し 、当 時 の ヤ マ ト の 文 化 規 範

と は は る か に 異 なる ア ヅ マ世 界 の 事 象 だ っ たは ず だ 。 たと え ば 、 フ ジの 山 を 歌 の 形 で 表 現 し よ うと す れば 、

ヤ マ ト の 風 景 表 現 世 界 に 加 工 し 直 さ れざ る を 得 な い で あ ろ う 。 そ の 時 点 で 、 フ ジの 山 の 姿 は 変 形 を 加 え

ら れ て い る と 考 え たほ う が い い だ ろ う ３ 】 。 な お こ の 意 味 で 、 東 歌 に つ い ては や や 慎 重 に 扱 わ なく ては なら な

い 貴 重 な素 材 と なる で あ ろ う。  

さ ら に は 、フ ジの 山 の 姿 を み てい た人 類 の 1 0 万 年 に 比 し て、フ ジの 記 述 の 初 出 と 言 わ れる 『 常 陸 国 風

土 記 』 で す ら 、そ れが 成 立 し たと 推 定 さ れる 西 暦 7 1 5 年 頃 と い う年 代 は 、取 る に 足 ら ない ほ ど “ 最 近 ” の こ

と で あ る 。こ の 1 0 万 年 の 蓄 積 や 変 容 が 、 8 世 紀 に そ の まま残 っ てい る 可 能 性 は ど れほ ど なの か 。も ちろ ん 、

か す か な残 影 が そ こ に は あ る か も し れ ない 。 ない か も し れない 。残 影 は 、か え っ て、 1 0 万 年 を 欺 い て い る の

か も し れない 。  

ど う い う 点 か ら も 、奈 良 時 代 や 平 安 時 代 の 文 献 で は 、 そ こ に は フ ジ の 山 の 姿 は 見 え に く く 、す で に か な

り「 富 士 山 」 で あ り 、たぶ ん 、そ れは 、お お む ね 、 現 代 の そ れと あ まり 変 わ ら な い 要 素 が 多 い だ ろ う。 富 士 が

神 々 し い 姿 を し てい る と か 秀 麗 な 山 容 を し て い る と か 、日 本 一 高 い と か い う 言 説 は あ き ら か に こ こ １ ３ ０ ０ 年

ぐ ら い に 成 立 し 始 め た表 象 で あ り 、も ちろ ん だ か ら と 言 っ て 、「 真 の 」 フ ジ が ど こ か に あ る と い う 議 論 を し た い

の で は ない 。 ただ 、初 発 点 を 従 来 の 地 点 か ら ず ら す 手 立 てを し ない と  “ 日 本 人 ” の 心 性 の 古 層 に 写 る フ

ジ の 山 が ど う し て も 見 え て こ な い と い う こ と を 言 い た い の で あ る 。 名 前 を 探 る こ と は 、 な に よ り 、 表 象 の 原 初

的 な形 を 探 りうる 重 要 な手 立 てだ か ら で も あ る 。  

 

３  

 

と りあ え ず フ ジの 山 が 初 出 と さ れ る 『 常 陸 国 風 土 記 』 ４ 】 か ら 検 討 を 始 め たい 。『 古 事 記 』 と 同 時 期 の 言

説 で あ る の で 貴 重 で は あ る 。 た だ 、 『 常 陸 国 風 土 記 』 の 記 述 に お け る フ ジ の 山 は 、 常 陸 か ら 駿 河 側 を 見

る と い う 偏 向 に さ ら さ れ 、 そ れを さ ら に ヤ マ ト 的 文 化 規 範 で 描 く と い う 二 重 の ズ レ を 想 定 し た 上 で の 言 説 と

し ての そ れで あ る 。  

『 常 陸 国 風 土 記 』 で 、 まず フ ジの 山 は 「 福 慈 岳 」 と 書 か れて い る こ と に 着 目 し た い 。こ れは 、 萬 葉 集 で の

「 フ ジ 」 表 記 規 範 か ら は 外 れ てい る の で あ る 。こ の 点 で は 貴 重 で あ る 。フ ジ の 表 記 方 法 を め ぐ っ ては 、 後 の

テー マと なる 。  

さ て 、こ こ で 、 フ ジ の 山 の まと わ さ れ た表 象 は 「 冬 夏 雪 霜 、 冷 寒 重 襲 、 人 民 不 登 」 と い うも の と 「 福 慈 岳

常 雪 不 得 登 臨 」 で あ る 。ネ ガ テ ィヴ な 表 現 の み で 、 寒 冷 と い うこ と 、人 の 登 ら ない 山 で あ る と 言 い 切 っ て い

る 。 そ の 姿 （ 秀 麗 さ ） と か 、 高 さ （ 雄 大 さ ） と か 、 噴 火 と か 霊 験 （ 信 仰 の 対 象 ） と い うも の が 欠 落 し てい る 。し

たが っ て、こ こ に は フ ジの 山 の 「 美 」 や 「 卓 越 性 」 も ま たそ の 「 異 様 さ 」 さ え も が まだ 発 生 し てい ない と い うこ と

を うか が わ せ る 。常 陸 側 の 目 だ か ら 、愛 郷 心 の あ ま り 駿 河 を 軽 く 見 よ うと す る 気 持 ち が あ っ たと し ても 、こ の

エ ピ ソ ー ド で 見 ら れる よ うに 、相 手 の 神 が 不 親 切 だ っ たぐ ら い で 、こ れを 貶 め る の は 修 辞 的 に 稚 拙 す ぎ る 。

し か し 省 み る と 、 こ れ が フ ジ の 山 へ の 誹 謗 だ と 感 じ る 現 代 の ま な ざ し に こ そ 問 題 が あ る の で な い か 。 古 代 ５

に は 、案 外 こ れが ひ ろ く 定 着 し てい たフ ジの 山 へ の まなざ し の 常 態 で は なか っ たか の だ ろ うか 。  

「 福 慈 」 は 、 常 陸 国 の 人 の 目 で は 高 山 で す ら なか っ た。 当 時 、 実 際 に フ ジを 間 近 で 見 た事 の あ る 常 陸

国 の 住 民 も い たは ず だ し 、都 か ら 派 遣 さ れて い る 人 た ちは 裾 野 を 通 過 し てき たは ず で あ る 。し か し 、そ の 高

さ に あ え て 言 及 し て い な い 。 そ れ ど こ ろ か 、 筑 波 岳 こ そ 「 高 秀 于 雲 」 で あ り 「 最 峯 西 峯 崢 嶸 」 な の で あ る 。

す なわ ち 、雲 に 秀 で る く ら い 高 く 、 頂 上 は 峻 険 で あ る 、と 言 う の で あ る 。あ き ら か に 、こ こ で は 、フ ジは い か な
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る 意 味 で も 、 差 異 化 を 示 す 表 象 と し て 切 り 出 さ れ て い ない 。た だ 、 地 理 的 に は 常 陸 国 か ら 見 え たと い うだ

け で 、筑 波 山 の 称 揚 に まん まと 使 用 さ れただ け で あ る よ うだ 。  

「 風 土 記 」 は 本 来 諸 国 す べ て の が 揃 っ て い る は ず だ と 言 わ れ て い る の だ が 、 周 知 の よ う に 『 出 雲 国 風

土 記 』 の み が 完 本 で 伝 わ り 、 「 常 陸 」 を は じ め 数 編 が か ろ う じ て 部 分 的 に 残 っ た 。 フ ジ の 地 元 で あ る 「 駿

河 」 の も 「 甲 斐 」 の も 風 土 記 は 伝 承 さ れてい ない 。 た だ 、『 駿 河 國 風 土 記 』 は 、孫 引 き （ と 思 わ れる 形 ） で 、

鎌 倉 時 代 の 文 言 に 、そ の 断 片 が ひ と つ 残 っ てい る 。  

そ れ は 、「 富 士 ノ 山 ニ ハ 雪 ノ フ リ ツ モ リ テア ル ガ 、六 月 十 五 日 ニ ソ ノ 雪 ノ キ ヘ テ、 子 ノ 時 ヨ リ シ モ ニ ハ フ リ

カハ ル ト、 駿 河 國 風 土 記 ニ ミ エ タ リ ト云 ヘ リ 」 ６ 】 で あ る 。こ こ で も 、フ ジに つ い ての 表 象 は 「 雪 」 で あ り 、万 年

雪 で あ る と い うこ と だ け で あ る 。含 意 と し ては 、 高 山 で あ る こ と も あ る か も し れない が 、高 山 ゆえ に 気 高 い と か

雄 大 で あ る と か の 風 景 と し ての 卓 越 性 に は 結 び つ い てい ない 。  

こ の 二 つ の 「 風 土 記 」 か ら 見 る 限 り 、 フ ジか ら 結 ば れる 像 は 、 「 生 産 」 あ る い は 「 生 命 」 の 欠 落 し た 反 世

界 で あ る 。こ の こと は 、先 に や や 大 げさ に 1 0 万 年 の 歴 史 など と い っ たこ と の じ つは 、最 終 的 な尻 尾 の 残 滓

なの か も し れない 。  

石 器 時 代 は も と よ り、縄 文 の 1 万 年 間 を 考 え ても 、フ ジの 山 は 厄 介 モ ノ で あ り、関 心 の 外 だ っ たは ず だ 。

こ の 山 に 何 ら か の 関 心 を 持 つ 必 然 が 考 え ら れ な い か ら で あ る 。 古 代 の 彼 ら の 唯 一 の 関 心 事 が 狩 猟 、 採

取 で あ り、こ の 地 を 敢 え て 選 ん で 定 住 す る 必 然 も ほ と ん ど なか っ た。 実 際 に は 、 富 士 山 の 麓 に い く つ か の

縄 文 遺 跡 は 発 見 さ れ て は い る し 、 縄 文 人 の 意 識 を 探 る 試 み が 考 古 学 に お い て 「 縄 文 ラ ン ド ス ケ ー プ 」 と

い う 分 野 で なさ れ て い る 。こ こ で は 、そ の 中 の 「 富 士 山 に 対 す る 縄 文 人 の 意 識 化 に つ い て 」 ７ 】 と い う 示 唆

に 富 む 論 文 を 参 照 し つ つ 、い く つ か の こ と を 考 え てみ たい 。  

同 論 文 は 、富 士 山 が 見 え る 位 置 に あ る 遺 跡 を い く つ か の 条 件 を つ け て選 び 、古 代 人 の フ ジの 山 意 識

の 分 析 を 行 っ たも の で あ る 。 ただ 、 考 古 学 的 に 発 見 さ れた遺 跡 の 数 は 少 な い ら し く 、か つ 一 番 富 士 山 頂

に 近 い 千 居 遺 跡 で も 、標 高 3 8 9 メ ー トルの 位 置 で あ り、そ こ は 同 書 で 掲 げら れた千 居 を 中 心 に し た「 3 6 0

度 パ ノ ラ マ図 」 （ p . 2 6 ） で 見 る 限 り 、 富 士 山 を 遠 望 す る 平 地 で あ る 。 ただ 、そ うで は あ っ て も フ ジ が 遠 く に 見

え れば 、そ こ に 意 識 を 向 け た何 ら か の 祭 祀 が あ っ たか も し れない 。石 の 並 び 方 に そ の 痕 跡 が あ る と 言 う（ た

だ し こ れが “ 意 識 ” を 表 す も の で あ る か に つ い ては 同 論 文 の 筆 者 は 相 当 慎 重 で は あ る ） 。門 外 漢 なが ら 、

列 石 の 並 び か ら フ ジ の 山 へ の 意 識 を 推 断 す る の は や や 難 し く は ない か と い う 疑 問 を 懐 く 。 石 の 並 び 方 の

方 向 性 は 、住 居 に 関 係 し てい え ば 、日 照 、斜 面 、 水 流 、防 御 、交 通 など 実 践 的 な 理 由 や 地 形 的 なも の

に よ る の か も し れ ず 、 祭 祀 の 施 設 だ と す る と 、 そ れ が ど の よ う な
．．．．．

「 富 士 山 へ の 意 識 」 ８ 】 と 結 び つ く の か 、 問

題 が 多 い 気 が す る 。  

現 在 の 地 図 を み てあ ら た め て考 え てみ よ う。 千 居 遺 跡 は 、頂 上 か ら 南 西 方 向 に あ る が 、こ の あ た りで は 、

富 士 山 の 伏 流 水 が 表 出 し 、 まる で 毛 細 血 管 の よ う に 豊 富 な湧 水 と 幾 筋 も の 水 流 が み ら れ る 。 現 在 の 富

士 宮 市 の 本 宮 浅 間 大 社 も や は り同 じ 方 位 に あ る が 、 こ こ の 著 名 な湧 水 （ 湧 玉 池 ） も そ の ひ と つ で あ る （ 千

居 遺 跡 と こ の 池 と は 富 士 山 の 同 じ 斜 面 に あ る ） 。つ ま り 、 古 代 人 に よ っ て 、 そ の 地 が 選 ば れ た の は 、 そ の

水 の 利 用 が ひ と つ の 要 件 に なっ てい たの で は ない か 。  

た だ し 、 水 の 管 理 は 単 純 で な い 。 後 に フ ジを 考 え る 重 要 な 手 が か り と し て 考 察 す る の で 、 今 は 定 住 の

条 件 に 、水 は あ れば い い の で なく 、あ る 条 件 の 元 に 水 は 必 要 なの だ と い うこ と を 述 べ てお く に と ど め る 。も う

ひ と つ は 、 フ ジ の 山 が 噴 火 し た 場 合 、 そ の 降 灰 は 東 側 へ 流 れ る の が 通 例 だ か ら 、 こ れ を 避 け る た め に 西

側 が 選 ば れる と い うこ と も あ る か も 知 れない 。  

ま た 、 同 書 で あ わ せ て 考 究 さ れ た 山 梨 県 の 八 ヶ 岳 南 麓 の 縄 文 遺 跡 は 、 そ の 数 も 多 く 、 か つ そ の 位 置

が 標 高 8 0 0 メ ー トルか ら 9 0 0 メ ー トルに まで 及 び 、これら の こ と か ら 導 か れる べ き 結 論 は 、む し ろ フ ジの 山 に
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つ い ては 、そ の 地 元 は 裾 野 を 含 め て 忌 避 さ れ た空 間 で あ っ たか の で は な い か 考 え る ほ う が 無 理 が な い 気

が す る 。こ の 期 間 は 「 新 富 士 火 山 活 動 期 に あ たる 」 ９ 】 の で 、こ の こ と だ け で も 、人 が 好 ん で 住 ん だ りす る 空

間 で は なか っ たの で は ない か 。  

 

４  

 

風 土 記 に か ろ うじ て散 見 さ れる フ ジの 山 なの だ が 、『 古 事 記 』 や 『 日 本 書 紀 』 に は 欠 落 し てい る 。こ の 欠

落 は か な り重 要 な 意 味 を も つ 。 風 景 は そ れが 親 密 で あ れ ば 、細 分 化 さ れ 言 説 化 さ れ 、 そ の 表 象 は 反 復

さ れ、相 乗 効 果 を も っ て増 幅 さ れ 、や が て クリ シェ と し て固 まっ てい く が 、一 方 、地 理 的 に 無 縁 で あ る 風 景

は 、 意 識 化 が あ い ま い に な り 、 大 雑 把 に 概 念 化 さ れて 単 純 な 否 定 的 括 弧 に く く ら れ て 扱 わ れ る か ら で あ

る 。たと え ば 「 ア ヅ マ」 と い う概 念 で く く ら れる 地 域 など は そ の 典 型 で あ ろ う。  

フ ジの 山 の 位 置 す る 地 域 を 含 む 非 ヤ マ トの 像 （ す な わ ち差 異 化 さ れて い る 部 分 に 対 し て 、中 心 か ら 懐

か れ る 消 極 的 意 味 空 間 ） は す で に 欠 落 さ せ る と い う“ 意 味 ” を 表 明 を し てい る 。 フ ジ の 山 は 決 し て 卓 越 し

た存 在 で なく 、富 士 山 で は なか っ たの で あ る 。  

『 古 事 記 』 で 、可 能 性 と し て、フ ジの 山 が 言 及 さ れ て い ても お か し く ないく だ りは 、倭 健 命
ヤマトタケルノミコト

の 東 国 征 伐 の

条 で あ る １ ０ 】 。  

こ の 条 で は 、倭 健 命 の 東 征 ルー トが 比 較 的 明 確 に 示 さ れて い て 、あ き ら か に 東 海 地 方 を 経 て 相 模 に

至 る こ と が わ か る 。 ま た 帰 路 、 ふ た た び 「 足 柄 」 に 至 り、 峠 か ら こ の 地 方 を 「 阿 豆 麻
ア ヅ マ

」 と 命 名 し 、さ ら に 甲 斐

へ 抜 け て戻 っ たこ と に なっ てい る 。と す る な ら 、 フ ジ の 山 の 周 囲 を 二 回 に わ たっ て通 過 し てい る こ と に なる 。

お そ ら く 通 過 だ け で は なく 相 当 期 間 滞 留 も し てい る か も し れない 。  

そ れに も か か わ ら ず 、フ ジの 山 に つ い ての 言 及 が 一 切 ない 。さ ら に 、興 味 が あ る の は 、こ の 記 述 で は 、相

模 と 駿 河 の 名 前 あ る い は 位 置 が 混 乱 し てい る ら し い 点 で あ る 。当 時 の ヤ マ ト か ら の 視 点 で は 、 ア ヅ マは い

か に 主 体 的 に 意 味 化 さ れ て い なか っ た が う か が わ れる 。 そ こ に 位 置 す る フ ジ の 山 も 同 様 に 差 異 化 ゼ ロ の

風 景 で あ っ たと い うこ と が よ く わ か か る 。  

も うひ と つ 、 こ の ８ 年 後 に 成 立 し た『 日 本 書 紀 』 １ １ 】 で は 、 日 本 武 尊
ヤ マ ト タ ケ ル ノ ミ コ ト

が 同 じ く 東 征 す る く だ りで 、 地 域 名

の 位 置 問 題 に 配 慮 が 働 い たの か 、まず 「 駿 河 」 に 至 り「 相 模 」 を 通 る と い う順 に 修 正 さ れてい る 。そ の 後 は 、

海 路 で 常 陸 か ら 陸 奥 ま で 行 き 、 復 路 で 甲 斐 を 通 過 し て い る 。 こ の 東 征 の 行 程 で も 、 山 麓 を 通 過 し た は

ず の フ ジ の 山 へ の 言 及 は み ら れ ない 。 また 、『 日 本 書 紀 』 で は 、「 吾 嬬
ア ヅ マ

」 の 命 名 が 「 碓 日
ウ ス ヒ

」 の 峠 で 行 わ れて

い る 。 こ の よ う に 、ア ヅ マの 地 域 設 定 の 基 準 点 は 記 紀 間 で 揺 れ 動 い てい る の で あ る 。 地 域 の 区 割 り の 変

更 と 言 う よ り 、 ア ヅ マ 概 念 そ の も の が い か に 相 対 的 で あ り 、 「 非 ヤ マ ト 」 と い う 地 域 が 差 異 的 現 象 と し て 認

識 さ れてい たこ と を 表 す 証 と み なせ る だ ろ う。  

記 紀 で 注 意 を 惹 く も うひ と つ の 点 は 、駿 河 （ 「 古 事 記 」 に お け る 「 相 模 」 は お そ ら く 「 駿 河 」 の 間 違 い だ と

す る と ） へ ヤ マ ト タ ケ ルノ ミ コ ト が 入 る と 、 火 責 め の 攻 撃 に あ うと い うく だ りで あ る 。 “ 火 ” が 駿 河 を 通 過 す る と

き の 障 害 の 象 徴 と 解 釈 す る なら 、こ れは 古 代 か ら の 富 士 山 の 噴 火 の 記 憶 と の 重 な りが あ る の か も し れない

（ ヤ マ ト コ ト バ で は 、 噴 火 は 「 焼 け る 」 と 言 う こ と を 想 起 し た い ） 。 溶 岩 流 、 降 灰 、 頻 発 す る 森 林 火 災 の 発

生 な ど が ふ も と に ま で 及 ん だ と い う 記 憶 で あ る 。 フ ジの 山 は 縄 文 時 代 は も ち ろ ん の こ と 、 弥 生 時 代 に も 大

規 模 な噴 火 を 続 け て い た １ ２ 】 。 国 家 形 成 が 東 漸 す る に つ れて 障 害 と なっ たの が 、こ の 駿 河 と 相 模 の 間 で

の 噴 火 す る フ ジの 山 （ と い う 伝 承 ） と ア シガ ラ の 山 だ っ たか も し れない 。と く に 、火 山 と い うも の の 体 験 の ない

ヤ マ ト 地 方 の 者 に は 、 西 か ら 東 海 道 沿 い に 来 る 場 合 に 、 こ こ が 初 め て の 理 解 不 能 な 物 理 的 障 壁 と し て

立 ちは だ か る か ら で あ る 。こ の 障 害 を 突 破 す る 物 語 が ア ヅ マ征 服 の 象 徴 点 で あ り 、そ れが 「 火 」 に か か わ る
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と い う の は 、 意 味 が あ る の で は ない か 。フ ジの 山 の 固 有 名 で なく “ 火 ” の 描 写 に よ っ て 、こ こ に は フ ジの 山 が

描 か れ てい る と 言 え ない か 。こ の こ と を 裏 付 け る の は 、 駿 河 で の “ 火 ” の 戦 い の 記 述 以 外 は 、 記 紀 と も に そ

の 全 行 程 で ヤ マトタ ケ ルノ ミ コ トが 戦 闘 を 行 なう具 体 的 な描 写 は 全 く ない の で あ る 。  

さ ら に 、こ の 火 責 め 攻 撃 の あ と 、こ れは 『 古 事 記 』 に の み 記 載 さ れ てい る 、 海 上 で 弟 橘 比 賣 命 の 詠 うあ

の 「 さ ね さ し （ 佐 泥 佐 斯 ） 相 武
サ ガ ム

の 小 野 に 燃 ゆ る 火 の 火 中
ホ ナ カ

に 立 ちて 問 ひ し 君 は も 」 の 歌 で あ る が 、 難 解 だ と

言 わ れ る 「 佐 泥 佐 斯 」 の 部 分 の 解 釈 を め ぐ っ て 、 江 戸 後 期 の 国 学 者 、 橘 守 部 が 興 味 あ る こ と を 述 べ て

い る と い う。 す な わ ち 「 眞 嶺 利
サ ネ サ シ

に て、 富 士 ノ 嶺
ネ

を美 賞
ホ メ

て 、 眞 嶺
サ ネ

と 云 ヒ 、其 ノ 嶺 の 聳 立
ソ ビ エ タ テ

る を 、 刺
さ す

と 云 フ 」 と い う

１ ３ 。】 そ うな ら ば 、こ の 「 火 」 は フ ジの 山 と つ なが る の で あ る 。歌 の 後 半 の 「 燃 ゆる 火 の 火 中 に 立 ち て」 は 、 武

蔵 野 の の ど か な 野 焼 き 行 事 の 恋 歌 な ど で は なく 、 ヤ マ トタ ケ ルノ ミ コ トは 、 まさ に フ ジの 山 の 猛 火 の 只 中 に

屹 立 し てい る の で あ る 。  

以 上 の よ う な 、解 釈 が 可 能 で あ る な ら 、 記 紀 で は 、フ ジの 山 は 、ヤ マ トの 人 間 に は そ の 意 味 が よ く 理 解

で き ない 「 火 炎 」 の 山 と し ての 形 象 を まと っ た 障 害 物 だ っ たと い うこ と に な る 。こ れは 、こ の 土 地 の 人 々 の 培

っ てき たフ ジの 山 認 識 と そ うと う異 なっ てい た。そ の こ と は 追 々 検 証 す る 。  

なお 、『 日 本 書 紀 』 に は 、「 秋 七 月 。東 國 不 盡 河 邊 」 と い う皇 極 天 皇 ３ 年 （ ６ ４ ５ 年 ） の 記 述 が あ る が 、こ

れが 「 フ ジ」 と い うコ トバ に つ い て の 唯 一 の 影 で あ る よ う に 見 え る 。そ の 訓 は 「 あ づ まの ふ じ の か は の ほ と り 」 で

あ る 。 １ ４  】 し か し 、こ れは 、 富 士 川 と い う 川 の 名 に つ い ての 言 及 で あ っ て 、決 し て フ ジ の 山 が 意 識 さ れ て い

る わ け で は な い こ と に 注 意 を し な く て な ら な い 。 な ぜ な ら 、 こ の 川 の 名 前 は フ ジ の 山 か ら き て い る の で な く 、

地 名 か ら 来 てい る か ら で あ る 。『 和 名 類 聚 抄 』 ( 9 3 1  - 9 3 8 年 ) を 根 拠 に 、前 出 の 飯 田 武 郷 も こ の 河 川 名 の

註 釈 に 「 其 郡 （ 富 士 郡 ） を 流 る ゝ に 據 て 不 盡 河 と 云 なり」 と し てい る 。こ の 『 和 名 類 聚 抄 』 の 記 述 が なぜ 信

頼 置 け る か と 言 うと 、 富 士 川 は 事 実 、山 梨 県 に 水 源 を 持 ち、釜 無 川 と な り甲 府 盆 地 南 端 で 笛 吹 川 と 合

流 し 、毛 無 山 （ 1 9 4 5 メ ー トル） や 七 面 山 （ 1 9 8 9 メ ー トル） など に 挟 まれ た急 峻 な 山 地 の 谷 あ い を 下 り、富

士 山 の 裾 野 を 一 度 も 通 過 す る こ と なく 、最 後 に 現 在 の 富 士 市 と 静 岡 市 清 水 区 と の 市 境 と し て顔 を 出 し 、

そ の ま ま 駿 河 湾 に 注 ぐ 川 だ か ら だ 。 す な わ ち フ ジ の 山 と は 無 関 係 な 川 だ か ら だ 。 も ち ろ ん 、 で は 、 そ の 富

士 郡 は フ ジ の 山 に 因 ん だ 命 名 で は な い か と い う 疑 問 が で る だ ろ う が 、 こ の こ と も 『 本 朝 文 粹 』 の 「 富 士 山

記 」 で 都 良 香 が 「 山 名 富 士 。取 郡 名 也 」 １ ５ 】 と 郡 名 か ら の 名 づ け だ と 明 言 し てい る 点 に 注 目 し た い 。こ の

郡 名 を め ぐ っ ては 後 の テー マと なる 。  

こ の 時 点 で 確 認 で き る 事 は 、フ ジの 山 は ヤ マ ト の 側 か ら は 、 富 士 山 と し て の 表 象 が 垣 間 見 ら れる こ と が

あ っ ても 肝 心 の 土 地 の 人 々 が 懐 い てい る 表 象 は まだ 見 え てい ない と い うこ と で あ る 。  

 

５  

 

『 萬 葉 集 』 １ ６ 】 は フ ジ の 山 の 表 象 を 扱 う の に ど う し ても 参 照 し な く て なら な い 文 献 と な る 。 萬 葉 集 に は フ

ジと い うコ トバ が 、 歌 の ほ か に 前 書 き など を 含 め て 1 6 箇 所 に 見 ら れる （ 歌 と し ては 1 1 首 ） が 着 目 す べ き は 、

フ ジの 表 記 で あ る 。「 不 盡 」 （ 1 0 回 ） 、「 布 士 」 （ 2 回 ） 、「 布 自 」 「 布 仕 」 「 布 時 」 「 不 自 」 （ そ れぞ れ 1 回 ） で

あ る 。 そ し て 、 前 述 し た 『 常 陸 國 風 土 記 』 の 「 福 慈 」 と い う表 記 と の 重 な りが まっ たく な い こ と も 興 味 あ る こ と

で あ る 。 フ ジ の 表 記 が 富 士 と 定 まっ た 時 代 の 「 竹 取 物 語 」 な ど で 述 べ ら れ る 意 味 あ りげ な 通 俗 語 源 説 は

文 字 が コ トを 隠 蔽 し 始 め た時 代 を 示 す の ひ と つ の と なる 。  

万 葉 時 代 に 最 も 多 い 「 不 盡 」 の 表 記 に は 恒 久 性 を 含 意 す る 意 味 が す で に 持 たさ れて い る 。好 字 使 用

の 原 則 の 影 響 か も し れない 。し か し 、残 りの 四 割 は ま だ 音 の み で あ る 。フ ジは 認 識 の 規 範 性 の 枠 外 に まだ

あ る こ と を 表 し てい る 。ま た、フ ジは 山 と し て の そ れで あ る が 、 山 と い う意 識 は ど の よ うに 表 記 さ れ てい る か 見
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る と 、「 高 嶺 」 （ 8 回 ） 、「 嶺 」 （ 3 回 ） ） 、「 山 」 （ 3 回 ） で あ っ て（ 『 風 土 記 』 の み 「 岳 」 が 用 い ら れてい る ） 、残 り

は 「 ― 河 」 と 「 ― 柴 山 」 で あ る 。こ こ に 、す で に フ ジの 山 は 高 山 で あ る 認 識 が ほ ぼ 六 割 に は 持 たれ てい る こ と

を 確 認 す る が 、 逆 に 「 嶺 」 、 「 山 」 と 言 う の も 四 割 で あ る 。 つ ま り 、 こ れ ら の 表 現 か ら 見 る な ら 、 萬 葉 集 が 成

立 す る 期 間 の ほ ぼ 1 2 0 年 間 の 間 に フ ジの 山 の 表 象 は 、徐 々 に 時 間 を か け て「 高 さ 」 と 「 神 秘 性 （ 恒 久 ） 」

を まと い 始 め たこ と が 見 ら れる の で あ る 。  

た だ 、 相 変 わ ら ず 、 フ ジ 山 と は な ら ない 。 「 の 」 と い う 連 体 助 詞 が （ 漢 文 表 記 部 分 を 除 い ては ） 付 け ら れ

てい る こ と に も 注 意 を 要 す る 。こ の 「 の 」 は 基 本 的 に 「 能 」 または 「 乃 」 で 表 記 さ れてい る 。古 語 辞 典 に よ る と 、

所 在 を 示 す 「 … に あ る 」 と い う 意 味 で あ る １ ７ 】 。 こ こ で も フ ジ は 、 い ま だ 山 の 名 前 と し て 定 型 と は な ら ず 、 素

直 に 読 め ば 、 フ ジ と い う 場 所 に 位 置 す る 高 嶺 （ あ る い は 嶺 ） で あ る 。 そ の 意 識 が 底 流 に 流 れ て い る か ら

「 の 」 が 介 在 す る の だ ろ う 。 大 和 の 「 三 輪 山 」 や 「 畝 傍 山 」 な ど の よ う に 日 常 化 さ れ た 山 と の ち が い と も い え

よ う。  

具 体 的 に 、 歌 を み て 見 よ う 。 注 目 す べ き は 、 誰 が ど こ か ら 詠 っ たか と い う 点 で あ る 。 言 う まで も なく 、 ま な

ざ し の 主 体 と そ の 位 置 が 問 題 だ か ら だ 。  

フ ジの 山 を 詠 っ たの は 長 歌 、短 歌 を あ わ せ て 11 首 。山 部 赤 人 （ 2 首 ） と 未 詳 の 作 者 （ 笠 金 村 と も 言 わ

れる ） （ 2 首 ） と 高 橋 蟲 麿 ( 1 首 ） の 三 人 は 、い ちお う 都 人 だ と 思 わ れてい る 。赤 人 、蟲 麿 、 金 村 （ だ と す れ

ば ） こ の 三 者 に 共 通 す る の は 、ほ ぼ 『 古 事 記 』 や 「 風 土 記 」 、 『 日 本 書 紀 』 の 同 時 代 人 で あ る こ と で あ る 。

また、 少 なく と も 赤 人 と 蟲 麿 は フ ジの 山 を 実 見 し て い る 可 能 性 が あ る と も い わ れる 。 三 人 は 、 史 書 に も そ の

名 が 見 え な い 下 級 官 吏 で 、 上 官 に つ き 従 っ て の 転 勤 か 視 察 は 多 か っ た よ う な 人 物 ら し く 、 赤 人 は 下 総

国 、蟲 麿 は 常 陸 国 に 駐 在 し てい た可 能 性 も 指 摘 さ れてい る 。と す る と 、東 国 往 復 時 に 、駿 河 を 通 過 し た

可 能 性 は そ うと うあ る 。  

そ れ に も か か わ ら ず 、赤 人 は 、 長 歌 の 中 で 、 フ ジの 山 の 高 さ ゆ え に 太 陽 も 月 も 富 士 山 の 頂 き に 隠 れ る

と い う 表 現 を 用 い る 。 １ ８ 】 こ れ は 、 そ う と う に 事 実 に 反 す る 。 こ の 歌 を 詠 っ た で あ ろ う 地 点 （ 富 士 川 河 口 の

右 岸 ） か ら は 、 富 士 山 は わ ず か 東 に 振 る が ほ ぼ北 に 位 置 す る か ら で あ る 。 太 陽 や 月 が 隠 れる よ うに 見 る た

め に は 、山 梨 県 側 へ 回 ら なく ては な ら ない 。ま た、 富 士 の 高 嶺 に 雪 が 降 る と い うの は 実 見 で は あ りえ ない 。

雪 が 降 る よ うな悪 天 候 で は 当 然 、遠 望 が き か なく なる か ら で あ る 。  

そ うは 言 い なが ら も 、 赤 人 が フ ジ の 山 を 実 見 し て い る と 信 じ ら れ る の は 、「 反 歌 」 で 東 海 道 を 西 か ら 来 て 、

古 代 に 田 兒 之 浦
タ ゴ ノ ウ ラ

と 呼 ば れ た 海 沿 い の 薩 埵 の 難 所 （ 江 戸 時 代 以 降 は 峠 道 に 付 け 替 え ら れ た ） 、 由 比 、

蒲 原 の 崖 下 道 を 抜 け て、 突 如 視 界 が 開 け る 富 士 川 の 河 口 へ 出 たと き を 捕 ら え て、 まさ に 詠 っ て い る か ら

で あ る 。こ の 地 点 か ら だ と 、愛 鷹 山 連 峰 （ 越 前 岳 1 5 0 4 メ ー トル） に も 視 界 を さ え ぎ ら れる こ と なく 富 士 全 景

を 視 界 に お さ め ら れる （ 現 在 で も 、 富 士 山 を 背 景 に し て 富 士 川 の 鉄 橋 を 通 過 す る 新 幹 線 の 絵 は が き は

定 番 で あ る ） 。こ の よ うに 視 覚 的 風 景 と し て最 適 地 を 選 ぶ こ と は 、こ こ を 通 過 し た人 に だ け で き る こ と で あ ろ

う 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 概 念 的 風 景 と し ての フ ジ の 山 を こ こ に 描 き 出 し て い る の だ 。 歌 詠 み の 技 術 と い う

文 化 的 規 範 が ほ ぼ 成 立 し 、そ の ため に 「 富 士 化 」 現 象 が 生 ま れてき てい る の か が み え る 大 切 な 転 回 点 で

あ る 。す なわ ちフ ジの 山 の 隠 蔽 の 始 まりで あ る 。  

蟲 麿 の 歌 １ ９ 】 は 、 雲 が 頂 上 あ た りを 棚 引 い て い る 、 と 言 う だ け で 、ど こ か ら の ま なざ し で つ く ら れ た フ ジ の

山 なの か 、あ まりに も 茫 漠 と し て概 念 的 す ぎ る 。  

作 者 未 詳 の 長 歌 ２ ０ 】 は 、 そ の 歌 の 中 に 「 甲 斐 國 」 、 「 駿 河 國 」 （ 2 回 ） 、 「 石 花 湖
セ ノ ウ ミ

」 、 「 不 盡 河 」 、 「 大

和 」 、「 不 盡 の 高 嶺 」 （ 2 回 ） と 地 名 （ 固 有 名 詞 ） が 頻 発 し てい て、さ ら に 火 山 活 動 、積 雪 など の 情 報 が 満

載 で 、か つ そ の 「 反 歌 」 は ２ １ 】 、 上 で 引 用 し た「 駿 河 國 風 土 記 」 に 記 載 が あ っ たと い う「 富 士 ノ 山 ニ ハ 雪 ノ

フ リ ツ モ リ テア ルガ 、 六 月 十 五 日 ニ ソ ノ 雪 ノ キ ヘ テ 、 子 ノ 時 ヨ リ シモ ニ ハ フ リ カ ハ ル 」 と 酷 似 し てい る 。こ れ は 、
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も し か し た ら 、 こ の 作 者 は な ん ら か の 立 場 に い て （ い ま は 存 在 し な い ） 「 駿 河 國 風 土 記 」 や 「 甲 斐 國 風 土

記 」 を 目 に し 、そ こ か ら の 情 報 を つ ぎ は ぎ に し て 都 か ら 詠 っ たの で は な い か と い う 想 像 を す ら 抱 か せ る 。と く

に 「 石 花 湖 」 は 萬 葉 集 で 唯 一 の 甲 斐 の 国 の 地 名 情 報 だ か ら で あ る 。 視 点 が 知 識 人 の 知 見 に 依 存 し す

ぎ て、結 果 と し て歌 が あ まりに も 事 々 し く 総 花 的 なの だ 。  

三 人 か ら 見 え る こ と 、そ れは 都 人 に は こ うい う 観 念 に の せ た作 風 で 詠 うと い う文 化 規 範 が す で に 形 成 さ

れ つ つ あ っ た の だ ろ う と い う こ と で あ る 。 時 代 の 型 に うま く は まっ たか ら こ そ 、 『 萬 葉 集 』 に 採 用 さ れ たの だ と

も 言 え る 。 こ の よ う に 、 都 人 （ 知 識 人 ） に よ っ て 、 フ ジの 山 に は 雪 や 雲 や 火 が 添 え ら れ て 形 が 整 う と い う 定

型 が 作 り出 さ れ、フ ジの 山 は そ の 分 、徐 々 に 隠 蔽 さ れてい く と い う現 象 が お こ っ てき た。  

萬 葉 集 中 の 「 古 今 相 聞 往 来 歌 類 上 」 の 「 物 に 寄 せ て思 い を 陳 べ たる 歌 」 に 所 収 の 2 首 ２ ２ 】 は 「 不 盡

乃 高 嶺 之 焼 管 」 と 「 布 仕 能 高 嶺 之 燎 乍 」 と 文 字 使 い は 全 く と い っ てい い ほ ど 異 なり なが ら 「 フ ジ の 高 嶺 の

燃 え つ つ 」 と い う 全 く 同 じ 音 声 表 現 が 用 い ら れ てい る 。 こ の こ と は 、 ど ちら か が 模 倣 し たと い うこ と で なく 、こ

の 表 現 （ フ ジ の 山 ＝ 噴 火 ） が 音 声 と し て類 型 化 さ れ、 歌 詠 み た ち の 耳 と 口 に 親 し ま れ てい た 証 拠 だ と 言

え よ う。 フ ジの 山 が 火 山 で あ る と い う特 性 が 抽 出 さ れ 、恋 の 燃 え 立 つ 思 い の 「 比 喩 」 の 素 材 に 使 用 さ れて

い る 、 ま さ に 実 景 と は 無 関 係 な ２ ３ 】 飾 り コ ト バ と し て の フ ジ の 山 で あ る 。 し か し 、 「 燃 え る 」 と い う 現 象 を 恋 の

想 い に 転 化 す る 比 喩 表 現 と し ては そ うと う 高 踏 的 作 歌 技 術 （ 現 在 で は 陳 腐 と 感 じ ら れ る の は 、そ れ だ け

人 口 に 膾 炙 し たか ら で あ る ） で あ り、こ の 定 型 句 に よ っ て比 喩 と なっ たフ ジの 山 、す なわ ち富 士 山 を 私 たち

は 見 る よ うに なり始 め てい る の だ 。  

最 後 に 、 こ れら と は 区 別 し て 考 え て 見 る 必 要 が あ る の が 東 歌 で あ る 。 「 駿 河 國 歌 」 と し て 集 め ら れ た 5

首 ２ ４ 】 の う ち４ 首 まで が 「 フ ジの 山 」 を 素 材 に し てい る 。 駿 河 国 と い え ば フ ジの 山 と い う 型 が 出 来 つ つ あ る こ

と を よ く 示 し てい る 。 こ の フ ジ の 山 の 歌 が 、さ す が に フ ジ の 周 辺 の 生 活 者 の 歌 だ と わ か る の は 、 先 の 「 物 に

寄 せ て 思 い を 陳 べ たる 」 相 聞 歌 と 異 な り 、 類 型 と し ての フ ジの 山 で なく 、 ひ と つ ひ と つ に 実 感 が あ る か ら で

あ る 。  

「 安 麻 乃 波 良 … 」 ２ ５ 】 の は じ め に 添 え ら れ て い る フ ジの 山 の 高 さ を し め す 「 天 の 原 」 は 、 空 に 聳 え て い る

と い うぐ ら い の 意 味 で 、 一 向 に 主 眼 で なく 、 む し ろ 、 足 も と の 山 麓 の 潅 木 林 、 働 く 男 （ 歌 い 手 ） 、茂 み の 蔭

で の 逢 瀬 、 季 節 が 移 っ てい く と 葉 が 落 ち て姿 を 隠 し に く く なる 、と い うよ う な、 き わ め て 「 場 」 が リ ア ル に 描 か

れる 歌 で あ る 。都 人 の 歌 と フ ジの 山 へ の 視 線 が まっ たく 異 なる 。こ の フ ジは 単 なる 山 なの だ 。  

「 不 盡 能 祢 乃 … 」 ２ ６ 】 。 こ の 歌 で は 、 フ ジ の 山 の 裾 野 の 広 大 さ を 言 う の だ が 、 そ れは 絶 景 だ と か 、 壮 大

だ と か い う 風 景 と し てで は なく 、 単 に 、 歩 く と 距 離 が 長 く て 難 儀 で あ る （ し か し 、 女 に 逢 い に 行 く の だ か ら そ

の 長 路 も 耐 え ら れ る ） と い う 肉 体 的 実 感 と 恋 の 想 い の 質 朴 な 表 現 なの だ 。 風 景 で なく 足 で 感 じ る 地 形 と

し ての フ ジの 山 が こ こ に は あ る 。  

「 可 須 美 為 流 … 」 ２ ７ 】 も 同 様 で あ る 。 霞 （ 上 代 で は 霧 と 同 義 語 ） の せ い で フ ジの 山 の 広 大 な 裾 野 も 視

界 が 効 か ない 、せ っ か く の 妻 も 自 分 を 見 つ け る 事 が で き ない 、と い う 気 象 と 地 理 の 生 活 感 覚 に 支 え ら れ た

フ ジの 山 で あ る 。  

「 佐 奴 良 久 波 … 」 ２ ８ 】 。こ こ で は 、恋 人 と 一 緒 に い る 時 間 は 短 く 、別 れて 募 る 思 い は 激 し い 、と 詠 うの だ

が 、 そ の 激 し さ の 比 喩 に フ ジ の 山 麓 の 「 奈 流 佐 波
ナ ル サ ハ

」 す な わ ち フ ジ の 山 麓 の 音 を 立 て て流 れ る 渓 流 が 用 い

ら れてい る 。  

そ の ほ か に 、防 人 歌 の 駿 河 出 身 者 の 歌 は 1 0 首 採 取 さ れてい る が 、フ ジの 山 を 題 材 に し た（ と 思 わ れ

る ） の は ひ と つ し か な い 。 「 和 伎 米 故 等 … 」 ２ ９ 】 で あ る が 、 東 国 訛 り 丸 出 し で 、 規 範 文 法 か ら 外 れ 、 掛 詞

（ む し ろ 駄 洒 落 ） も 二 箇 所 用 い ら れ た 歌 で 、 フ ジと い う 固 有 名 も 用 い ず （ 「 須 流 河 乃 祢 」 （ 駿 河 の 嶺 ） と い

う 表 現 ） 、ど こ まで 真 面 目 な の か 分 か ら な い 歌 だ 。フ ジ の 山 の 内 実 を 伝 え る も の に は なっ て い な い の だ が 、
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し か し 、こ の 空 疎 さ は 、 フ ジ の 山 に 対 し ての 距 離 感 の 余 裕 を 感 じ さ せ 、む し ろ 地 元 の 人 々 に は フ ジの 山 が

卓 越 性 の 対 象 で なく （ 名 前 す ら ない ） 戯 れ 歌 の 対 象 に まで なっ てい る と い う印 象 を 強 く す る 。す く なく と も こ

こ に み ら れる フ ジの 山 の 表 象 は 、厳 粛 と か 秀 麗 と い う像 に 結 び つ か ない の だ 。  

な お 、 萬 葉 集 で は 、 駿 河 国 を 通 過 し た か あ る い は 滞 在 し た 他 国 人 の 詠 ん だ 歌 が 、 上 で あ げ た も の 以

外 に 、 4 首 あ る が 、フ ジの 山 を 詠 うこ と は ない 。 田 子 の 浦 や 三 保 の 浦 が 舞 台 の 歌 で も 、フ ジの 山 は 無 視 さ

れ て い る （ 他 は 安 倍 の 市 と 大 井 川 河 口 を 詠 う ） 。 も う ひ と つ 、 都 で 仕 事 を し て い る 駿 河 出 身 の 女 性 （ 釆

女 ） の 歌 が 2 首 あ る が 、故 郷 の フ ジの 山 を 詠 うも の は ない 。  

こ の よ うに 、地 元 の 人 々 の フ ジの 山 の 表 象 は 、 潅 木 、 労 働 の 場 、落 葉 、 長 い 難 路 、霧 、渓 流 の 音 、戯

れ コ ト バ で あ っ て 、 フ ジの 山 の 神 々 し さ と か 風 景 美 と し て の 雄 大 さ と い う 精 神 性 と 結 び つ け る “ 意 味 ” を 帯

び る こ と は ない の で あ る 。フ ジの 山 は 神 秘 性 や 崇 敬 の 表 象 を まと っ てい ない 。む し ろ 、ど ちら か と い うと 、フ ジ

の 山 は す く なく と も 「 日 常 」 か つ 「 無 名 」 な の だ 。 言 うも ま で も なく 、 フ ジが 富 士 に 変 容 す る の は 、生 活 実 感

が ない ため に 富 士 山 に 仕 立 てた てし まっ た都 人 の 規 範 文 化 で あ り（ 後 に 都 か ら 生 ず る 怪 し げと 言 っ ても よ

い 山 岳 修 験 道 で あ り ） 、 ま た フ ジ の 山 を 見 た 事 も ない 都 人 た ち が そ の モ デ ル を も と に 、 い っ そ う 文 化 的 風

景 と し て 加 工 し て い っ た結 果 だ と い うこ と が こ こ に 見 え る 。フ ジの 山 に 卓 越 性 の 意 味 や 差 異 化 を 感 じ な い

土 地 の 人 々 と 都 人 文 化 と の 落 差 は 大 き い の だ 。  

なお 、フ ジの 山 が 位 置 す る も う ひ と つ の 国 、甲 斐 国 か ら の 歌 は 記 録 さ れて い な い 。 また 、実 際 に 富 士 は 、

相 当 遠 方 か ら も 見 ら れる （ 西 は 三 重 県 か ら 北 は 福 島 まで 、見 え る 箇 所 が あ る と い う） の だ が 、 駿 河 以 外 の

ど の 地 域 か ら も フ ジ の 山 の 遠 望 を 詠 う 歌 は ない 。長 歌 、短 歌 の 形 式 以 外 の 表 現 形 式 （ たと え ば 漢 詩 ） で

の フ ジの 山 も 見 ら れな い 。こ の お お い な る 「 欠 落 」 は 、 当 時 の フ ジの 山 の 局 地 性 を 表 象 す る 。し か も 、 土 地

の 人 た ちに は 単 な る 山 （ ど ちら か と い うと 厄 介 な山 ） で あ りつ づ け る 時 代 が し ば ら く 続 く 。一 方 、 都 人 たちが 、

富 士 山 の クリ シェ を つ く りあ げつ つ あ る 。日 本 人 が 古 来 ア ニ ミ ズム を 底 流 に 持 ち、と りわ け 山 へ の 信 仰 を 持

ち、フ ジの 山 は 古 代 か ら 関 心 の 対 象 で あ っ た、と い う よ うな考 え 方 は 、あ き ら か に 実 体 と 乖 離 し てい る と い う

印 象 を 持 たざ る を え ない 。さ ら に 考 え てみ よ う。  

 

６  

 

奈 良 時 代 に お い ては 、『 萬 葉 集 』 で 詠 わ れ たフ ジの 山 以 降 、そ の 姿 を み る こ と は なく 、平 安 時 代 へ と 時

代 は 移 っ て い く 。 姿 が 見 え な い と い っ て も 、 都 人 に よ る フ ジ の 山 の 風 景 化 は 進 ん で い っ て い たは ず だ が 、

そ の 風 景 認 識 と は 別 の ルー トで 、富 士 信 仰 が 生 まれ てき たと 考 え ら れる 。そ れも 、そ の 地 域 に 住 む 人 々 か

ら で は なく 、都 の 意 識 を 経 由 し て地 元 へ 還 流 し てい く 意 識 変 容 に よ る も の だ と 思 わ れる 。  

平 安 時 代 、フ ジの 山 は さ まざ まな 文 献 に そ の 姿 を み せ る が 、富 士 信 仰 の 発 生 の 現 場 を 見 る こ と が で き

る と 思 わ れる も の が 二 つ あ る 。そ の ひ と つ が 、『 大 日 本 國 現 報 善 惡 靈 異 記 』 （ 日 本 靈 異 記 ） （ 8 2 2 年 ご ろ ）

３ ０ 】 の 「 第 二 十 八 」 に 記 さ れた役 優 婆 塞 の 話 で あ る 。役 小 角 は 7 世 紀 末 ご ろ の 実 在 の 修 験 者 で あ る ら し

く 、伊 豆 に 流 さ れ たこ と な ど が 『 続 日 本 紀 』 に 記 録 さ れてい る 。こ の 人 物 を 元 に し たフ ジの 山 へ の 飛 行 と そ

こ で の 修 行 の 怪 異 な伝 承 話 を 、 1 世 紀 以 上 後 の 『 日 本 靈 異 記 』 は 採 録 し てい る 。  

「 霊 異 記 」 と い うタ イ ト ルが 表 し てい る よ うに 、 記 述 者 は 当 然 、 不 可 思 議 な出 来 事 だ と 認 識 し て 収 録 し

た 話 で あ る 。 「 飛 ぶ 」 、「 修 す 」 、 「 上 （ の ぼ る 、あ が る ） 」 、 「 冨 〓 嶺 」 （ 〓 は 祇 の 偏 が 「 山 」 。こ の 文 字 使 い に

つ い ては 後 に 述 べ る ） の 表 象 は 、こ の よ うな 怪 し げな 人 物 と 重 ね ら れ 、新 た な言 説 を 編 制 す る 。つ ま り、通

常 の 人 々 が そ の 意 識 を 特 段 に 山 に は 向 け る こ と が な い と き に 、こ の 主 人 公 は あ き ら か に 、 山 と 結 ん だ 理 解

し が たい 異 様 な行 為 を と る の だ 。す なわ ち、こ れを 奇 矯 な行 為 と 認 識 し たか ら こ そ 、そ れが 記 述 に 値 し たの
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で あ る 。 日 本 人 が 古 く か ら 自 然 に 親 し み 、あ る い は 信 仰 の 対 象 と し て山 を 崇 め たと い う 文 化 的 背 景 に 山

岳 信 仰 は 生 まれたも の だ と い うよ うな考 え の 延 長 戦 上 に あ る も の で は ない 。  

奈 良 仏 教 は 平 地 に は じ まり、そ れが 「 正 統 」 で あ っ た。こ れに たい し て、そ れぞ れ理 由 は 異 なる が 、対 抗

意 識 を 強 く も っ た 最 澄 と 空 海 は 、 時 代 が 平 安 に 移 り 始 め た こ ろ に 仏 教 に 呪 術 を 加 味 し た 日 本 的 習 俗

（ 新 興 宗 教 ） を 設 立 し 、 山 へ 登 っ た 。こ の 事 績 と 、こ の 怪 し げ な 話 （ 役 の 行 者 の 生 存 年 代 で な く 、 『 日 本

靈 異 記 』 が 編 纂 さ れ た 時 ） は 、軌 を ほ ぼ一 に す る か ら で あ る ３ １ 】 。 す なわ ち 、 役 の 行 者 の 奇 異 な 事 跡 も 新

種 の 仏 教 の 世 界 の 話 だ と 考 え たほ うが よ さ そ う だ 。 山 岳 で 修 す る こ と に 対 す る 違 和 感 と 興 味 が まざ っ たア

ン ビヴ ァ レ ン ト な 表 象 と し て 、 「 上 （ の ぼ る 、あ が る ） 」 や 「 フ ジ の 嶺 」 が あ り 、そ の こ と が 話 題 に なっ た と 考 え ら

れる 。                                                                                                                                         

も うひ と つ の 発 生 の 現 場 が 、都 良 香 の 「 富 士 山 記 」 ３ ２ 】 で あ る 。  

こ の 漢 文 に よ る 富 士 山 の 記 述 の 成 立 年 代 は お そ ら く 元 慶 元 年 （ 8 7 7 年 ） ご ろ と 言 わ れ る ３ ３ 】 の で 、 古

事 記 や 万 葉 の 時 代 か ら 見 れば 1 5 0 年 ほ ど 後 の こ と で あ る し 、『 日 本 靈 異 記 』 の 成 立 時 よ りも 5 0 年 以 上

後 で あ る 。  

都 良 香 の 「 富 士 山 記 」 は 、わ ず か 3 9 0 文 字 の 小 文 で は あ る が 、「 記 」 は 実 録 だ と い う意 味 で そ の 内 容

か ら 私 たちは 三 つ の 重 要 な情 報 を 読 み 取 る 事 が で き る 。  

ひ と つ は 、富 士 山 を 山 麓 か ら 頂 上 まで 詳 細 に 実 見 し 報 告 す る こ と が で き る 人 た ち が 確 か に 出 現 し たと

い うこ と の 確 認 で あ る 。 富 士 登 山 や フ ジを 「 実 体 化 」 さ せ て扱 うこ と の なん ら か の 意 味 が 発 生 し てい る と い う

社 会 的 状 況 で あ る 。ま たそ うい う行 為 に 携 わ る 人 ま た は 習 俗 も 発 生 し つ つ あ っ たこ と が 、そ の 山 麓 や 山 頂

の 具 体 的 な描 写 か ら 見 てと れる 。  

次 に 、 フ ジ の 「 実 体 化 」 は 、 端 的 に 言 う な ら 、 “ 淺 間
あ さ ま

大 神 ” に 結 び つ け ら れ た 習 俗 実 践 の 場 と し ての フ

ジの 成 立 （ あ る い は そ の 発 生 ） を 意 味 す る （ 「 有 神 、名 淺 間 大 神 」 ） 。  

さ い ご に 、こ の ため に フ ジは 、い まや 「 富 士 山 」 と し て 確 定 さ せ ら れ、そ こ に そ うと う 明 確 な 像 を 結 ん だ と い

う こ と で あ る （ 「 山 名 富 士 、取 郡 名 也 」 ） 。 こ れ は 、フ ジ に 「 富 士 」 の 表 記 を 与 え た 根 拠 と し て 、 地 誌 を 示 し

てい る こ と 、また、こ の 文 中 で も 終 始 、ため ら うこ と なく 表 記 を 「 富 士 」 と し てい る こ と で 確 認 で き る 。  

人 の 移 動 が 頻 繁 に なり 情 報 が 密 に な る ほ ど 、モ ノ は 実 感 を も た れ る よ う に な る 。そ の 種 の 実 感 の 中 で 、

フ ジは は じ め て 富 士 と い う 意 味 を まと っ た 存 在 に な り だ し たと 言 え よ う。こ の 関 心 を 与 え たの は 、 奈 良 時 代

か ら 平 安 時 代 に 移 る 前 後 か ら し ば し ば 現 れ る 富 士 山 の 噴 火 の 報 告 と 記 録 と 無 関 係 で な い 。 奈 良 時 代

末 か ら 「 富 士 山 記 」 まで の あ い だ は 頻 繁 に 富 士 は 火 山 活 動 を し てい たか ら で あ る ３ ４ 】 。      

も ちろ ん 、噴 火 の 記 録 は 、 フ ジの 山 の 様 態 が 単 に 火 山 で あ る こ と の 確 認 以 上 の も の で な い 。と こ ろ が 、

中 央 世 界 と は 直 接 関 係 の な い フ ジ の 山 の 火 山 活 動 に ま つ わ る 話 題 は 、ち ょ う ど 上 で 検 証 し た よ う なフ ジ

の 山 に つ い て の 神 格 化 （ 山 岳 信 仰 ） の 具 体 的 実 践 に 格 好 の 口 実 を 与 え た と 思 わ れ る 。 な ぜ な ら フ ジ の

山 の 噴 火 は 都 人 の 関 心 事 で は な か っ た は ず で 、 こ れ を 鎮 め る 積 極 的 理 由 は な か っ た た め に 、こ と が ら を

あ る 種 の 人 々 、 す なわ ち山 岳 と 宗 教 を 結 び つ け る こ と に 関 与 す る 人 々 に は 事 件 化 す る 必 要 が 求 め ら れた

か ら だ 。  

こ の 後 、１ ０ 世 紀 に 入 る と 、 『 竹 取 物 語 』 （ 9 0 0 年 ご ろ ） 、『 伊 勢 物 語 』 （ 9 0 5 年 ご ろ ） 、『 古 今 和 歌 集 』

（ 9 0 5 年 ご ろ ） 、『 更 級 日 記 』 （ 1 0 6 0 年 ご ろ ） と 次 々 富 士 山 は 「 文 学 」 の 素 材 と なっ たり、 描 写 の 対 象 に な

っ たりす る 。し か し こ れら の 作 品 で は 私 たちは す で に 富 士 山 が 成 立 し てい る こ と を 確 か め る だ け の こ と で ある 。

と く に 鎌 倉 時 代 以 降 は 、 鎌 倉 と 京 都 と の 往 還 が 頻 繁 に な り 、 『 海 道 記 』 （ 1 2 2 3 年 ご ろ ） 、 『 東 関 紀 行 』

（ 1 2 4 2 年 ご ろ ） など に 描 か れる フ ジの 山 は す で に 名 所 （ 歌 枕 の 素 材 ） と し て 確 定 し てし まっ てい る 富 士 山

を なぞ る だ け で あ り、そ の 形 態 は 多 少 は 異 なっ ても 、す で に 現 代 の 富 士 山 像 を 見 る こ と に なる 。  
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７  

 

こ こ まで 検 証 し てき たよ うに 、フ ジの 山 が 「 富 士 山 化 現 象 」 を 起 こ し たの は 、も っ ぱ ら 都 人 の 文 化 規 範 に

よ る 言 説 編 制 で あ り 、 フ ジ の 現 場 か ら 発 生 し たも の で は なか っ た 。 世 に 言 わ れる 、 日 本 人 は 「 本 来 」 山 へ

の 崇 敬 を も つ 民 族 だ っ た など と い う言 説 は こ の 成 立 し た富 士 山 か ら 逆 照 射 し て同 義 を 反 復 し て い る に す

ぎ ない の で ない か 。  

こ れの 類 縁 現 象 と し て 、パ リ の エ ッ フ ェ ル塔 を 考 え て も い い の で は ない か と 思 う 。エ ッ フ ェ ル塔 の 建 設 工

事 は 1 8 8 7 年 に 始 め ら れ たが 、始 まる や 否 や 、フ ラ ン ス 中 の 文 化 人 が こ ぞ っ て抗 議 の 声 を あ げた。たと え ば、

作 家 モ ー パ ッ サ ン は 《 ル ・ タ ン 》 紙 上 で 、「 鉄 の ハ シゴ の 貧 相 なや せ 細 っ たピ ラ ミ ッ ド 、醜 怪 で 巨 大 な骸 骨 」

と い う 痛 罵 を た た き つ け た の で あ る 。 と こ ろ が 、 そ の 後 、 と く に 観 光 と い う ま な ざ し が 商 業 化 さ れ て く る 第 二

次 世 界 大 戦 後 に は エ ッ フ ェ ル 塔 は パ リ や フ ラ ン ス だ け で なく 、 世 界 の 観 光 表 象 の 代 表 と なっ てし ま う 。 ち

なみ に 、今 日 で は 年 間 6 7 0 万 人 の 人 が 訪 れる 。す なわ ち鉄 骨 と し ての エ ッ フ ェ ル塔 は い つ の まに か 隠 蔽

さ れ てし まっ たの で あ る 。そ し て そ の 延 長 に は 、 諸 外 国 で 、 高 塔 を 建 て れば 「 名 所 」 に な る と い う 錯 誤 が 生

じ てき たの で あ る 。  

こ の よ う に 、 あ る 表 象 は ア プ リ オ リ に 存 在 す る の で な く 、 ま し て や 太 古 か ら な ど と い う こ と は あ り 得 な く て 、

複 雑 な権 力 作 用 に よ っ て現 象 化 す る の で あ る 。  

駿 河 国 で 古 代 の 人 々 の 意 識 の 中 で も 、フ ジの 山 は む し ろ 忌 避 す る 対 象 で あ っ たろ うこ と は 始 め に 述 べ

た 。た と え ば 、 珠 流 河
ス ル ガ

国 の 王 墓 と 推 定 さ れ る 「 浅 間 古 墳 」 （ 富 士 市 増 川 ） は 、 愛 鷹 山 の 南 面 に 位 置 し て

い る 。す なわ ち 、愛 鷹 山 を 壁 に し て フ ジ の 山 か ら 身 を 隠 す よ う に 造 ら れ て い る の で あ る 。 また 駿 河 国 の こ れ

以 外 の 主 な古 墳 は ほ と ん ど 富 士 山 か ら 西 に 遠 く 離 れた 安 倍 郡 を 中 心 に し て点 在 す る 。 駿 河 の 国 府 も 、

古 代 の 登 呂 遺 跡 も 安 倍 郡 に 所 在 す る 。む し ろ 富 士 郡 は 駿 河 国 に は 希 薄 地 帯 だ っ たと さ え 言 え る 。  

そ う な れ ば こ そ 、 よ り 自 然 的 な 地 勢 に 関 係 す る 可 能 性 の 高 い 「 フ ジ 」 と い う 呼 び 名 は ど の よ う な 意 味 付

与 を さ れたの か を 探 る 必 要 が あ る 。  

「 富 士 山 記 」 で は 、さ き に み たと お り 、 富 士 山 と い う 名 は 郡 名 か ら 由 来 す る と い う 説 明 を し て い る 。 現 代

に お い て 、 「 富 士 山 」 を 既 定 値 に す る 人 た ちか ら み れば こ の 命 名 法 は 転 倒 し て い る 感 じ を 受 け る か も し れ

ない 。し か し 、は たし て そ う だ ろ うか 。 転 倒 し てい る の は 、む し ろ 富 士 山 化 現 象 に 隠 蔽 さ れ た「 ゼ ロ の 富 士 」

（ ＝ フ ジ） が す で に 見 え なく なっ てい る 側 に こ そ あ りそ うだ 。  

まず 地 名 と し ての 「 フ ジ」 が 駿 河 国 に あ り、そ の 地 に 存 在 す る 山 と い うの で 「 フ ジの 山 」 と 言 わ れ た、と い う

「 富 士 山 記 」 の 記 述 を 素 直 に 受 け 取 り た い 。 フ ジは 甲 斐 国 に ま た が る の で 、 当 然 だ が 、 こ れは 駿 河 の 地

で の 命 名 で あ っ て 、甲 斐 か ら の 考 察 も 必 要 と な る 。 た し か に 、 地 名 由 来 を 採 る なら 、そ れは 駿 河 側 か ら の

命 名 法 と 共 通 で あ る か （ す な わ ち 地 名 か ら の 命 名 ） 、 そ うで なく ても 、あ る 種 の 類 縁 性 を 持 つ 方 法 で 名 前

が 与 え ら れたと 考 え なく ては なら ない 。こ の こ と は 後 に 考 え る 。  

フ ジの 山 が 地 名 由 来 だ ろ うと い う 議 論 を 進 め る も うひ と つ の 理 由 は 、上 で 述 べ たよ うに 、 「 フ ジ山 」 と い う

呼 称 は 当 初 は 無 く 、か なら ず 「 フ ジの 高 嶺 」 と か 「 フ ジ の 岳 」 と 、「 の 」 （ 連 体 助 詞 ） が 介 在 し 、そ れは 所 在 を

示 す 「 … に あ る 」 と い う意 味 で あ る と い う表 現 方 法 に も よ る 。 

８  

 

一 般 に 、古 代 に お い て、 山 の 命 名 は ど の よ うに 行 わ れてい る の だ ろ うか 。 端 的 に 言 うなら 、周 辺 の 住 民

に と っ ては 、 山 に 固 有 名 を つ け る 必 要 は な か っ た 。固 有 名 は 、 他 と の 対 比 で 区 別 を 要 す る と き に 始 め て
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生 じ る か ら で あ る 。  

山 は 単 に 山 で あ る た め に 特 別 の 名 称 を 要 し なか っ た 。 「 高
た か

い 」 か ら 由 来 す る 「 岳 （ た け ） 」 と し か 名 づ け ら

れてい な い 山 は 日 本 全 国 に 数 多 く あ る 。御 岳 ま たは 御 嶽 （ お ん たけ 、お たけ 、み たけ 、 うたき ） や 御 岳 山 ま

た は 御 嶽 山 （ お ん たけ さ ん 、 み たけ さ ん 、み たけ や ま 、み た き さ ん 、み だ け や ま 、お たけ や ま ） 、 高 山 （ た か や

ま ） 、 武 山 、 岳 山 （ たけ や ま） な ど で あ る 。 こ れ ら は 単 に 「 タ カイ 」 と 言 っ て い る だ け の 命 名 で あ る 。 そ れで も 、

卓 越 性 か ら の 命 名 だ と 思 うの は 、あ き ら か に 現 代 人 の 命 名 感 覚 の 麻 痺 に よ る も の で あ る 。たと え ば 、愛 媛

県 松 山 市 に あ る 「 高 山 」 は 標 高 1 5 0 メ ー トルの 「 丘 」 に す ぎ ない 。そ の 他 も 、ほ と ん ど が 数 百 メ ー トルの 山 で

あ り、か ん たん に 全 国 で 区 別 の 接 頭 辞 を つ け ない 単 なる 「 タ カい 山 」 は 7 0 ほ ど 見 つ か る 。 

複 数 の 山 が 遠 望 さ れ る よ う な場 合 に は 、区 別 を 行 な うため に 、そ の 山 容 の 特 徴 （ 形 や 色 など ） に も と づ い

てマー クを 付 け る こ と は あ る 。当 初 の そ れは き わ め て 単 純 なも の で あ っ たは ず だ 。山 に 固 有 名 が あ る は ず だ

と 思 う の は 、 地 理 学 上 の 近 代 の 命 名 主 義 （ 動 植 物 の 分 類 学 の 発 展 と 併 走 す る か の よ う に 、異 様 な ま で

詳 細 に なる 名 づ け 現 象 ） に 幻 惑 さ れてい る だ け の こ と で あ る 。 

そ の 確 認 の た め に 、 外 国 の い く つ か の 主 だ っ た 山 に ど の よ う な 命 名 が な さ れ て い る か を 見 れ ば す ぐ 理 解

で き る こ と で あ る 。 外 国 の 例 示 を す る の は 、英 、仏 な ど ヨ ー ロ ッ パ に お い ては 地 名 学 の 研 究 の 蓄 積 が 分 厚

い か ら 、 そ の 語 源 は 大 体 信 頼 出 来 る 資 料 と な る か ら で あ る ３ ５ 】 。 高 山 を 選 ん で み る の は 、富 士 山 と お な じ

く 、高 い こ と の 特 性 が 共 通 し は し ない か と い う予 見 か ら で あ る 。ま た、 火 山 の 命 名 を 調 べ な い 理 由 は 、そ の

火 山 活 動 の 時 期 が 命 名 時 期 と 重 な る と は 限 ら な い こ と 、 なら び に 生 活 空 間 と の 位 置 関 係 な ど 、 関 与 す

る 条 件 が 複 雑 多 様 で 、単 純 に 「 火 山 ＝ 住 民 の 意 識 → 命 名 」 と い う 共 時 的 図 式 を 描 く こ と が で き な い か ら

で あ る 。 

ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 で の 最 高 峰 は フ ラ ン ス とイ タ リ ア の 国 境 に あ る モ ン ブ ラン M o n t  B l a n c で あ る 。そ の 名 の 意

味 は 説 明 を 俟 つ まで も なく 「 白 い 山 」 で あ る 。なお イタリ ア 側 か ら の 呼 称 M o n t e  B i a n c o も 意 味 は 同 じ 。こ

の よ う に 山 の 名 前 は 、 倫 理 的 由 来 な ど も つ こ と な く 、き わ め て 即 物 的 で あ る の が 原 則 で あ る 。そ の 環 境 を

生 活 に 取 り 込 め な く て 、 障 害 物 で し か な い 山 に 人 は 思 い 入 れ な ど 決 し て し な い と い う こ と を 確 認 し てお き

たい 。 

ス イ ス の マッ タ ー ホ ルン M a t t e r h o r n は 、か なりフ ジの 命 名 方 法 と 類 似 点 が あ る 。マッ テは 「 牧 草 地 」 で 、こ

れが い つ の 間 に か こ の 地 域 の 固 有 名 と なり、 「 土 地 名 」 ＋ 「 角
つ の

形 （ ＝ 岳 ） 」 と い う 命 名 方 式 を も つ か ら で あ る 。

ちなみ に こ の 山 は イ タ リ アと 境 界 を 共 有 す る 山 なの で 、イ タ リ ア で も 名 前 を 持 つ が 、そ れは C e r v i n o  で 、語

源 は 「 森 林 」 を 意 味 す る  s i l v a だ と 言 わ れて い る 。 要 す る に 、 ス イ ス ド イ ツ 語 圏 側 か ら も イ タ リ ア 側 か ら も 、

共 通 す る の は 山 そ の も の へ の 意 識 か ら の 命 名 で な く 、 こ の 山 の 麓 に 住 む 人 々 の 生 活 実 感 あ る 空 間 （ 牧

草 地 や 森 林 ） が 名 前 の 由 来 に なっ てい る こ と で あ る 。 関 心 が あ る の は 、見 上 げる 山 で なく 、生 活 す る 足 元

で あ る 。 

ユ ン グ フ ラ ウ J u n g f r a u は 「 乙 女 」 で あ る 。麓 の イ ン ター ラ ー ケ ン にあ っ た修 道 院 が 尼 僧 院 で あ っ たため に

通 称 「 ユ ン グ フ ラ ウ 修 道 院 」 と 呼 ば れ 、そ の 所 有 地 （ 牧 草 地 ） に あ っ た 山 と い うこ と で 、山 名 に 転 移 し た の

で あ る 。 

こ れら の 山 々 が あ る ア ルプ ス 山 脈 （ ラ テン 語 の Al p e s か ら 各 国 語 に なる ） そ の も の の 語 源 は 、二 説 あ る が 、

ひ と つ は ギ リ シャ 語 に 遡 る “ a l b u s ” で 「 白 い 」 、 も うひ と つ は 、イ ン ド ヨ ー ロ ッ パ 語 に まで 遡 る “ a l ” が 基 語 と な

る 「 高 い 場 所 ＝ 山 」 だ と い う。い ず れ に し ても 、こ の よ う に き わ め て単 純 に 名 前 は つ け ら れ たと み ら れる 。そ れ

だ け を 取 り出 す と 、他 の 地 域 の 山 と 差 異 化 を す る た め の 役 割 は は たし てい ない と い うこ と が よ く わ か る 。ス イ

ス ア ルプ ス に あ る 山 の 名 前 （ ド イ ツ 語 、フ ラ ン ス 語 、イ タ リ ア 語 、レ トロ マン シュ 語 ） は 、 そ れ ら を 並 べ てみ る と 、

そ の 多 く が 「 山 」 、「 嶽 」 、「 先 端 」 、「 背 」 、「 頂 」 、「 嶺 」 、「 巌 」 、「 岩 」 に 還 元 で き る 。 
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ヨ ー ロ ッ パ 以 外 の 例 は 割 愛 す る が 、ア フ リ カ最 高 峰 の キ リ マン ジ ャ ロ で も 北 米 第 一 の 高 峰 マッ キ ン リ ー 山

（ 先 住 民 の 呼 び 名 デ ナ リ ） で も 、 ア ジ ア の 、 イ ン ド ネ シア の 最 高 峰 が 位 置 す る マオ ケ 山 脈 で も ヒ マ ラ ヤ で も

そ の 名 前 は 、 人 文 的 「 意 味 」 は な く す べ て 即 物 的 （ た い て い は 「 白 （ 雪 ） 」 に 還 元 さ れ る と い う ） で あ る と 言

え る 。 

こ の よ うに 、一 般 に は 高 山 は 人 が 近 づ け ず 、「 役 に 立 たな い 」 自 然 で あ り 、ま た 深 山 の か なた に あ る こ と が

多 く （ フ ジ の 山 は 例 外 と し て も 、 たと え ば ヒ マラ ヤ の チ ョ モ ラ ン マ など が と く に そ うだ が ） 、人 々 が 遠 方 の 山 に

憧 憬 の まなざ し を も っ て、思 い 入 れを 込 め て命 名 など す る こ と は まず ない 。日 本 を 含 め て世 界 の 山 は 圧 倒

的 に “ 無 名 峰 ” だ っ たの で あ る 。 富 士 山 に つ い て も 、「 富 士 山 」 の 下 に 隠 蔽 さ れ たフ ジを 見 据 え る こ と な し

に 、こ の 山 は 見 え てこ ない だ ろ う。 

 

９  

 

フ ジ が 、 山 そ の も の に 付 け ら れ た 山 名 で も な く 、 噴 火 や 火 と も 関 係 な い 、 ま し て や 人 文 的 由 来 も な い 名

前 で あ る こ と は ほ ぼ あ き ら か で あ る 。で は 、 フ ジが 郡 名 だ と し て、 そ の 郡 名 は 何 に 由 来 す る の か 。こ の こ と に

つ い ては 、折 口 信 夫 の す ぐ れた考 察 を なぞ る こ と に なる 。  

折 口 の こ の 提 起 ３ ６ 】 は よ く 知 ら れ て い る の で 、 そ の も っ と も 要 に な る 点 だ け を 、 民 俗 学 者 谷 川 健 一 や 乗

岡 憲 正 の 考 察 ３ ７ 】 も 合 わ せ て 参 照 に し つ つ 述 べ る と 、富 士 に は 、 先 行 し て ま ず 「 フ チ 」 と い う 音 が あ り 、 こ

れは 、水 の 神 が 関 係 す る と い う 。 ちな み に 、こ の 水 を コ ン トロ ー ルす る フ チ の 呪 力 を 利 用 し たフ ヂ 井 ガ 原 に

住 む 集 団 か ら フ ヂ ハ ラ 氏 と い う 権 勢 が 生 ま れた 、と い う。 またこ の 語 そ の も の か ら 「 淵 」 と い う 一 般 名 詞 も 生

じ た。  

一 方 、 柳 田 國 男 は 、富 士 に 結 び つ け た議 論 で は な い が 、や は り「 フ ヂ 」 に 関 心 を 示 し 、井 戸 掘 りに 従 事

す る 職 業 集 団 の 人 々 に 「 藤 」 の 名 （ 藤 四 、 藤 五 、藤 太 、藤 次 な ど ） が つ け ら れ てこ と が 多 い こ と を 指 摘 し 、

「 フ ヂ 」 に は 水 脈 （ そ れが ひ ろ が っ て 鉱 脈 な ど ） を 探 し 出 す 特 別 な力 （ 技 術 ） と 関 係 す る 技 能 集 団 の 意 味

が あ る の で は ない か と 提 起 し てい る の で あ る ３ ８ 】 。 私 は 、 民 俗 学 や そ の 周 辺 に 門 外 漢 で あ る の で 、こ と の 理

非 は こ こ で は 扱 え ない 。 

ただ し 、 なぜ 、フ チ と い う 語 が 水 脈 と 関 係 す る か と い う こ と は 問 題 と し たい 。こ れは 推 断 の 域 を で な い が 、

「 吹 く 」 「 噴 出 す 」 など の 「 フ ク」 と 「 地 」 が 関 係 す る か も し れない 。奥 飛 騨 の 福 地 温 泉 （ 現 在 の 岐 阜 県 高 山

市 ） など の 地 名 由 来 が 、湯 が 吹 き 出 る 土 地 と い う 意 味 で の フ ク ・ チ か ら 来 て い る ら し い こ と は ヒ ン ト に な る だ

ろ う 。 つ ま り 、 フ チ と い う 語 は 、 フ ク チ か ら 発 生 し た か も し れ な い と い う こ と で あ る 。 た と え ば 、 『 常 陸 國 風 土

記 』 で の フ ジを 「 福 慈 」 と 表 記 し て い る こ と な ど を 見 る と 、 実 際 に あ の 地 域 は 「 フ ジ」 で なく 「 フ ク ジ 」 と 呼 ば れ

てい たの で は ない か と い う推 測 も 棄 てき れない 。し か し 、こ れは 今 後 の 検 討 課 題 だ 。 

い ず れ に し て も 、 折 口 の 提 起 は 、フ ジを 考 え る と き に 、 き わ め て 、刺 激 的 で あ る 。 折 口 信 夫 も 、 「 ふ ち
．．

と ふ
．

し
．

の 音 韻 的 説 明 が つ け ば 、 若 干 の 末 梢 的 疑 問 以 外 は 略 、解 決 が つ い たと 想 像 す る こ と が 出 来 る 」 ３ ９ 】 と

述 べ てい る 。 

たし か に 、フ チ が フ シに 変 容 し うる か と い う問 題 は 音 韻 的 に 難 所 で あ る よ うに 見 え る 。と こ ろ が 、民 俗 学 者

の 野 本 寛 一 が こ れを 受 け て 、 興 味 あ る 論 考 ４ ０ 】 を 発 表 し てい る 。 折 口 信 夫 の 説 （ 「 富 士 ＝ フ チ 」 説 ） を 支

持 す る 形 で 、「 チ 」 と 「 シ」 、「 ヂ 」 と 「 ジ」 の 区 分 は 、古 代 東 国 の 方 言 で は 流 用 関 係 が あ っ たの で は ない か と

提 起 し てい る の で あ る 。そ の 例 証 と し てヤ マト地 方 の 表 記 に よ る 「 チ 」 が 萬 葉 集 の 東 歌 で は 「 シ」 に なる ケ ー

ス が 多 く あ る と い う。  

そ の 示 唆 を 受 け て 探 し て み る と 、 例 外 と 言 うに は 多 す ぎ る 数 を 確 認 出 来 る こ と が で き た。 野 本 寛 一 が 挙
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げた例 を ベ ー ス に 、あ ら たに 確 認 出 来 たも の 加 え て 示 す と 以 下 の 通 りで あ る （ 括 弧 内 の 数 字 は 萬 葉 集 歌

番 号 ） 。  

父 ＝ し し （ 2 例 あ り 4 3 7 6 、 4 3 7 8 ） 、徒 歩 ＝ か し （ 4 4 1 7 ） 、持 ち＝ も し （ 2 例 あ り 4 4 1 5 、 4 4 2 0 ） 、 立 ち＝ たし （ 3

例 あ り 4 4 2 3 、 4 3 7 2 、 4 3 8 3 ） 、天 地 ＝ あ め つ し （ 2 例 あ り 4 3 9 2 、 4 4 2 6 ） 、枕 大 刀 ＝ まく ら たし （ 4 4 1 3 ） 、洲 （ ひ

ぢ） ＝ ひ じ （ 3 4 4 8 ） 、と ＝ そ （ 4 3 8 5 ） 、つ つ も ＝ つ し も （ 4 3 8 6 ） 、隔 ＝ へ だ し （ 3 4 4 5 ） 、 君 を そ ＝ 君 を と （ 3 5 6 1 ） 、

う ち 日 刺 （ う ち ひ さ す ） ＝ う ち ひ さ つ （ 3 5 0 5 ） （ 一 方 、 標 準 記 述 の 用 例 も あ る 3 4 5 7 ） 。 さ ら に 、 「 八 雲 刺
や く も さ す

」

（ 4 3 0 ） を 辞 書 で み る と 、「 八 雲 立
や く も た つ

」 と 同 義 で 、 そ の 理 由 は 、「 サ ス 」 は 「 タ ツ 」 の 子 音 交 替 形 だ と い う説 明 が

あ る の を 見 出 す （ 大 野 晋 他 『 古 語 辞 典 』 岩 波 書 店 1 9 7 4 年 ） 。  

さ ら に 、 萬 葉 集 以 外 か ら 例 を さ が せ ば 、 『 常 陸 國 風 土 記 』 に 「 漬 國
ひたすのくに

」 と い う 表 現 が あ る が 、 こ れ は 当 然

常 陸 國
ひ た ち く に

と い う 表 現 を す る た め の 掛 詞 （ 駄 洒 落 ） で 、こ こ に も 典 型 的 な 「 チ 」 と 「 ス 」 の 混 用 （ サ 行 と タ 行 の 交

替 ） が 見 ら れる 。  

『 浅 間 神 社 の 歴 史 』 に は 、浅 間 大 社 本 宮 の 兼 務 神 社 だ っ た 悪 王 子
あ く お う じ

大 明 神 と い う の が 見 ら れ る が ４ １ 】 、

そ の 所 在 地 は 旧 阿 幸 地
あ こ う ぢ

村 で あ る 。 神 社 と 村 名 は 同 音 の 表 記 違 い で あ る こ と は 一 目 瞭 然 だ が 、 そ こ に は

「 ジ」 と 「 ヂ 」 の 同 居 が あ る 。  

さ ら に 、 『 日 本 靈 異 記 』 で の み フ ジは 「 冨 〓 」 （ 〓 は 祇 の 偏

が 「 山 」 ） と い う表 記 ４ ２ 】 が 用 い ら れてい る こ と は 先 に 指 摘 し た

が 。 「 〓 」 は 「 岻 」 の 下 の 横 棒 が 抜 け て い る 文 字 で あ る 。 『 諸

橋 大 漢 和 辭 典 』 （ 大 修 館 書 店 ） に よ る と 、 こ の 文 字 の 音 は

「 チ 」 ま た は 「 ヂ 」 と な っ て い る 。 現 代 中 国 語 で も 、 捲 舌 音

の ” c h i ”  ま た は ” z h i ”だ と い う 。 同 じ く 『 諸 橋 大 漢 和 』 に よ れ

ば 中 国 に あ る 山 の 名 前 （ 固 有 名 詞 ） だ と い う 。 し て み る と 、

『 日 本 靈 異 記 』 で こ の 文 字 遣 い の 情 報 を 与 え た の は 、 よ ほ

ど 中 国 語 の 知 識 の あ る 都 人 か 、 も し か し た ら 漢 字 に そ う と う

素 養 の あ る 渡 来 人 だ っ た か と 想 像 し たく な る 。こ の こ と は 、 フ

ジ の 記 述 に 係 わ る イ ン フ ォ ー マ ン ト と 記 録 者 と の 関 係 問 題

に も 係 わ る 大 き な 点 と な ろ う 。 い ず れ に し て も 、 『 日 本 靈 異

記 』 は 「 フ シ」 で ない 「 フ チ 」 の 可 能 性 を 補 強 す る 。  

以 上 で 見 る よ うに 、 万 葉 時 代 か ら 室 町 時 代 に か け て 「 ジ」

と 「 ヂ 」 、 「 ズ 」 と 「 ヅ 」 の 発 音 の 区 別 が なさ れ てい たと い う 一 般

論 は 、 万 葉 仮 名 表 記 に よ る 規 範 か ら の 類 推 で し か な く 、 実

際 に は 、 全 国 で さ ま ざ ま な 音 韻 の 「 感 覚 」 が あ っ た と 考 え る ほ う が 自 然 で あ ろ う 。 縄 文 時 代 に ま で 遡 る 日

本 語 の 再 構 築 に 取 り組 ん で い る 言 語 学 者 の 崎 山 理 は 「 現 在 の ［ … ］ ｓ の 一 部 は ｔ ｓ に 由 来 」 す る ４ ３ 】 と 断

言 し てい る 。つ まりそ の 有 声 化 し た摩 擦 音 （ 破 擦 音 の そ れも ふ く め て） 、「 チ 」 「 ツ 」 （ 「 ヂ 」 「 ヅ 」 ） が 先 に あ り 、

そ の 後 に 「 シ」 「 ス 」 （ 「 ジ」 「 ズ」 ） が 発 生 し たと 考 え ら れる こ と に なろ う。  

す なわ ち「 フ チ 」 が 先 で 、後 に 「 フ シ」 の 音 が 生 じ 、そ れ ら は あ る 時 代 以 降 、地 域 に よ り 転 訛 が 早 か っ たり 、

お そ か っ た り 、 混 用 が あ っ た り 、 ま たあ る 時 代 以 降 に 文 字 化 と い う 社 会 的 現 象 が 生 じ た 際 に 、 筆 記 者 の

条 件 で たまたまあ る 音 と 表 記 が 固 定 化 さ れたと い う可 能 性 も ない わ け で は ない 。  

実 際 に 、 当 初 は 少 な い 数 し か 存 在 し な か っ たは ず の 筆 記 者 （ 都 人 や 漢 字 を 使 用 で き た 渡 来 人 など ）

が 、ど の よ う な発 話 者 と 接 し たか 、そ の 音 を ど の よ うに 聞 き 取 っ たか 、そ し て 聞 き 取 っ た（ と 思 う） 音 を ど の 既

成 の 限 定 さ れ た 文 字 に 当 て は め る か 、 き わ め て 多 様 な 枝 分 か れ の 道 筋 が あ っ た は ず で あ る 。こ れ は 、 現
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代 で も 、 外 国 語 を 日 本 語 の カ ナ に 写 す と き に 生 じ る 、 選 択 肢 の 多 様 性 か ら 生 じ る 混 乱 を 想 像 し て み れ

ば わ か る こ と で あ る 。  

し か し 、い ず れに し ても 、現 在 の 音 韻 表 記 ルー ルは 、 長 い 日 本 語 の 錯 綜 し た歴 史 の 中 の そ うと う後 期 に 、

ヤ マ ト （ 文 字 表 現 の 規 範 を つ く り 得 た 場 所 ） の 地 方 語 が 、 作 り 出 し た ロ ー カ ル な 規 範 で し か なく 、 別 の 言

語 を 基 層 と し て い る と も 言 わ れ る ア ヅ マ地 域 の 音 で は 、こ の 「 チ 」 「 ツ 」 （ 「 ヂ 」 「 ヅ 」 ） と 「 シ」 「 ス 」 （ 「 ジ 」 「 ズ 」 ）

の 区 別 が ヤ マ ト人 の 聴 覚 認 識 と 規 定 の 文 字 枠 の 組 み 合 わ せ の 範 囲 で 整 合 的 に 消 化 さ れ たと は と うてい

思 え な い 。音 声 言 語 に お け る そ れぞ れの 音 は 非 境 界 的 で あ る が 、 文 字 は 有 限 個 で あ る の で 、転 写 は 難

事 業 だ っ たと 思 わ れる 。  

文 字 化 以 前 の ア ヅ マ で は 、 実 践 上 、こ の 「 チ 」 「 ツ 」 （ 「 ヂ 」 「 ヅ 」 ） と 「 シ」 「 ス 」 （ 「 ジ 」 「 ズ 」 ） の 区 別 が あ い ま

い で あ る か 、 区 分 が あ っ て も そ の 区 切 り 目 が 異 な っ てい た か 、 あ る い は 、 こ う い う 有 限 個 数 の 既 存 の 表 記

の 埒 外 に あ る 音 を そ うと う も っ て い た可 能 性 も あ り、 と く に 、太 古 か ら 、 音 に よ っ て の 名 指 し （ 命 名 ） が 行 わ

れてい たア ヅ マの 地 名 など は ヤ マトか ら 下 向 し た役 人 など が 聞 こ え た（ と 信 じ た 通 り） 表 記 を 行 な うほ か なく 、

そ の あ い まい なも の が ヤ マトで の 規 範 と し て採 用 さ れてい っ たと 考 え ら れる 。  

こ の 地 方 語 範 囲 は 、 古 代 に 遡 る ほ ど 、 東 北 は も と よ り 西 南 関 東 （ 駿 河 、甲 斐 、相 模 、 武 蔵 な ど ） に ま で

及 ん で い た だ ろ う こ と は 、 い わ ゆ る 東 歌 の 範 囲 の 広 さ や そ こ で の 地 方 語 訛 り の 傾 向 が 共 通 す る な ど の 事

象 か ら 容 易 に 推 測 で き よ う。  

さ て、以 上 の よ うな 音 韻 現 象 が 仮 説 と し て可 能 な ら 、 フ ジは か つ て フ チ で あ っ たと 述 べ る こ と は 十 分 可 能

で あ ろ う。そ の フ チ は 水 に 関 係 し てい た。私 は 、折 口 信 夫 の 言 うよ うに 、水 の 霊 云 々 に まで 踏 み 込 む こ と な

く 、 フ チ は 、 と り あ え ず 「 水 」 の な ん ら か の 風 景 と 関 係 し た と の み 言 っ て お き た い 。 す な わ ち 文 化 的 な 意 義

（ 呪 術 や 信 仰 ） は の ち に 発 生 し たも の で 、地 名 と い う こ と を 考 え る と き に は 、も っ と も 単 純 素 朴 に 、地 理 的 ・

即 物 的 な 認 識 の な に が し で あ ろ う と 考 え る 。 ま ず 、 地 形 の 特 徴 に つ い て の 人 々 の 恒 常 的 な 印 象 が あ り 、

そ れに 対 し て、あ る 音
お ん

が あ り、こ れ が 、 後 に 必 要 に 応 じ て 他 者 と の 区 別 で 固 有 名 に 用 い ら れる と い うこ と で

あ っ たの で は ない か と 考 え たい 。 

水 の 流 れ（ ヤ マで なく 、火 で も なく ） に 土 地 の 情 景 の 特 徴 が あ り、そ れこ そ が こ の 地 域 の 呼 称 と なっ てい っ

たこ と 、そ れが 後 に 郡 名 に 使 用 さ れたと 考 え てい い の で は ない か と 推 定 す る 。  

そ の 水 は ど の よ うな風 景 を 展 開 さ せ てい たの だ ろ う。検 証 し てみ たい 。  

 

１ ０  

 

古 代 人 に と っ て、 生 き てい く うえ で も っ と も 大 き な関 心 事 は 食 料 と 水 で あ っ たこ と は 想 像 に 難 く ない 。こ れ

は た め に す る 想 像 で な く 、 柳 田 國 男 の 体 験 的 実 感 に 裏 打 ち さ れ た も の で も あ る 。 昔 話 、 民 話 、 民 間 伝

說承 を 収 集 し 続 け た柳 田 は 「 我 邦 の 傳 の 種 類 が 、 假 に ざ つ と 二 百 種 あ る と す る と 、其 中 の 八 十 まで は水

說に 因 み の あ る 傳 」 ４ ４ 】 で あ る と 言 う 。 つ ま り 、 伝 説 の 四 割 が 水 に 関 す る と い う こ と は 、 い か に 水 が 日 本 人

の 日 々 の 関 心 事 で あ っ たか と い うこ と で あ る 。  

こ の 水 は 、飲 料 だ け で なく 、む し ろ 住 居 環 境 に まつ わ る も の で 、生 活 の 周 りの 水 は 過 小 で も 過 剰 で も ま

た 不 潔 で も 困 る 存 在 だ っ た 。 そ の 条 件 に か なっ た 安 定 的 な 水 源 を 探 る あ る 種 の 能 力 や 技 術 を も っ た 特

殊 な人 が い て、 人 々 か ら 崇 め ら れ たと い うこ と は 、 先 に 述 べ た フ ヂ ハ ラ 集 団 など の 発 祥 で も 見 た 通 りで あ る

が 、「 弘 法 水 」 伝 承 の 数 の 多 さ で も そ れを 証 明 す る こ と が で き よ う ４ ５ 】 。  

富 士 山 の 山 麓 は 、“ 八 百 八 沢 ” と 言 わ れる ほ ど 豊 富 な湧 き 水 と 水 流 が あ る こ と が そ の 地 形 の 特 徴 と も 言

え る （ 北 麓 で は こ の 水 流 に “ 堀 ” と い う 独 特 な名 が 与 え ら れてい る ） 。こ の 水 も 、 標 高 が 上 が る と 、 一 般 の 山
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と 異 な り 、 極 端 に 水 の な い 世 界 に な る 。 現 代 の 人 々 は フ ジ の 山 の 容 姿 の 特 異 さ （ 円 錐 の シ ン メ ト リ ー ） や

標 高 の 高 さ や （ か つ ての ） 火 山 活 動 など を 、歌 枕 など に よ る 表 象 形 成 （ 多 分 に 偏 向 し た表 象 ） に 引 き ず ら

れ る 形 で 、 そ の 特 質 と 捉 え が ちだ が 、 古 代 に お い て間 近 で 生 活 す る 古 代 の 人 々 に と っ ては 、 そ れ ら は 関

心 の 外 に あ り、む し ろ 唯 一 の 関 心 事 は 、そ の 水 だ っ たに ちが い ない 。  

富 士 山 は 巨 大 な貯 水 槽 だ と 言 わ れる 。富 士 山 が 保 持 す る 総 貯 水 量 は 「 1 9 5  億 トン ～ 2 9 2 億 トン 」 と 言

わ れる 。こ の 量 は 日 本 の す べ ての ダ ム （ 約 2 7 0 0 基 ） の 総 貯 水 量 に 匹 敵 し 、あ る い は 、琵 琶 湖 の 貯 水 量 に

ほ ぼ相 当 す る 。こ の うちか ら 、一 日 あ たり 5 3 4 万 トン が 湧 水 と し て富 士 山 の 腹 か ら 裾 野 に か け て随 所 に 流

れ出 し てい る の で あ る ４ ６ 】 。一 般 に 、 山 が あ れば 保 水 し て、そ の 結 果 、 湧 水 が あ る の は 当 然 だ ろ うと 思 わ れ

る が 、 じ つ は 、 富 士 山 の 湧 水 は む し ろ 特 異 現 象 な の だ と い う 。 そ れ は 、こ の 山 だ け が 持 つ 特 殊 な 二 重 構

造 （ 難 透 水 性 の 古 富 士 泥 流 層 に か ぶ さ る 形 で 存 在 す る 新 富 士 旧 期 溶 岩 ） に よ る も の だ と い うこ と が ほ ぼ

明 ら か に なっ てい る そ うだ ４ ７ 】 。い わ ば 、素 焼 き の 碗 を 伏 せ てそ れを 海 綿 で 覆 っ てい る イ メ ー ジで あ る 。  

湧 水 は 、 著 名 な も の だ け で も 、 富 士 宮 浅 間 大 社 湧 玉 池 、 白 糸 の 滝 、 柿 田 川 湧 泉 、 富 士 五 湖 湖 底

の 湧 水 、 忍 野 八 海 、 三 島 湧 水 群 、吉 原 湧 水 群 、 富 士 吉 田 湧 水 群 、芝 川 湧 水 群 と あ り、 そ れら は 富 士

山 の 東 西 南 北 い ず れへ も 湧 き 出 し 、富 士 山 の 地 下 水 に 由 来 す る 湧 水 は 1 0 0 を 超 え る と い う ４ ８ 】 。  

こ の よ うに 湧 水 と 細 流 が なぜ 目 立 つ 存 在 に なっ てい る か と 言 え ば 、そ れは 富 士 山 （ と そ の 周 辺 ） に は 富

士 の 水 を 集 め る 際 立 っ た川 が ない こ と も あ る 。 麓 の い たる と こ ろ で 湧 き 出 し て流 れて い く 水 の 風 景 が まさ に

あ る 独 特 の 意 味 を 古 代 人 に 抱 か せ たの だ ろ う 。そ れ が 「 フ チ 」 で ない か 。こ の 水 は 湧 き 出 し て流 れる 。大 河

で も なく 洪 水 の 心 配 も 少 なく 、し か も 常 に ど こ に で も 流 れてい る 。  

駿 河 国 と い う国 分 け が 大 和 朝 廷 よ り 行 わ れ 、 行 政 の 利 便 上 、 そ の 国 の 中 を さ ら に 郡 に 区 分 す る に あ た

っ て、こ の 「 フ チ 」 に よ っ て特 色 付 け ら れ る 環 境 を も つ 地 域 に フ チ の 名 づ け が 行 わ れ たと 考 え る の は 自 然 で

なか ろ うか 。「 フ ジ（ シ） の 郡 」 と 区 分 さ れ たと こ ろ が き ち ん と 富 士 山 を 裾 野 まで 包 括 し てい る の は 偶 然 だ ろ う

か 。後 に 富 士 信 仰 に 係 わ る 神 社 と し て成 立 す る 浅 間 大 社 の シン ボ ル的 な湧 玉 池 は １ 日 に 4 0 万 トン （ 近

辺 の 工 場 など の 揚 水 で 近 年 、か な り 地 下 水 圧 が 落 ち て 、 現 在 は 半 分 以 下 に なっ てい る と い う ） も の 水 を

吐 き 出 す が 、こ の 池 は まさ に フ チ の 表 象 を まと っ てい る と 言 っ てよ い だ ろ う。  

浅 間 大 社 が 、古 代 人 の 火 山 へ の 畏 怖 に 基 づ い て 創 設 さ れ た 神 社 など と 信 じ ら れ 、そ こ か ら 、「 火 の 神 」

ア サ マが 祀 ら れてい る よ うに 思 わ れ る が 、 実 際 は 、 矛 盾 し た話 で 、 火 の 山 を 古 代 の 人 々 が 祀 る 理 由 など ど

こ に も ない 。そ の 火 を 鎮 め る に は 「 水 」 こ そ が 求 め ら れ る は ず なの だ 。『 富 士 本 宮 淺 間 社 記 』 に 、 「 （ 垂 仁 天

皇 ） 三 年 八 月 祭 比 大 神 於 山 足 之 地 以 鎮 之 。 之 姫 命 （ 木 華 開 耶 姫 命 ） 者 、 以 水 徳 之 神 故 、 火 災 消

滅 」 と あ る ４ ９ 】 。も ちろ ん 、こ の 事 項 は 江 戸 時 代 に 編 纂 さ れたも の で 、 登 場 す る 天 皇 の 時 代 など か ら い っ て

も 史 実 で あ る 可 能 性 は 皆 無 と 言 っ てよ い 。た だ 、す く なく と も 、 神 社 自 身 の 手 で そ う記 述 し て い る こ と に 意

義 が あ る 。す なわ ち「 水 」 の 意 識 の 残 影 で あ る 。  

「 フ チ 」 が 藤 に 転 ず る 伝 承 へ の 関 心 に つ い ては 先 に 述 べ た。あ わ せ て 「 フ チ 」 が 「 フ シ（ フ ジ） 」 に 転 ず る 音

韻 の 可 能 性 に つ い て も 考 察 し た 。 こ の こ と が 、 実 際 に 行 わ れ て い る あ る ケ ー ス が あ る 。そ れ は 、 富 士 登 拝

の 実 践 化 を 行 っ たと い わ れる 伝 説 的 長 谷 川 角 行 が 仙 元 大 菩 薩 か ら 授 か っ たと い う「 御 身 拔
お み ぬ き

」 と い う呪 符

の 表 に 書 か れた 文 字 で あ る ５ ０ 】 。こ こ で は 、フ ジ（ 富 士 ） に 代 わ っ て 、「 藤 」 の 大 文 字 が 使 用 さ れ 「 藤 開 山 」

と なっ て い る 。こ の 「 藤 」 は 室 町 時 代 か ら 江 戸 初 期 に か け ての 角 行 の 創 作 （ ？ ） し たも の で あ る の で 、 時 代

的 に 「 フ ジ」 と 「 フ ヂ 」 の 発 音 の 区 別 は 薄 れ 、こ の よ うな 文 字 使 い の 混 用 は あ り得 る 。ただ 、なぜ 「 藤 」 なの か

は 興 味 あ る と こ ろ だ （ 自 称 藤 原 鎌 足 の 子 孫 、 俗 名 藤 原 邦 武 だ か ら 「 藤 」 だ と か 「 藤 」 は “ 月 ” と “ 水 ” と

“ 火 ” の 合 字 と か の 説 は あ る が ） 。 か な りア ヤ シイ 新 興 宗 教 の 教 祖 的 存 在 の 角 行 は 自 ら を 角 行 藤 仏 と 称

し たが 、そ れは 、古 の フ チ ＞ フ ヂ ＞ 藤 と い う潜 在 的 な意 識 も あ っ ての こ と だ っ たの か も し れない 。  
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１ １  

 

富 士 山 を （ 広 い 意 味 で ） 祀 る の は 浅 間 神 社 で あ る ５ １ 】 。知 ら れる と お り 富 士 山 の 近 辺 （ 静 岡 側 や 山 梨

側 ） に は 「 富 士 神 社 」 と 称 す る 神 社 は 存 在 し な い 。し か し 、 私 た ち は 、 「 フ ジ 」 す な わ ち 「 フ チ 」 説 を も 補 強

す る き わ め て興 味 あ る 「 富 知
フ ク チ

神 社 」 の 存 在 に 着 目 し たい 。 こ の 神 社 は 静 岡 県 富 士 宮 市 の 浅 間 大 社 の 至

近 に 現 存 す る 。 『 延 喜 式 神 名 帳 』 に は 「 小 社 」 と し て 名 前 が で て い る 。 し か も 『 延 喜 式 』 で は 、 富 知 に は

「 フ チ 」 と カ ナ が 振 っ てあ る の で あ る ５ ２ 】 。 現 在 、 富 知 を フ ク チ と 読 ま せ る の は 、 江 戸 時 代 まで 「 福 地 明 神 」

と 称 し て い た 文 字 の 訓
よ み

に よ る 音 を そ の ま ま 引 き 継 い で い る か ら だ と 推 測 さ れ る ５ ３ 】 。 日 本 の 多 く の 固 有 名

詞 （ と く に 地 名 ） が そ うで あ る よ うに 、文 字 化 さ れる と 、 後 に 、そ の 訓 に 引 っ 張 ら れ、あ る い は あ りも し ない 「 意

味 」 に 影 響 さ れ 、あ る い は 好 字 を 求 め て 、 文 字 が 変 容 さ せ ら れ 、 ふ た たび そ の 文 字 の 訓 が ま た 文 字 を 置

き 換 え さ せ てい る と い う変 遷 の パ タ ー ン が あ る （ 例 ： ポ ー タ ラ カ＞ 補 陀 洛
ふ だ ら く

＞ 二 荒
ふ た ら

＞ 二 荒
に こ う

） ＞ 日 光
に っ こ う

） 。  

まさ に 、こ の 「 フ チ 神 社 」 こ そ が 、フ チ と 名 づ け ら れ た地 域 （ 郡 ） の 地 主 神 を 祀 る 産 土 だ っ たの だ 。そ れが

水 に か か わ る フ チ 神 社 と も 解 釈 さ れ 、一 方 、火 の 山 と い う意 味 づ け を 与 え ら れ た富 士 山 の 鎮 火 の 神 に 一

時 利 用 さ れ、 徐 々 に 、 山 そ の も の が 火 山 と い う 意 識 に 専 一 し 、こ の 要 望 に 応 え る ア サ マ信 仰 （ あ る い は 神

社 ） の 勢 力 が 大 き く なっ て 、こ れ に 駆 逐 さ れ る 形 で 、浅 間 大 社 の 攝 社 と し て従 属 的 位 置 に 組 み 込 ま れ 、

そ れと 共 に 、フ チ の 鎮 守 の 産 土 神 だ っ たこ と が 忘 れら れたと い う 経 緯 を そ こ に み る こ と が で き は し な い か ５ ４ 】 。

す なわ ちこ の 時 点 で フ チ の 消 滅 が 成 就 し たの で あ る 。  

け れ ど も 、さ ら に 考 え な く て は な ら な い の は 、 ほ ぼ 円 錐 形 の 富 士 山 で 、 片 面 の 駿 河 側 で の フ チ の 確 認 は

ほ ぼで き たと し て、甲 斐 側 で は 、「 フ ジの 山 」 は ど う呼 称 さ れてい たの か 、と い う点 で あ る 。  

フ ジ の 北 麓 を 見 て 見 た い 。 北 面 一 帯 は 駿 河 側 と は 地 形 の 条 件 が か な り 異 な り 、 富 士 の 麓 は そ の 北 に

帯 状 に 立 ちは だ か る 「 御 坂
み さ か

山 地 」 に は さ ま れ た 狭 間 で あ る 。 し か も そ の 一 帯 は 古 代 は 湖 だ っ たこ と が ほ ぼ

確 認 さ れてい る 。  

一 帯 を 覆 っ てい たの は 、「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 と 称 す る 湖 で ５ ５ 】 。そ の 湖 面 の 標 高 が 9 0 0 メ ー トルか ら 1 0 0 0 メ ー ト ル

前 後 と い うこ と も あ り、人 々 が 住 む の に 適 し た場 所 で は なか っ たこ と が 想 像 さ れる 。 

富 士 山 の 歴 史 噴 火 に つ い ての 研 究 書 ５ ６ 】 な ど に よ れば 、 現 在 富 士 五 湖 と 称 さ れ る 湖 の あ る 一 帯 は 、

原 初 に こ の 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 が 覆 い 、 そ こ か ら 、 幾 度 か の 溶 岩 流 に よ っ て 、 「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 「 旧 河 口 湖 」 「 御 舟 湖 」 と

「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 の ４ 湖 に 分 断 さ れ たと 推 測 さ れる ら し い 。 逆 に 、そ れ以 外 の 湖 水 に 覆 わ れ なか っ た陸 地 、湖 岸 は

人 々 が 行 き 来 し たり、定 住 し たりす る 場 所 だ っ たと 考 え る こ と が 可 能 で あ る 。 

い ず れに し ても 、こ の うちで 「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 周 辺 は 、延 暦 一 九 年 か ら 二 一 年 （ 8 0 0 年 か ら 8 0 2 年 ） に か け ての

大 噴 火 （ 『 日 本 紀 略 』 の 記 録 ） に よ り 流 出 し た い わ ゆ る 「 鷹 丸 尾 溶 岩 と 檜 丸 尾 第 ２ 溶 岩 流 」 の 結 果 、

「 明 日 見
ア ス ミ

」 と 言 わ れ て い た 部 分 は ほ ぼ 消 滅 （ 現 在 「 蓮 池
は す い け

」 と し て わ ず か 残 っ て い る ） し 、 現 在 の 「 忍 野
お し の

村 」

の 部 分 は 、 桂 川 へ 水 路 が ひ ら け て、 干 上 が り、 現 在 の 忍 野 八 海 と な り、あ と は 「 山 中 湖 」 の み が 形 を 変 え

て残 っ たと さ れる 。 一 方 、 「 旧 河 口 湖 」 は 、 そ の 南 の 大 部 分 が 埋 まっ て 湖 が 北 へ 押 し 出 さ れ る か たちで 河

口 湖 と し て小 さ く 残 り、「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 は まだ そ の 名 を と ど め てい たら し い 。  

さ ら に 、 そ の 後 、 貞 観 六 年 （ 8 6 4 年 ） の 長 尾 山 の 噴 火 （ 『 日 本 三 代 實 録 』 の 記 録 ） に よ り 「 剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 」 は

「 西
さ い

湖 」 、「 精 進
し ょ う じ

湖 」 、「 本 栖
も と す

湖 」 の 三 つ に 分 断 さ れ、さ ら に そ の 溶 岩 が 青 木 ヶ 原 を つ く っ たと い う。 現 在 の

河 口 湖 と 富 士 吉 田 市 の 間 あ た り に あ っ た ら し い 「 御 舟 湖 」 に つ い て は 、お そ ら く 、承 平 七 年 （ 9 3 7 年 ） の

噴 火 で 埋 没 し たの で は ない か と 推 測 さ れてい る 。  

こ の 湖 の 分 断 の 大 部 分 は 歴 史 時 代 の 出 来 事 で あ る こ と も あ り、上 記 の よ う な記 録 に よ りこ の 地 理 現 象
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の 再 現 が 試 み ら れてい る わ け で あ る 。湖 名 か ら み ても 、そ の 痕 跡 は わ か る 。  

ま ず 古 代 か ら あ っ た 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 は 「 背 の 海 」 （ 背 と い うの は フ ジの 山 の 後 ろ ） と い う 解 釈 は 俗 説 だ ろ うと 考 え

る 。本 来 は 「 狭 」 や 「 瀬 」 と も 同 根 の 、地 形 的 に は さ ま れた「 せ 」 で 、削 ら れ たと い うイ メ ー ジか ら 後 世 に 「剗 」

の 漢 字 が 当 てら れたと 思 わ れる 。『 萬 葉 集 』 前 出 3 1 9 番 で は 「 石 花
せ

」 と い う文 字 が 使 わ れ（ こ れは 駿 河 湾

海 底 に 「 石 花 海
せ の う み

堆 」 お よ び 「 石 花 海
せ の う み

海 盆 」 と し て 実 際 に も 存 在 し て い る ） 、 音 が 先 行 し て い る こ と を 証 拠

立 て る 。 す な わ ち 富 士 山 麓 と 御 坂 山 地 の 間 の 凹 ん だ 狭 間 の 意 味 と 解 釈 し て よ い だ ろ う 。 次 に 、 現 在 の

「 西 湖 」 は 、さ い ＜ せ い ＜ 「 セ 」 の 湖 か ら 、 「 本 栖 湖 」 は 「 も と ・ セ」 で あ りお なじ く 「 セ 」 の 湖 か ら で あ る 。「 精 進
し ょ う じ

湖 」 は 、富 士 講 の 行 者 が そ の 水 で 身 を 清 め 精 進 潔 斎 し たか ら など と い うの は 後 世 の 俗 説 で あ ろ う 。し や う

じ ＜ し や う し ＜ せ う し ＜ せ し ＜ セ ち （ 「剗 地 」 す な わ ち 「 セ 」 の 湖 の あ っ た 「 と こ ろ 」 ） と い う 変 化 の 結 果 だ と 推

測 し た い 。い ず れも 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 か ら の 転 訛 で あ る 。 一 方 、「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 （ ＜ う つ ＝ うち ＝ 内 。 周 囲 を 囲 ま れ たそ の

内 側 か ） は 「 明 日 見
ア ス ミ

」 （ 現 在 の 大 明 見 、 小 明 見 ） を 作 る が 、 こ れ は 、 そ の 古 形 「 阿 祖
ア ソ

湖 」 か ら も わ か る よ う

に 、 あ す み ＝ あ す （ う み ） ＜ あ そ ＜ あ つ ＜ 「 ウ ツ 」 の 変 化 し たも の と 思 わ れ る 。 ま た 、 溶 岩 流 の 結 果 、 干 上 が

っ て し ま っ た 「 忍 野
お し の

」 は 、 も と は 、 内 野
う ち の

と い わ れ （ 明 治 ８ 年 ま で 、 こ の 名 前 の 村 が 残 っ て い た し 、 こ の 村 と

忍 草
し ぼ く さ

村 が 合 併 し てで き た 今 の 忍 野 村 に 、字 名 と し て残 っ てい る ） の で 、言 うまで も なく 「 うち」 ＜ ウツ 、だ ろ う 。

「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 に 還 元 さ れる わ け で あ る 。 「 河 口 （ 川 口 ） 」 は 後 世 に 駿 河 か ら 甲 斐 へ の 宿 駅 が 発 達 し 、そ の 名

を と っ た 湖 名 と なっ て 古 名 （ 不 明 ） を 覆 い 隠 し て し まっ た と 考 え ら れ る 。 山 中 湖 は そ うと う 後 世 の 命 名 （ 山

中 村 か ら ） で 、 古 代 は 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 と 呼 ば れ て い たと 思 わ れる 。い ず れ に し ても 、 古 代 に は 、 富 士 山 北 面 一 帯

を 占 め てい たか つ て の 広 大 な湖 の あ る 地 帯 は お そ ら く そ の 共 通 の 風 景 で あ る 「 セ」 と い う 水 の 地 域 名 に 還

元 さ れてい たと 思 わ れる 。こ こ で は や は り「 サ 行 」 と 「 タ 行 」 の 交 替 が 前 提 と なる 議 論 で は あ る が 。  

そ うす る と 、富 士 山 の 甲 斐 国 側 で は 、そ の 風 景 的 な 地 名 と し てまず 「 セ」 を あ げる こ と が で き る 。も ちろ ん 、

こ の 情 景 は 「 水 」 で あ る 。さ ら に 、人 が 住 居 を 構 え る 場 所 は 、あ る 一 定 の 場 所 （ 湖 の ない 部 分 ） に 限 定 さ れ

てい たこ と が わ か る が 、そ れが も し あ る と す る なら 、そ こ こ そ 、フ チ と 呼 ば れてい た 地 域 で なか っ たか 、と い う想

像 を 可 能 に す る 。  

実 際 に 古 代 か ら 「 フ チ 」 が あ っ ただ ろ うか 。上 で 述 べ た よ うに 、平 安 時 代 の 初 期 に 、そ の 辺 り一 面 は 溶 岩

流 に よ っ てほ ぼ壊 滅 し たと い わ れる か ら 痕 跡 を 探 りよ うが ない 。じ じ つ 、こ の あ たりに つ い ての 記 録 は 何 も 残

っ てい ない 。 人 が 居 住 可 能 な 空 間 で あ る 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 と 「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 の 間 の 陸 地 （ 現 在 の 富 士 吉 田 市 あ たり） す

ら 、『 和 名 類 聚 抄 』 ５ ７ 】 など で も 、そ の あ たりの 村 の 名 前 など は 定 か で ない 。  

 

１ ２  

 

上 記 の 『 和 名 類 聚 抄 』 で は 、 甲 斐 國 は 豆 留 ・ 山 梨 ・ 八 代 ・ 巨 麻 の 四 郡 に 分 け て 記 載 し て あ る 。 そ の

中 の 、都 留 （ 豆 留 ） 郡 に 以 下 の 七 郷 が 挙 げら れてい る 。  

相 模 郷 （ 左 加 无 野 ） 、 古 郡 郷 、福 地 郷 （ 布 久 知 ） 、多 良 郷 （ 太 波 野 ） 、 加 美 郷 、 征 茂 郷 、 都 留 郷 で

あ る 。じ つ は 、今 日 の 郷 土 史 研 究 で も 、そ の 場 所 が 絶 対 確 実 に 比 定 さ れてい る と こ ろ が ない と い う 。し か し 、

い ま、こ こ で は 、「 福 地 郷 」 と い う名 前 だ け に 注 目 し てみ たい 。  

そ の 場 所 は 、 確 実 に 比 定 さ れ た わ け で は ない が 、い く つ か の 論 拠 に よ り 、現 在 の 大 月 市 の 東 部 に あ っ

た と の 考 え に ほ ぼ 異 論 が な い と 言 わ れ て い る 。 一 方 、 吉 田 東 伍 は 、 こ の 「 福 地 は フ チ の 仮 字 な ら ん 」 と も

述 べ てい る ５ ８ 】 。い ま、あ ら ため てそ の 地 域 を 精 査 す る と 、 J R 中 央 線 鳥 沢 駅 （ 大 月 市 内 ） 4 0 0 メ ー トル 北

東 に 福 地 八 幡 神 社 （ 大 月 市 富 浜 町 鳥 沢 2 7 8 8 番 ） が あ る 。郷 土 史 家 たちは 、お そ ら く こ こ が 今 は ない フ

（ ク ） チ 郷 の 中 心 で 、 そ の 村 の 範 囲 は 東 は 現 在 の 上 野 原 市 と の 市 境 あ た り ま で 、 西 に は 、 「 藤 崎 」 と い う
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地 名 が あ る が 、こ れは 「 フ チ 崎 」 と 解 釈 す れば 、こ こ が フ （ ク） チ の 郷 域 境 界 で あ ろ うと い う。こ の 地 域 内 に は 、

鳥 沢 駅 の 西 側 す ぐ 横 に 福 地 権 現 神 社 （ 大 月 市 富 浜 町 鳥 沢 4 1 0 番 ） も あ り、こ の 狭 い 集 落 に 「 フ （ ク）

チ 」 と い う 名 前 の 神 社 が 二 社 あ る の も 偶 然 な の だ ろ うか 。 「 和 名 抄 」 に よ る 、 都 留 郡 内 の 他 の 郷 で は そ の

地 名 を つ け た土 地 神 の 社 が な い の に 、 福 地 郷 だ け に そ れ が あ る の は 、 か な り 住 民 に 「 故 郷 」 意 識 が 強 か

っ たこ と を 表 す よ う な 気 も す る 。 ま た、 こ の 福 地 の 訓 を 「 和 名 抄 」 の 名 博 本 で は 「 フ シチ 」 と し て い る し 、 『 甲

斐 國 志 』 （ 巻 之 一 ・ 提 要 部 ） で は 「 フ チ 」 （ 佐 藤 八 郎 校 訂 の 雄 山 閣 版 で は 「 フ ヂ
．

」 ） と 読 み を つ け て い る の

は 、 先 の 吉 田 東 伍 の 論 拠 と なっ て い る か も し れ な い 。 福 地 と 書 け ば 、 だ れし も が フ ク チ と 読 む だ ろ う に 、 あ

え て異 音 を 示 し てい る の は 、こ の 地 名 が 、元 フ チ で あ る 可 能 性 を 強 く 示 唆 し てい る 。  

そ の 他 に 、 興 味 の あ る こ と は こ の 地 域 に 接 す る 「 猿 橋 」 で あ る 。こ れ は 、 橋 の 名 前 が あ ま り に も 有 名 で 、

地 名 も そ の 名 前 に 由 来 す る と 思 わ れ てい る が は たし てそ うなの か 。 地 名 が 先 行 す る 可 能 性 は な い の だ ろ う

か 。 こ の 「 サ ル ハ シ 」 の サ ル は ス ル や ツ ル （ 都 留 ） と 同 語 源 で な い か 。 そ う な ら ば 、 「 都 留 （ 郡 ま た は 郷 ） の

橋 」 と い う 意 味 に なる 。 たま たま 桂 川 と い う渓 谷 に 橋 が あ る ため に 猿 に まつ わ る 奇 妙 な 架 橋 伝 説 が うまれ 、

本 来 あ っ た は ず の そ の 地 名 が 橋 の 名 前 の 下 に 隠 蔽 さ れ た の で な い か 。 都 留 郷 は 、も と は 福 地 郷 に 接 し

て 東 の 上 野 原 、 四 方 津 の 辺 りを さ す と い う が 、こ の 都 留 は 郡 名 で も あ る の で 、 そ の 名 指 し 区 域 が は っ き り

し てい ない 。  

い ず れに し ても 、こ の よ うに 、フ ジの 山 の 風 景 に まつ わ る は ず の フ チ と い う地 名 が こ の 山 中 の 渓 谷 沿 い に

あ る の は なぜ なの か 。  

以 下 は 、まっ たく の 推 論 で し か ない が 、こ うい うこ と を 考 え てみ たい 。  

延 暦 の 噴 火 （ 8 0 0 - 8 0 2 年 ） は 「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 を 埋 め 、貞 観 の 噴 火 （ 8 6 4 - 8 6 6 年 ） は 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 を 分 断 さ せ た。

フ ジの 北 麓 へ 大 量 に 流 れ た溶 岩 流 は そ の 一 帯 を ほ ぼ壊 滅 状 態 に し た。そ の 富 士 山 北 麓 に 存 在 す る 縄

文 期 遺 跡 が 示 す と お り、こ こ に も 人 々 の 生 活 の 場 が 太 古 か ら あ っ たは ず で あ る 。し か し 、６ ０ 年 ほ ど の 間 に

二 度 に 亘 っ て襲 っ て き た 壊 滅 的 な 溶 岩 流 に 人 々 は ど う対 処 し ただ ろ う 。お そ ら く 、人 々 は こ の 地 を 棄 てて

移 住 す る こ と を 余 儀 な く さ れた だ ろ う 。こ こ か ら 抜 け 出 る に は 、 桂 川 を 下 る 細 い ル ー トし か な い 。川 を 下 り 、

行 き つ い た先 に あ ら たに 集 落 を 作 っ た だ ろ う 。そ れが 『 和 名 類 聚 抄 』 で 記 さ れて い る 「 福 地 郷 （ 布 久 知 ） 」

で は なか っ たか 。こ の 地 名 は 古 来 フ ジ 山 麓 に あ っ た 故 郷 の 地 名 風 景 を し の ん だ 「 フ チ 」 （ 好 字 使 用 で 、 福

地 と なっ たが ） だ っ たと 考 え る こ と は 許 さ れな い だ ろ う か 。す な わ ち 、フ ジ北 麓 の “ プ ロ ト” フ チ 郷 は 一 旦 消 え

たが 、そ れは 桂 川 沿 い の 山 麓 に 再 現 さ れたと い う推 論 で あ る 。遠 い 平 安 時 代 の こ と で あ る 。  

移 住 先 に 故 郷 の 地 名 を つ け る の は 、 移 住 民 で 成 り立 っ た ア メ リ カ 大 陸 や 北 海 道 で は 普 通 の こ と で あ

っ た。ボ ス トン （ イ ギリ ス の 同 名 の 町 か ら ） や 新 十 津 川 （ 奈 良 県 十 津 川 村 は 明 治 2 2 年 大 洪 水 に よ る 壊 滅

的 な 被 害 を うけ 大 半 の 村 民 が 北 海 道 へ 移 住 し た） を は じ め と し て 枚 挙 に い と ま が ない 。 古 代 で も 、ヨ ー ロ

ッ パ に は そ の 例 が 多 い 。 た と え ば 、 フ ラ ン ス の 「 ペ ル ー ジ ュ （ P é r o u g e s ） 」 は ロ ー マ 人 に 追 わ れ た イ タ リ ア の

「 ペ ルー ジア （ P e r u g i a ） 」 の ケ ルト人 住 民 に よ っ てつ く ら れた村 だ と 言 わ れてい る 。  

こ の フ チ の 人 々 は 溶 岩 流 と い う強 大 な 自 然 災 害 か ら 逃 げ出 し 、そ の 先 で 定 住 せ ざ る を 得 なか っ た 。洪

水 や 台 風 や 地 震 の よ う に 一 時 避 難 し て 、 の ち に 戻 っ て 建 て 直 し （ そ れ が 困 難 を 伴 っ て も ） を 行 な え る 状

態 で なか っ た の で あ る 。 周 辺 の 土 地 は ほ と ん ど は 青 木 ケ 原 （ 原 生 林 風 に なっ たの は 後 世 の こ と で あ る ） の

よ う に 、 溶 岩 台 地 と 化 し て 、 作 物 栽 培 な ど に は 長 期 に わ た っ て 使 い 物 に な ら な い 荒 廃 地 に な っ て し ま っ

た。  

延 暦 と 貞 観 の 噴 火 で は 、溶 岩 が 一 気 に 押 し 寄 せ た の で なく 、あ る 程 度 予 測 を も っ て 、 避 難 が で き てい

たの で な い か 。そ こ で 、全 村 （ そ の 人 口 は わ ず か で は あ っ たろ うが ） あ げて 新 天 地 を も と め 、ほ と ん ど 唯 一 の

脱 出 口 で あ る 桂 川 を 下 っ た 。と こ ろ が 、 今 日 「 猿 橋 溶 岩 」 （ 8 0 0 0 年 ほ ど 昔 の 溶 岩 流 の 名 残 ） と 名 づ け ら
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れ て い る 異 様 な 跡 を 桂 川 の 川 床 に 実 見 し て 、 人 々 は 、 避 難 す る な ら 猿 橋 を 超 え てそ の 先 まで は 行 く ほ う

が 安 全 だ と 判 断 し た か も し れ な い 。 彼 ら の 、 定 住 地 が 現 在 の 鳥 沢 駅 の 南 北 の 一 帯 で あ る の は 、 溶 岩 流

の 停 止 地 点 と ど こ か で 関 係 が あ る だ ろ う 。 も ち ろ ん 鳥 沢 よ り さ ら に 先 （ 東 ） ま た は 逆 に 西 へ の 方 面 へ の 選

択 肢 も あ っ ただ ろ うが 、 東 は 異 国 で あ る 相 模 国 で あ る 。ま た西 へ 向 か うと 、す ぐ に 厳 し い 山 岳 地 帯 の 難 所

を い く つ も 超 え なく ては なら ず （ 江 戸 時 代 で す ら 参 勤 交 代 で は こ の 山 岳 地 帯 を 避 け て 遠 回 りに なる に も か

か わ ら ず 中 山 道 が 使 わ れ てい たこ と を 考 え る と 、平 安 時 代 で は なお 人 々 を 尻 込 み さ せ ただ ろ う） 、越 え ても

そ の 先 は 、 「 国 中
く に な か

」 の 山 梨 郡 で 、 「 郡 内
ぐ ん な い

」 の 住 人 に と っ て は ほ と ん ど 異 国 で あ る 。 や は り 都 留 郡 内 で 居 を

定 め る の は 自 然 の 感 情 に か なっ てい る と 思 わ れる 。  

彼 ら が 新 天 地 と し て定 住 し た 所 が の ちに 『 和 名 類 聚 抄 』 に 記 載 さ れ てい る 「 福 地 郷 」 で は な い か 。そ し

て彼 ら は そ こ に 鎮 守 の 福 地 神 社 を 祀 っ た。  

さ て、一 方 、移 住 者 が 棄 て た故 郷 と 思 わ れる 地 域 は 、古 代 か ら 噴 火 の 被 害 を 直 接 蒙 る 荒 廃 地 で あ っ

たた め に 、実 は 、郡 域 す ら が 不 明 確 な地 域 だ っ たの だ が 、 平 安 時 代 に 無 人 と なっ た か も し れな い 荒 蕪 地

も 時 代 が た つ に つ れ て 、 富 士 講 や 信 仰 目 的 を も つ 人 々 の 通 過 点 、 宿 泊 地 と し て 、 徐 々 に 人 が 住 む よ う

に なる 。そ こ に は 、 蘆 の 茂 る 湿 地 帯 に 因 ん で ア シを ヨ シに 変 え て 、吉 田 と い う 集 落 が で き たと 思 わ れ る 。周

辺 に は 商 業 、家 内 産 業 も 興 り集 落 が 形 成 さ れ始 め る 。  

そ し て、は る か 後 世 （ 明 治 8 年 ） に 松 山 、新 屋 、上 吉 田 の 三 郷 が 合 併 し て「 福 地 村 」 が 出 現 す る 。そ

の 地 域 と い う の は 、 ち ょ う ど 「剗 湖
セ ノ ウ ミ

」 と 「 宇 津 湖
ウ ツ ノ ウ ミ

」 （ が あ っ たと 推 定 さ れ る 場 所 ） の あ い だ に 位 置 す る 陸 地 で

あ る 。こ の 「 福 地 村 」 は 昭 和 2 2 年 まで そ の 名 を と ど め 、そ こ か ら 現 在 の 富 士 吉 田 市 と なっ てい く 。こ の 地 に

は そ の 村 名 に 因 ん だ と 思 わ れる 福 地 八 幡 社 （ 富 士 吉 田 市 下 吉 田 5 1 7 8 番 に 現 存 ） も 見 ら れる よ うに な

る 。  

こ の 唐 突 と も 思 え る （ 旧 村 の い ず れの 名 前 も 継 承 し てい ない し 、そ の 合 作 で も ない ） 村 の 名 前 は 、 気 に

な る が 、 当 時 の 命 名 の 経 緯 は い ま の と こ ろ 不 明 で あ る 。 そ の 「 吉 田 」 の 下 に 、ひ そ か に 保 た れ てい た 平 安

の 昔 の 潜 在 記 憶 か 伝 承 が 村 名 と し て蘇 っ たと 言 うの は あ まりに も 憶 測 が す ぎ る か 。  

今 の 富 士 吉 田 市 に つ い ては 縄 文 時 代 など 古 代 の 遺 跡 は 多 く 確 認 さ れて い る が 、そ の 後 の 歴 史 的 記

録 が 希 薄 で 、 上 で 述 べ た よ う に 、 律 令 時 代 の 所 属 郡 に つ い て も 不 明 な の で あ る 。 さ き に あ げ た 『 日 本 歴

史 地 名 大 系 』 など に よ れば 、富 士 吉 田 市 近 辺 の 地 名 へ の 言 及 で も っ と も 古 い 史 料 は 弘 安 5 年 （ 1 2 8 2

年 ） の 「 呉 地 」 （ 現 在 の . 上 暮 地 、 下 暮 地 ） と い う 地 名 で あ る 。 日 蓮 の 行 跡 に 、 身 延 を 出 て 河 口 か ら 山 を

越 え 「 暮 地 （ 呉 地 ） 」 に 泊 まり 、 翌 日 東 駿 の 竹 下 （ 現 小 山 町 ） に 向 か っ たと い う 件 が あ る と い う（ こ の ル ー ト

は か なり不 自 然 で は あ る が ） 。「 吉 田 」 の 初 見 が 1 4 8 1 年 、そ の つ ぎ が 1 4 8 8 年 だ と い う。つ まり、 室 町 時 代

以 降 に こ の 地 が 修 験 登 山 が 形 を と り だ す 過 程 で そ の 登 拝 基 地 と なっ てい く まで は 、そ う と う長 い 期 間 、こ

の あ た りは 人 の 定 住 が なか っ たか 、き わ め て 打 ち 棄 て ら れ た 場 所 だ っ たと 言 え る 。 か ろ うじ て 見 ら れ る 集 落

遺 跡 も 、 御 坂 山 地 や 道 志 山 塊 の 山 麓 な ど の 台 地 に あ る と い う 。い わ ば 富 士 山 か ら 最 も 遠 退 く 形 で 人 々

は か ろ うじ て住 ん だ の で ない か （ お そ ら く 古 代 か ら そ の知 恵 は 実 践 さ れてい ただ ろ う） 。し か し 、噴 火 と い うの

は 、お お く は 、 1 0 0 年 以 上 の 長 い 間 隔 を あ け て発 生 す る か ら 、静 穏 期 に は 人 々 は 何 度 も 「 フ チ 」 で 生 活 し

ただ ろ う。そ の 痕 跡 は 溶 岩 や 降 灰 の 堆 積 の 下 に 埋 没 し てい て不 明 なだ け か も し れない 。  

現 在 の 富 士 吉 田 市 あ たり に 、 も し “ プ ロ ト” フ チ な る 郷 が あ っ たと す れば 、こ こ は 、 言 うまで も なく 富 士 山 に

対 面 す る 位 置 に あ り、駿 河 国 の フ チ （ フ シ） と 地 理 的 に も 連 続 性 が あ る 。  

そ も そ も 、 大 化 の 改 新 の 国 郡 制 導 入 以 前 の 遠 い 昔 に は 人 々 の 意 識 に は 駿 河 や 甲 斐 の 区 域 割 り は な

か っ たは ず で 、 上 述 し た 水 に か か わ る 地 形 か ら く る 命 名 こ そ が フ ジを め ぐ る 周 辺 地 域 を 結 び 合 わ せ て、広

が っ て い たと 考 え る なら 、 静 岡 県 側 に 「 フ シ」 が あ り 、山 梨 県 側 に 「 フ チ 」 が あ っ たと 考 え る の は そ う 不 自 然
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なこ と で は ない 。 古 代 に は こ の 南 北 二 つ の 地 域 は ひ と つ の ゆる や か な意 識 共 同 体 だ っ たこ と を 想 像 し たく

なる 。たと え ば 、先 に ふ れ た静 岡 側 の 「 富 知 神 社 」 と 山 梨 側 の 「 福 地 神 社 」 で あ る 。言 う まで も なく 、こ の 神

社 は 後 世 に 富 士 山 信 仰 と む す び つ い た 新 興 宗 教 の 浅 間 神 社 か ら の 連 想 で 思 わ れ る 富 士 の 山 へ の 信

仰 の 神 社 で なく 、フ ジ一 帯 を 覆 う産 土 神 と し ての 「 フ チ 」 の 社 で あ る 。  

 

１ ３  

 

フ ジ が 「 水 」 と い う 風 景 で 成 立 し て い る と し た ら 、こ の 地 を 南 斜 面 で 代 表 す る 「 駿 河
ス ル ガ

」 と い う 呼 称 は 何 で あ

っ たの か 。  

『 和 名 類 聚 抄 』 に よ る と 、駿 河 國 は 、 志 太 、益 頭 、有 度 、安 倍 、蘆 原 、富 士 、 駿 河 の 7 つ の 郡 を も ち、

こ の なか の 駿 河 郡 （ こ の 地 に 古 代 国 家 が あ っ たら し い こ と が 古 墳 群 など か ら 推 測 さ れてい る ） が 国 名 と し て

も 使 用 さ れた。  

駿 河 郡 に は 、 読 み を 示 唆 す る 「 珠 流 河 」 と い う 併 記 が あ り 、 そ の 音 は ス ル カと 発 音 さ れる が 、 こ の 「 ス ル 」

は 、 先 の 「 ツ 」 と 「 ス 」 の 流 用 論 で あ き ら か に し た こ と に 倣 え ば 、 「 ツ ル 」 の 転 訛 で あ る 可 能 性 が 高 い 。 そ う す

る と こ の ツ ル が 「 水 流 」 で あ る こ と は 、 日 本 各 地 に あ る こ れ に 係 わ る 地 名 で 証 明 で き る 。 たと え ば 、 青 森 県

上 北 郡 東 北 町 水 流 は 「 ツ ル 」 と 読 む 。 宮 崎 県 え び の 市 水 流 も 同 じ で あ る 。 ま た 、 柳 田 國 男 は 、 「 瀞
と ろ

八

丁 」 や 「 出 流 山
い づ る や ま

」 など も 水 の 流 れに か か わ る 「 ツ ル 」 地 名 の 変 形 例 と し て 挙 げ てい る ５ ９ 】 。（ つ い で に 言 え ば 、

静 岡 県 の 「 登 呂 遺 跡 」 や 埼 玉 県 の 「 長 瀞 」 の トロ など も 、柳 田 國 男 に 倣 っ てい え ば 、ツ ルの 可 能 性 が たか

い ） 。  

こ の 「 ツ ル」 や 「 ス ル」 は 、 「 つ る つ る 」 や 「 す る す る 」 な ど の 擬 態 語 か ら の 類 推 で 言 うな ら 、（ 流 体 など が ） 滑

ら か に 、あ る い は 軽 快 に 速 く な が れ る と い う意 味 を 源 に も っ て い たと 思 わ れ る 。 実 際 、 「 ツ ル」 は こ の 垂 れ流

れる イ メ ー ジか ら 、枝 か ら 垂 れ て曲 が る 植 物 は 「 蔓 」 （ つ る ） と な り、そ れを 使 っ た用 具 も 弦 （ つ る ） に なり 、垂

直 に 糸 を お ろ す 状 態 は 「 吊 る 」 （ つ る ） 、 そ の 行 為 は 「 釣 （ つ り ） 」 、 ま た 「 剣 （ つ る ぎ ） 」 （ こ れ は 吊 り 下 げ る と

い う 語 源 説 が 主 流 だ が 、 む し ろ 、 当 時 珍 し か っ た 磨 き あ げ た 鉄 器 の そ の 表 面 が つ る っ と 滑 ら か で あ る こ と

に 由 来 す る の で は ない か ） 、そ の 他 、「 連 （ つ ら ） な る 」 など の こ と ば が 派 生 し たと い うこ と は 多 く の 古 語 辞 典

が 説 明 す る 通 りで あ る ６ ０ 】 。  

と す る と 、北 麓 の 水 の 風 景 と し ても 同 じ 事 が 探 れる は ず で あ る 。  

い まさ ら 検 証 す る まで も なく 、 駿 河 郡 に 境 を 接 し て向 か い 合 うか た ちで 、 甲 斐 国 側 に は まさ に ツ ル 郡 が あ

る 。  

フ ジ の 北 で 「 都 留
ツ ル

郡 」 を 形 成 し 、 南 で 「 駿 河
ス ル カ

郡 」 （ ス ルカ の 「 カ」 は 在 り処
あ り か

な ど と 言 うと き の 場 所 を あ ら わ す

「 処
カ

」 で あ ろ う ） を 形 成 し てい る と 考 え る の で あ る 。 「 ツ ル （ ス ル） 」 も （ 「 フ チ （ フ シ） 」 と 同 様 ） 富 士 山 の 周 辺 の

人 々 の 単 純 で し か し 実 感 あ ふ れる 風 景 の 表 象 と なっ てい たの で は なか っ たか 。  

なお 、 水 に 関 係 す る ぐ ら い で 「 ツ ル 」 と い うな ら 全 国 い たる と こ ろ に あ っ てよ い 地 名 だ と い う 疑 問 が 生 じ る か

も し れ な い 。 じ つ は 、 そ れ ら の 多 く は 現 在 で は 「 鶴 」 と い う 好 字 に 変 え ら れ て し ま っ て い る の で 地 形 的 な 意

味 が 見 え に く く なっ て い る の だ 。 実 際 に 、都 留 郡 に さ え 鶴 川 や 鶴 島 な ど の 地 名 が 現 存 す る 。 ま た大 鶴 村

も 1 9 5 5 年 まで 存 在 し てい た（ 現 上 野 原 市 ） 。 たし か に 、そ の 地 名 由 来 は 鶴 の 飛 来 伝 説 で 説 明 さ れる こ と

が 多 い 。鶴 （ ツ ル ） は た ま たま 水 辺 （ ツ ル ） に 飛 来 す る こ と が あ る か ら で あ ろ う 。地 名 だ け で なく 、水 と 関 係 の

深 い 酒 の 銘 柄 に 「 鶴 」 と か 、 ツ ル ギ （ 剣 ） に 由 来 す る 「 正 宗 」 と か 名 づ け ら れ た も の が 多 い の も こ の こ と と 関

係 し てい る か も し れない ６ １ 】 。ツ ルの 意 味 内 容 は 、地 域 に よ っ て、時 代 に よ っ て、蛇 行 す る 川 、渓 流 、 湿 地

帯 、 淀 み など と 多 様 に 変 容 し て い っ たも の と 思 わ れる 。 な お 、 「 ス ル 」 に つ い て も 「 摺 （ す り 、 す る ） 」 と い う 文
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字 を つ け た地 名 や 「 須 流 」 「 数 流 」 など の 地 名 が そ うと う存 在 す る 。  

富 士 山 を ゼ ロ の 「 フ ジ 」 に お い て み る 場 合 に 駿 河 や 甲 斐 の 国 分 け の 敷 居 が は ず れた 世 界 が は じ め て 見

え てく る の で あ る 。 大 化 改 新 以 前 の 姿 に 戻 せ ば 、そ こ に 出 現 す る 共 通 の 世 界 で あ る 。そ の キ ー ワ ー ド は あ

い か わ ら ず 「 水 」 で あ り、 至 る 所 に 沸 き 出 る 水 の あ る 風 景 に 「 フ チ 」 と い う共 同 意 識 が 働 け ば 、 そ こ か ら ツ ル

（ 水 流 ） の 風 景 も セ （ 湖 ） も 同 様 に 共 同 風 景 と な る 。す な わ ち 、 駿 河 （ 静 岡 県 ） と 都 留 （ 山 梨 県 ） は 、 フ ジ

の 山 を 介 在 と し て同 一 の 表 象 を 描 き 出 し てい る の で は ない か と い う推 測 で あ る 。  

大 化 の 改 新 の 国 郡 制 で 、 「 ス ル （ ツ ル） 」 が 南 北 分 断 さ れ 、 あ たか も 別 の 国 の よ うに 成 立 し た た め に 、 私

たち は 、 見 え る は ず の 共 通 の 風 景 を 見 失 っ て い る の で は な い か 。実 際 、地 図 上 で 、か つ ての 「 駿 河
ス ル カ

郡 」 と

「 都 留
ツ ル

郡 」 の ふ たつ の 郡
こほり

を つ ない で 復 元 し てみ る と 、ほ ぼ富 士 山 の 山 頂 を 共 有 し て見 事 に 南 北 に つ なが

る の で あ る 。富 士 山 の 北 側 で ツ ルと 言 わ れ 、南 側 で ス ルと 言 わ れ た地 域 が 、か く し て 風 景 の 共 同 体 と なる

の で あ る 。（ 図 ） ６ ２ 】 。  

つ い で に 言 うと 、 山 梨 県 側 に は 「 ツ ル 」 と 「 フ チ 」

の 傾 向 が 強 く 、 静 岡 県 側 に は 「 ス ル 」 と 「 フ シ 」 が

強 い の は 、 上 で ふ れ た 崎 山 理 の 説 を 援 用 し て 言

え ば 、前 者 が や や 古 形 （ あ る い は 規 範 形 ） だ と い う

こ と に な る 。 お そ ら く 、 甲 斐 の ほ う が 、 外 か ら の 言

語 圧 力 の 影 響 を 受 け に く い 地 理 的 環 境 に あ っ た

の で な い か と 思 わ れ る 。 ヤ マ ト に よ っ て 制 定 さ れ た

「 東 海 道 」 の 幹 線 上 （ 本 路 ） に あ る 駿 河 と 、 支 線

（ 分 路 ） に 配 置 さ れ た 甲 斐 と の 差 で あ り 、 ま た 実

際 の 交 通 地 理 関 係 か ら み て も 理 解 で き る 。 前 出

の 『 萬 葉 集 』 （ 3 1 9 番 ） で 甲 斐 の 国 を 「 なまよ み 」 す

な わ ち 「 う す ぐ ら い 」 （ 異 説 は あ る が ） と 読 み 、 こ れ が こ の 地 方 の 枕 詞 と なっ て い る の は そ の 認 知 度 の イ メ ー

ジ で な い だ ろ う か 。 し か も 萬 葉 集 時 代 の こ と に 限 っ ても 、 甲 斐 の 防 人 歌 や 相 聞 歌 、 東 歌 は 、 そ れ と 確 定

で き る も の が 一 首 も ない こ と も 、 古 形 の “ 保 存 性 ” の 傍 証 の ひ と つ に な る か も 知 れ ない 。 ただ 、駿 河 地 方 で

よ く み ら れる こ の 転 訛 の 理 由 は 今 の と こ ろ わ か ら ない 。  

 

１ ４  

 

“ 霊 峰 富 士 山 ” が 隠 蔽 し てし まっ た姿 を 私 たちは フ ジ に も ど し 、そ れを さ ら に 「 フ チ 」 と 「 ツ ル」 「 セ」 に まで 遡

ら せ 、そ こ に 出 現 す る 共 通 の 風 景 を 眺 め てみ る 作 業 を し てみ た。そ し て、そ こ に は 、別 の 表 象 を まと っ た富

士 山 が 出 現 す る こ と を 確 認 で き たの で は ない か 。  

フ ジは ヒ ト が 住 む に は 麓 が あ り 、そ こ は 、つ づ め て言 え ば 「 水 」 で あ る 。“ 秀 麗 な 山 ” の 姿 など を 古 代 人 の

だ れも 見 てい ない 。怒 れる 山 や 火 へ の 畏 怖 か ら の 信 仰 など も し てい ない 。  

たし か に 古 く か ら 自 然 物 に た い す る 崇 敬 の 念 は 一 般 的 に 存 在 は し て い たこ と は 事 実 と し ても 、 日 本 人

に 古 来 特 定 の 山 へ の 特 別 な憧 憬 だ と か 崇 拝 を 宗 教 行 為 と し て実 践 す る こ と は あ っ たの だ ろ うか 。後 の 時

代 の 富 士 講 や 富 士 塚 も 、そ れが 成 立 し たの は 古 代 か ら 山 を 崇 め 、あ る い は 畏 れる 日 本 人 の 心 性 が 基 層

に あ っ たか ら だ と い う説 明 は 、後 世 か ら の 逆 照 射 で し か ない の で ない か 。  

山 を 信 仰 の 対 象 と す る と い う の は 、ど の よ うな 意 味 を 含 み も っ てい る の か 。 日 常 生 活 す る 人 は 、 何 の 目

的 で 山 に 向 か っ て、 何 ご と か を 願 っ た り感 謝 を す る の か 。山 を 神 体 と す る と い う 場 合 も 、 なぜ 、神 聖 なは ず
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の そ の 山 を （ 神 域 が 禁 足 に なら ず に ） 土 足 で 踏 み 付 け て登 頂 し よ うと す る の か 。も し 日 本 人 が 山 と い うも の

に 普 遍 的 な信 仰 を も つ な ら 、幾 千 と い う日 本 の 山 は 古 来 ど う扱 わ れてき たの か 。そ の 具 体 的 な痕 跡 や 伝

統 は ど の よ うな形 で 確 認 で き る の か 。  

上 で 考 察 し たよ う に 、東 歌 など で の フ ジの 山 へ の まなざ し に は 信 仰 の 片 鱗 す ら なく 、 ただ 生 活 の 場 と い

う認 識 以 上 で も 以 下 で も なか っ た。 また 、たと え ば 、 浅 間 信 仰 が 火 山 へ の 畏 怖 か ら 自 然 発 生 的 に 生 じ た

と い う考 え 方 も か なり後 世 の 物 語 で ない か 。 駿 河 側 の 本 宮 と い うの は も と か ら あ っ た地 主 神 の フ チ （ 富 知 、

福 地 、 福 知 ） 明 神 に 上 書 き さ れ た も の で あ り 、 権 力 関 係 の 結 果 だ っ た 。 甲 斐 側 の 浅 間 神 社 は 、 祠 を 立

てて祭 祀 を 行 なえ と い う勅 ６ ３ 】 が 下 っ たため に そ れに 従 っ たも の で あ っ て、明 ら か に 都 文 化 の 人 為 的 伝 播

で し か なか っ た。  

ア ニ ミ ズム 、と りわ け 山 へ の 一 般 的 尊 崇 や 畏 怖 が こ れ ら の 山 へ の 信 仰 の 原 初 形 態 と い うの は 、ど こ まで

確 か な こ と な の だ ろ う 。山 を 神 と み た てて の 信 仰 も あ っ ただ ろ うが 、む し ろ 、 人 々 は 平 地 で 暮 ら す の だ か ら 、

生 活 に 縁 の うす い 高 山 を 祀 っ ても 意 味 が あ る と は 思 え ない 。 生 活 地 域 や 集 落 の 統 合 の シン ボ ルと し て実

感 の あ る 樹 木 、 森 、 小 山 、岩 、水 源 な ど を 祀 る の は “ 普 遍 的 媒 介 項 （ ゼ ロ 点 ） ” と し て 、象 徴 秩 序 の 維 持

に 必 要 だ っ た ろ うこ と は 理 解 で き る 。し か し 富 士 山 の よ う な巨 大 な 山 に 人 々 は ど の よ う な共 同 体 の 結 び 目

を 想 定 で き る の だ ろ う。  

後 世 に い わ ゆる 山 岳 宗 教 が 隆 盛 に なる と 、日 本 人 は 太 古 か ら 山 へ の 本 来 的 な信 仰 が あ っ た よ う な説

明 が さ れる が 、そ れは 上 で 詳 述 し たよ うに 後 世 が 行 な う後 付 け 解 釈 で は ない か 。と く に 、江 戸 時 代 以 降 に

メ デ ィア 的 に 隆 盛 を み て、そ れが し ば し ば 過 去 を 覆 い 隠 す と い う作 用 も し たと 思 わ れる 。  

後 世 に 特 殊 な様 相 を まと わ さ れ た富 士 山 の 向 こ うに フ ジを み よ うと し ても 、“ 崇 高 な霊 峰 ” や “ 秀 麗 な山

容 ” し か 見 え なく なり、そ れ ら を 編 制 し た言 説 を ど うし ても ゼ ロ に まで リ セッ ト出 来 なく なる 。せ い ぜ い が 、そ の

変 容 史 に 陥 っ てし まう懸 念 が あ る 。  

たと え ば 、 富 士 山 信 仰 が 古 く か ら あ っ たこ と の 証 と し てし ば し ば 引 用 さ れる 『 常 陸 國 風 土 記 』 に 出 てく る

「 福 慈 神 」 な ど も 、そ の ひ と つ だ 。「 福 慈 」 を 山 の 名 前 だ と 解 釈 す れば 、 富 士 山 に 宿 る 神 だ と い う意 味 に な

ら なく は ない 。し か し 、 上 で 検 証 し たよ うに 、「 福 慈 」 が 「 フ チ と い う 場 」 を 表 す な ら 、「 フ チ の 地 域 の 神 」 と な る 。

さ ら に 、 原 文 に 即 し て 、 素 直 に 読 め ば 、「 登 筑 波 岳 」 に 対 し て 「 至 駿 河 國 福 慈 岳 」 と なっ て い て 、 前 者 で

は 「 登 」 で あ り 、 後 者 で は 「 至 」 と い う 区 別 が さ れ て い る こ と に 気 づ く だ ろ う 。す な わ ち 、 筑 波 は そ の と お り 山

だ か ら 登 り
．．

、福 慈 に つ い ては 、 駿 河 国 の フ ジと 呼 ば れ る 地 域 に あ る 山 まで 至 っ た
．．．

と なる 。 そ こ で 意 識 さ れて

い る の は 富 士 山 の 広 大 な 裾 野 部 分 の 方 な の で あ る 。 ま た 、 「 汝 所 居 山 」 も 、 変 体 漢 文 で あ る た め 、 そ の

読 み か た に あ る 程 度 の 許 容 性 が あ る が 、 従 来 の 「 お ま え が 住 む 山 」 と い う 意 に と ら ず に 、 「 お ま え の 所 の

山 」 （ フ ジ郡 に あ る 山 ） と 解 釈 す る こ と は 許 さ れな い か 。そ うな ら ば 、こ の 「 汝 」 と 名 指 さ れ た神 は 「 富 士 山
．

の

神 」 で なく 、フ チ と い う場 所 を 差 配 す る 土 地 神 と なる 。  

古 代 人 に と っ て山 は 狩 猟 や 採 取 など の 場 で あ る 以 外 に は 役 に 立 つ こ と は 少 なか っ ただ ろ う、特 に 高 山

や 深 山 、 まし てや 不 毛 の 火 山 は 。 そ も そ も 、 日 本 に は 、こ れだ け 山 国 と 言 わ れな が ら 、 山 岳 民 族 も 存 在 し

た 形 跡 も なけ れ ば 、そ の 風 習 の 痕 跡 も な い 。そ の 上 に 、 稲 作 の 歴 史 が 始 ま る と 、 なお 、 人 は 里 へ 下 りる 。

フ ジ の フ チ と い う 「 水 」 も 実 は そ の 障 害 要 因 と な る 。美 し く 豊 か で あ っ ても 、 フ チ は そ の 流 れ や 水 温 の 特 性

か ら 、 稲 作 に は 役 に 立 て に く い こ と が 分 か り 、し か も 、仮 に 水 路 の 工 夫 を し ても 、 フ ジ の 周 辺 は 火 山 台 地

が 多 く て、耕 作 に 適 さ ない と こ ろ が 多 い 。加 え て、古 代 の 人 々 も 生 活 し てい たで あ ろ う約 ６ 万 年 昔 か ら １ 万

年 前 ま で の 間 だ け で も 、 フ ジの 山 （ 古 富 士 ） は 、 爆 発 型 の 噴 火 を 数 百 回 繰 り 返 し たと い う ６ ４ 】 。 そ の 溶 岩

や 降 灰 は 災 難 で あ っ たろ う が 、 現 実 に 、そ の 近 辺 に 生 活 の 場 を も つ 古 代 人 なら 、い っ たん 噴 火 が あ れば 、

火 山 や 火 を 拝 ん で 鎮 め てい る ヒ マが あ れば 、逃 げたほ うが よ い 、と 思 うほ うが 自 然 で ない か 。  
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山 は 「 古 く 、 神 聖 なも の と さ れ 、神 が 降 下 し 、 また 神 が 領 有 す る と 信 じ ら れた 」 （ 岩 波 『 古 語 辞 典 』 ） など

と 静 態 的 に 説 明 さ れ る が 、は たし て、 そ れは 日 本 の 山 一 般 に 適 応 さ れ る の だ ろ うか 。こ うい うこ と も 高 千 穂

の 峰 や 大 和 の 三 輪 山 や 畝 傍 山 など に まつ わ る 中 央 ヤ マ トが 編 制 し た言 説 か ら の 拡 大 連 想 で は ない か 。

む し ろ 政 治 的 で か つ ロ ー カル な 意 識 で し か なか っ たの で は な い か 。 た と え ば 「 山 」 を あ ら わ す ヤ マ ト コ トバ の

ひ と つ に 「 峰
み ね

」 が あ る が 、 東 国 で は 古 来 は 「 嶺
ね

」 だ っ た そ うだ 。 そ の 違 い は 、ヤ マ ト で は 「 ネ 」 に 「 神 の も の 」 と

い う 意 味 の 尊 称 「 ミ 」 を 接 頭 辞 と し てつ け てい たか ら だ そ う だ （ 岩 波 『 古 語 辞 典 』 ） 。そ うだ と す る と 、 山 を 神

格 化 す る の は 、ア ヅ マか ら み れば 遠 い ヤ マ トで の ひ と つ の 習 俗 で し か なか っ たこ と が 明 ら か に なろ う。そ う解

釈 す れば 、日 本 の す べ ての 山 が 必 ず し も こ の 種 の 崇 拝 の 意 識 の 痕 跡 を 残 し てい な い 理 由 も わ か る 。す な

わ ち、日 本 の 山 の ほ と ん ど は 、たん に 「 山 」 で あ り、そ れ以 上 で も 以 下 で も ない 無 名 の 存 在 で あ る 。  

噴 火 な ど が 起 こ れ ば 、 そ の 自 然 現 象 を 山 の 霊 力 と か 怒 り だ と か に 解 釈 す る の は 、こ の ヤ マ ト の 意 識 に

加 え て 、 後 世 に 仏 教 （ と り わ け 真 言 宗 と 天 台 宗 な ど ） に 乗 っ か っ た呪 術 的 な 修 験 道 の 一 連 の 強 力 な 意

味 づ け （ 布 教 ） の 結 果 だ っ たと さ え 思 え る 。  

「 フ チ 」 や 「 ツ ル 」 そ し て 「 セ 」 は ど れも た し か に 水 を め ぐ る 風 景 で あ り 、 そ れ は 、 古 代 か ら 人 々 が フ ジ の 山

に 特 殊 な 差 異 化 の 意 識 を も つ こ と も なく 、こ の 山 を 包 み 込 む 彼 ら の 土 地 と し てし っ か り 足 元 か ら 把 握 し て

い た「 風 景 」 で あ っ たと 考 え たい 。  

* * * * * * * * * * *  

付 記  

こ の 論 考 を 進 め る に あ たっ て、筆 者 の 手 に あ まる 民 俗 学 か ら 火 山 学 に 至 る まで の 種 々 の 分 野 に つ い て 、

蓄 積 さ れ た研 究 成 果 多 く 参 照 に さ せ ても ら っ た。と り わ け 郷 土 史 家 や 歴 史 家 に よ る 高 い レ ベ ルの 成 果 が

集 積 さ れ てい る 地 名 辞 典 、 歴 史 辞 典 、 歴 史 地 名 辞 典 の 類 なく し ては こ の 小 論 は あ り え なか っ た 。あ ら た

め て感 謝 の 気 持 ちを 表 明 す る も の で あ る 。ま た自 由 な推 論 を 重 ね る こ と で 、こ れら 先 達 の 成 果 を 歪 め てし

まっ ては い ない か と 懼 れる 。  

 

* * * * * * * * * * *  
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註 釈  
                                                             
１ 「 ペ ー タ ー 、あ の 山 たち、名 前 は 何 てい うの ？ 」 「 山 に 名 前 なん てない よ 」 と 少 年 は 答 え た。（ ヨ ハ ン ナ ・ シュ

ピ リ 『 ハ イ ジ』 第 ３ 章 よ り。引 用 者 訳  
２  森 下 昌 『 富 士 山  そ の 生 成 と 自 然 の 謎 』 講 談 社 、昭 和 4 9 年 p . 1 7 9  
３  たと え ば 、萬 葉 集 で は 名 も ない 人 たちの 歌 を 採 録 す る に 際 し て「 但 稚 拙 歌 者 不 取 載 之 」 （ 例 ４ ３ ４ ６ で

は 半 数 が 棄 てら れてい る ） と い う選 別 処 理 が 行 わ れてい る 。  
４  「 常 陸 國 風 土 記 」  秋 本 吉 郎 校 注  『 風 土 記 』 （ 日 本 古 典 文 學 大 系 ２ ） 岩 波 書 店 1 9 8 2 年 。  
５  本 論 で 「 古 代 」 と い う場 合 は 、先 史 時 代 は も と よ り、無 文 字 で は なく ても 、富 士 山 周 辺 で は ヤ マトなど

の 中 央 文 化 覇 権 が 希 薄 だ っ た時 代 も 想 定 し 広 く 用 い てい る 。  
６  仙 覺  『 萬 葉 集 註 釋  巻 第 三 』 巻 3 - 3 2 0 は こ の 記 事 と 呼 応 す る 内 容 に なっ てい る 。仙 覺 は 鎌 倉 時 代

の 僧 侶 で 、萬 葉 集 研 究 （ 1 3 世 紀 ） の 功 績 が お お き い 。し か も か れは 東 国 の 出 身 ら し く 、また生 活 も 東 国

（ 今 の 埼 玉 県 小 川 町 あ たり） で あ っ たら し い 。  
７  高 橋 毅 ・ 金 山 喜 昭 「 富 士 山 に 対 す る 縄 文 人 の 意 識 化 に つ い て」 p p . 1 7 - 3 8 、『 富 士 山 を め ぐ る 日 本 人

の 心 性 』 法 政 大 学 国 際 日 本 学 研 究 所 、 2 0 0 7 年  
８  同 上 書 p . 2 2  
９  同 上 書 p . 3 1  
１ ０  「 古 事 記 」  荻 原 浅 男 ・ 鴻 巣 隼 雄 校 注 ・ 訳  『 古 事 記 ・ 上 代 歌 謡 』 （ 日 本 古 典 文 学 全 集 ） 、小 学 館  

昭 和 5 1 年 。倉 野 憲 司 編 『 古 事 記 大 成 』 第 六 巻 、平 凡 社 、昭 和 3 2 年  
１ １  飯 田 武 郷 『 日 本 書 紀 通 釋 』 第 三  内 外 書 籍  昭 和 1 1 年 。井 上 光 貞 編 『 日 本 書 紀 』 中 央 公 論 社  

昭 和 4 6 年  
１ ２ 高 橋 毅 ・ 金 山 喜 昭 、同 上 書 （ 2 0 0 7 ） p . 3 1  
１ ３ 倉 野 憲 司 編 『 古 事 記 大 成 』 第 六 巻 、 p . 2 9 4 、平 凡 社  昭 和 3 2 年  
１ ４  『 日 本 書 紀 』 巻 廿 四 、国 史 大 系 編 修 会 編 『 新 訂 増 補 国 史 大 系 』 、吉 川 弘 文 館 、 1 9 6 6 - 1 9 6 7 年   
１ ５  都 良 香 「 富 士 山 記 」  小 島 憲 之 校 注 『 懐 風 藻 ・ 文 華 秀 麗 集 ・ 本 朝 文 粹 』 、岩 波 書 店 、 1 9 8 2 年 、 
p . 4 1 3  
１ ６ 中 西 進 訳 注 『 萬 葉 集 』 ４ 巻 なら び に 中 西 進 編 『 萬 葉 集 事 典 』 、講 談 社 、 1 9 7 8 - 1 9 8 5 年  
１ ７ 大 野 晋 ・ 佐 竹 昭 広 ・ 前 田 金 五 郎 編 『 古 語 辞 典 』 、岩 波 書 店 、 1 9 7 4 年 の 「 基 本 助 詞 解 説 」 の 欄  
１ ８ 巻 第 三 3 1 7 、 3 1 8  
１ ９ 巻 第 三 3 2 1  
２ ０ 巻 第 三 3 1 9  
２ １ 巻 第 三 3 2 0  
２ ２ 巻 第 十 一 2 6 9 5 、 2 6 9 7  
２ ３ 奈 良 時 代 の フ ジの 噴 火 は 記 録 に あ る 限 りで は 西 暦 7 8 1 年 8 月 4 日 の 1 回 で あ る 。「 富 士 山 下 雨 灰 々

之 所 及 木 葉 彫 萎 」 。『 續 日 本 紀 』  巻 3 6 、吉 川 弘 文 館 、 1 9 6 6 年 、  p . 4 7 5 。光 仁 天 皇 （ 天 應 ） 元 年 7
月 6 日 の 条 ） 駿 河 国 か ら の 報 告 で あ る 。萬 葉 集 の 成 立 年 代 か ら 見 て、こ の 2 首 が 天 應 の 噴 火 を 踏 まえ

てい る と は 考 え に く い 。と す る と 、こ れは そ れ以 前 に あ っ た（ 記 録 に 見 え ない ） 噴 火 の 伝 承 が 定 型 化 し たも

の だ ろ う。  
２ ４ 巻 第 十 四 3 3 5 5 、 3 3 5 6 、 3 3 5 7 、 3 3 5 8 、 3 3 5 9  
２ ５ 巻 第 十 四 3 3 5 5  
２ ６ 巻 第 十 四 3 3 5 6    
２ ７ 巻 第 十 四 3 3 5 7  
２ ８ 巻 第 十 四 3 3 5 8  
２ ９ 巻 第 二 十 4 3 4 5  
３ ０ 板 橋 倫 行 校 注 『 『 日 本 靈 異 記 』 』 角 川 書 店 、昭 和 3 2 年 、 p p . 5 5 - 5 7  
３ １  最 澄 は 8 0 5 年 （ 延 暦 2 4 年 ） に 帰 朝 し 比 叡 山 延 暦 寺 に お い て天 台 宗 の 開 祖 と な り、空 海 は 8 1 6 年

（ 弘 仁 7 年 ） に 真 言 宗 の 高 野 山 金 剛 峯 寺 を 開 い た。  
３ ２ 都 良 香 「 富 士 山 記 」 、小 島 憲 之 校 注 『 懐 風 藻 ・ 文 華 秀 麗 集 ・ 本 朝 文 粹 』 所 収 、岩 波 書 店 、 1 9 8 2 年   
３ ３ 小 山 田 和 夫 「 都 良 香 の 散 文 作 品 を め ぐ る 研 究 の 現 状 と そ の 問 題 点 の 整 理 ― 『 富 士 山 記 』 を 中 心 と

し て― 」 『 立 正 大 学 文 学 部 論 叢 』 1 0 2 号 、 1 9 9 5 年 、 p . 1 0  
３ ４ 「 富 士 山 噴 火 記 録 」 。火 山 噴 火 （ あ る い は 噴 煙 など ） の 記 録 は 『 續 日 本 紀 』 や 『 日 本 後 紀 』 や 『 寒 川

神 社 紀 録 』 など で 、奈 良 時 代 末 期 の 7 8 1 年 ご ろ か ら 平 安 時 代 に か け て、 8 0 0 年 か ら 8 0 2 年 に か け て、

8 2 6 年 ご ろ 、 8 6 4 年 ご ろ 、 8 7 0 年 ご ろ と か なり頻 繁 に あ っ た。  
森 下 昌 『 富 士 山 』 講 談 社 、昭 和 4 9 年 、 p . 1 4 5   

小 山 真 人 「 富 士 山 歴 史 噴 火 総 解 説 」 （ 第 2 版 ） 、静 岡 大 学 教 育 学 部 総 合 科 学 教 室 、 2 0 0 7 年  

（ h t t p : / / s k 0 1 . e d . s h i z u o k a . a c . j p / k o ya m a / p u b l i c _ h t m l / F u j i / f u j i d / 0 i n d e x . h t m l ）  
小 山 真 人 「 歴 史 時 代 の 富 士 山 噴 火 史 の 再 検 討 」 、『 火 山 』 4 3 号 、 1 9 9 8 年 、 p p . 3 2 3 - 3 4 7  
小 山 真 人 「 富 士 山 の 歴 史 噴 火 総 覧 」 、荒 牧 重 雄 ・ 藤 井 敏 嗣 ・ 中 田 節 也 ・ 宮 地 直 道 編 『 富 士 火 山 』 、

山 梨 県 環 境 科 学 研 究 所 、 2 0 0 7 年 、 p p . 1 1 9 - 1 3 6  
３ ５ 日 本 に お い ては 、地 名 学 （ 英 t o p o n ym y、仏 t o p o n ym i e ） は 、柳 田 國 男 など の 尽 力 に も か か わ ら ず 未

だ に 独 立 し た学 問 分 野 と し て確 立 し てい ない の で は ない か 。巷 間 流 布 し てい る 地 名 語 源 は そ の ほ と ん ど
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が 民 間 噺 で し か ない 。本 論 考 の 語 源 に つ い ての 情 報 は ア ルプ ス に つ い ては 、 D i c t i o n n a i r e  
g é o g r a p h i q u e  d e  l a  S u i s s e ， At t i n g e r  f r è r e s ,  1 9 0 2 - 1 9 1 0 、 6  v o l s 。そ の 他 の 地 域 に つ い ては 、 S y l v a i n  
J o u t y  &  H u b e r t  O d i e r :  D i c t i o n n a i r e  d e  l a  m o n t a g n e 、  Ar t h a u d 、 1 9 9 9 など を 参 照 し た。  
３ ６  折 口 信 夫 「 水 の 女 」 の 中 の 「 1 0 ふ ぢは ら を 名 と す る 聖 職 」 『 折 口 信 夫 全 集 』  第 二 巻 、 中 央 公 論 社 、

昭 和 4 7 年   
折 口 信 夫 「 富 士 山 と 女 性 神 の 俤 と 」 『 折 口 信 夫 全 集 』  第 十 六 巻 、中 央 公 論 社 、昭 和 4 8 年  
３ ７  谷 川 健 一 「 鍛 冶 屋 の 母 」 や 「 青 銅 の 神 の 足 跡 」 、 谷 川 健 一 著 作 集  第 5 巻 、古 代 学 篇 、三 一 書 房 、  
1 9 8 5 年  
乗 岡 憲 正 『 古 代 伝 承 文 学 の 研 究 』 桜 楓 社 、昭 和 4 2 年 、 p p . 8 5 - 8 6 、 p . 9 2 、 p . 9 5  
３ ８ 柳 田 國 男 『 神 を 助 け た話 』 全 集 1 2 巻 （ 新 装 版 ） 、筑 摩 書 房 、昭 和 4 4 年 、 p . 1 9 6  
３ ９ 全 集 1 6 巻 、 p . 4 5 6  
４ ０  野 本 寛 一 「 富 士 の 信 仰 と 文 学 」 、『 地 方 史 静 岡 』 第 ６ 号 （ 昭 和 5 1 年 1 1 月 ） 、静 岡 県 立 中 央 図 書

館 、 p p . 2 0 - 3 9  
４ １ 宮 地 直 一 、廣 野 三 郎 『 淺 間 神 社 の 歴 史 』 、古 今 書 院 、昭 和 3 年 の 復 刻 版 （ 名 著 出 版 、昭 和 4 8 年 ）
p . 5 1 4  
４ ２  奈 良 女 子 大 写 真 版 資 料 に よ る 「 興 福 寺 本 」 。  
４ ３  崎 山 理 「 こ と ば を 復 元 す る 」  『 三 内 丸 山 の 世 界 』 、山 川 出 版 社 、 1 9 9 6 年 、 p . 1 2 2  
４ ４  柳 田 國 男 「 武 藏 野 と 水 」 、『 定 本  柳 田 國 男 集 』 第 5 巻 、筑 摩 書 房 、昭 和 4 4 年 、 p . 4 4 5  
４ ５ 「 弘 法 水 伝 承 」 だ け で も 、確 認 さ れただ け で 全 国 に 1 3 5 2 編 も 存 在 し 、推 定 で は 1 6 0 0 は 超 え る の で は

ない か と い う。斎 藤 昭 俊 『 弘 法 大 師 信 仰 と 伝 説 』 、新 人 物 往 来 社 、 1 9 8 4 年 、河 野  忠 「 弘 法 水 の 水 文

科 学 的 研 究 」 （ 平 成 1 4 年 度  博 士 学 位 請 求 論 文 ） 。  
４ ６ 山 本 荘 毅 「 富 士 山 の 水 文 学 的 研 究  ― 火 山 体 の 水 文 学 序 説 ― 」 、『 地 理 学 評 論 』 4 3 、 1 9 7 0 年 、

p p . 2 6 7 - 2 8 4 。また、「 富 士 山 自 然 科 学 研 究 所 」 （ 静 岡 県 富 士 宮 市 万 野 原 新 田 3 2 9 3 - 1 ） の サ イ トを 参

照 し た。  
４ ７ 土 隆 一 「 富 士 山 の 地 下 水 ・ 湧 水 」  『 富 士 山 の 自 然 と 社 会 』 、 2 0 0 2 年 、国 土 交 通 省 富 士 砂 防 事 務

所 、 p p .  6 5 - 7 8  
４ ８ 土 隆 一 ： 同 上 書 、 p . 3 7 6  
４ ９ 宮 地 直 一 、廣 野 三 郎 『 淺 間 神 社 の 歴 史 』 、古 今 書 院 、昭 和 3 年 （ 「 名 著 出 版 」 復 刻 版 、昭 和 4 8
年 ） 、 p . 1 6  
５ ０  図 0 2 。井 野 邊 茂 雄 『 富 士 の 信 仰 』 、古 今 書 院 、昭 和 3 年 （ 「 名 著 出 版 」 復 刻 版 、昭 和 4 8 年 ） 、
p . 9 0  
５ １ 元 慶 元 年 （ 8 7 7 年 ） ご ろ 成 立 し たと 見 ら れる 都 良 香 の 『 富 士 山 記 』 に 「 浅 間 明 神 」 と い うコ トバ が 見 ら れ

る こ と は 、先 に 述 べ たが 、宮 地 直 一 、廣 野 三 郎 、同 上 書 （ 昭 和 3 年 ） に よ れば 、『 文 徳 實 録 』 （ 8 7 9 年 成

立 ） の 仁 壽 三 年 七 月 （ 8 5 3 年 ） の 条 に 「 駿 河 國 淺 間 神 」 の 記 述 が あ る （ p . 1 9 ） 。ただ し 、そ れを 祀 る 神 社

が あ っ たの か 不 明 で あ る 上 に 、仮 に あ っ たと し ても そ の 場 所 が 記 さ れてい ない 、と い う。そ の 後 、『 三 代 實

録 』 （ 貞 観 六 年 （ 8 6 4 年 ） 成 立 ） の 記 述 に は 「 浅 間 大 神 」 と あ り、相 変 わ ら ず 、そ の 場 所 は 富 士 郡 と まで は

記 述 し てい る が 正 確 な位 置 は や は り知 れない 。ただ 、お そ ら く こ の こ ろ に 、浅 間 神 社 の 原 型 ら し き も の が で

き てい たの だ ろ う。は っ き り、「 浅 間 神 社 」 と 神 社 名 で 記 録 が 見 ら れる の は 、延 長 五 年 （ 9 2 7 年 ） の 『 延 喜

式 神 名 帳 』 の 「 駿 河 國 」 の 項 で 「 名 神 大 社 」 と し て格 付 け さ れてい る 記 述 が 始 め てで あ る 。こ の と き に 、

「 甲 斐 國 」 の 「 名 神 大 社 」 も お なじ く 「 淺 間 神 社 」 と し て名 前 が 見 ら れる 。こ の こ と は 、す で に 浅 間 信 仰 が

確 立 し 、富 士 山 と か か か わ りなく 、神 道 の 一 派 と し て全 国 に そ の 信 仰 が 広 が り始 め たこ と を 示 す （ 現 在 で

は 、「 浅 間 神 社 」 は 全 国 に 約 1 3 0 0 社 あ る ） 。  
５ ２  同 上 書 『 浅 間 神 社 の 歴 史 』 p . 2 8 所 収 の 「 九 条 家 本 延 喜 式 神 名 帳 」 の 写 真 版 に よ る 。  
５ ３ 「 地 」 は い うまで も なく 、万 葉 仮 名 で は 「 ヂ 」 を 表 す 文 字 と し て使 用 さ れてい る 。吉 田 東 伍 は 「 富 知 （ 福

知 、福 地 ） は 「 富 士 の 訛 言 に し て、音 図 に 謂 へ る 横 通 の 例 と す 」 と 述 べ てい る （ 『 大 日 本 地 名 辭 書 』 、冨

山 房 、 [ 1 9 0 - ] - 1 9 1 0 年 、 p . 1 0 0 5 ） 。ちなみ に 「 横 通 」 と は 、文 字 表 記 が 異 なる が 音 は 同 じ と い う意 味 で 、そ

の 例 と し て「 ワ 」 と 助 詞 の 「 ハ 」 の 関 係 を あ げる こ と が で き る 。「 ジ」 と 「 ヂ 」 など も あ る 場 合 に は 別 音 だ っ たの は

確 か だ が 、別 の 時 代 、別 の 地 域 で は 流 用 関 係 （ 横 通 ） に あ っ たの で ない か と い う趣 旨 で あ ろ う。  
５ ４ 隠 蔽 さ れたか 、そ の 古 形 を も っ てい る か も し れない 産 土 神 と し て、静 岡 県 側 に は 1 ） 福 石

ふ く い し

神 社 （ 富 士 郡

芝 川 町 大 鹿 窪 4 3 8 ） 、 2 ） 福 石 神 社 （ 富 士 宮 市 元 城 町 1 9 - 2 ） 、 3 ） 富 知
ふ じ

六 所 浅 間 神 社 （ 富 士 市 浅 間 本

町 5 - 1 ） が あ り、そ の ほ か 、前 出 書 『 浅 間 神 社 の 歴 史 』 p . 5 1 0 に 記 載 さ れてい る 江 戸 時 代 の 文 献 に あ る と

い う本 宮 の 攝 社 と し て福 之 宮 （ 淀 師 村 、現 在 の 裾 野 市 ） も あ っ たが 現 存 を 確 認 出 来 ない 。「 福 之 」 は 「 フ

（ ク） シ」 と 訓 ませ たの で は ない か 。また山 梨 県 側 に は 、 4 ） 福 地 八 幡 社 （ 富 士 吉 田 市 下 吉 田 5 1 7 8 ） 、こ れ

は 明 治 以 降 に 祀 ら れた可 能 性 が たか い 、 5 ） 冨 士 守 稲 荷 社 、６ ） 福 地 八 幡 社 が あ る 。４ ） は 本 宮 冨 士 浅

間 神 社 摂 社 だ そ うだ 。また５ ） と ６ ） は 北 口 本 宮 冨 士 浅 間 神 社 （ 富 士 吉 田 市 上 吉 田 ５ ５ ５ ８ ） の 境 内 社 で

あ る 。ただ し 、こ れら の 詳 細 に 付 い ては まだ 調 査 が 不 十 分 で あ る 。なお 、こ の デ ー タ は 各 県 の 神 社 庁 に よ

る 一 覧 か ら 抜 き 出 し たも の 。  
５ ５ 国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 砂 防 部 富 士 砂 防 事 務 所  
（ w w w. c b r . m l i t . g o . j p / f u j i s a b o / f u j i _ i n f o / . . . / i n d e x . h t m l ）  
５ ６ 注 記 3 4 を 見 よ 。  
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５ ７ 源 順 [ 撰 ] 『 和 名 類 聚 抄 』 （ 大 東 急 本 の 複 製 ） 、 2 0 巻 、古 辞 書 叢 刊 刊 行 会 （  雄 松 堂 書 店 ） 、 1 9 7 3
年 の 「 国 郡 部 」 に よ る 。  
５ ８ 吉 田 東 伍 『 大 日 本 地 名 辭 書 』 （ 七 巻 ） 、冨 山 房 、 [ 1 9 0 - ] - 1 9 1 0 年 。そ の 他 、各 自 治 体 の 歴 史 や 地 名

由 来 など は 以 下 の 辞 典 を 参 照 に し た。   
『 角 川 日 本 地 名 大 辞 典 』 、 4 7 巻 ＋ 別 巻 2 、  角 川 書 店 、 1 9 7 8 - 1 9 9 1 年  
『 日 本 歴 史 地 名 大 系 』  5 1 巻 + 総 索 引 、平 凡 社 、 1 9 7 9 - 2 0 0 5 年  
『 甲 斐 國 志 』 、甲 斐 叢 書 刊 行 会 、  1 9 3 5 - 1 9 3 6 年  
５ ９ 柳 田 國 男 『 地 名 の 研 究 』 、角 川 書 店 、昭 和 4 3 年 、 p . 1 1 9  
６ ０ こ こ か ら 、都 留 郡 を 流 れる 桂 川 の 語 源 解 釈 も 可 能 で あ ろ う。カツ ラ は 葛

かずら

が 転 じ たも の で 、カツ ラ の 元 は ツ

ル（ 蔓 葛
つ る か ず ら

＝ 都 留 ・ 桂 ） だ か ら で あ る 。  
６ １ 「 鶴 」 の 文 字 が 付 く 造 り酒 屋 や 酒 の 銘 柄 （ 土 佐 鶴 、澤 の 鶴 、賀 茂 鶴 など ） が 際 立 っ て多 い の は 偶 然 で

ない だ ろ う。主 な銘 柄 4 5 0 0 種 中 、酒 名 と し て最 も 多 く 使 わ れてい る 文 字 の 第 1 位 は 「 鶴 」 （ 2 2 6 種 ） だ そ

うだ （ 日 本 酒 造 組 合 中 央 会  h t t p : / / w w w. j a p a n s a k e . o r . j p / ） 。こ の 場 合 、「 酒 は 百 薬 の 長 」 と い う連 想

か ら 長 命 の シン ボ ルと し て「 鶴 」 が 用 い ら れたと 説 明 さ れる こ と が 多 い が 、長 寿 なら 「 亀 」 の 名 が つ く 酒 の ほ

うが 多 い は ず で あ る 。し か し 、「 亀 」 は 5 0 位 に も 入 っ てい ない 。や は り、こ の 「 鶴 」 は 酒 造 に 携 わ っ た人 の 住

む 場 所 に 古 来 水 流 と し ての 「 ツ ル」 が 係 わ っ てい たこ と を 想 定 さ せ る 。あ る い は 、「 酒 」 を あ ら わ す 朝 鮮 語 が

s u l （ ス ル） で あ り、醸 造 は 渡 来 人 が そ の 技 術 を も たら し たこ と か ら 、ス ル＞ ツ ルの 関 連 が あ る か も し れない

（ ただ し 、こ の 朝 鮮 語 は 日 本 語 で は 汁 （ シル） に 転 訛 ・ 転 義 し てし まっ たが ） 。い ず れに し ても 、「 流 体 」 に

由 来 す る こ と は 変 わ ら ない 。なお 酒 名 で 僅 差 で 第 2 位 に つ け てい る 「 正 宗 」 は 歴 史 上 も っ と も 著 名 な刀 工

の 名 前 で あ り、また名 刀 の 代 名 詞 で も あ る が 、こ れも 、ツ ルを 語 源 と す る 剣 （ ツ ルギ） と か か わ りが あ る の は

偶 然 だ ろ うか 。  
６ ２  筆 者 に よ る フ ジの 風 景 表 象 の 概 念 図 。  
６ ３  『 日 本 三 代 實 録 』 に よ る と 、貞 観 の 噴 火 を 鎮 め る ため に 、貞 観 七 年 （ 8 6 5 年 ） に 甲 斐 國 の 八 代 郡 と

山 梨 郡 へ 二 度 に わ たっ て勅 令 が で てい る 。「 廿 日 丁 夘 、令 甲 斐 國 於 山 梨 郡 致 祭 淺 間 明 神 、一 同 八

代 郡 」 。  
６ ４  「 富 士 山 の 噴 火 史 と 異 常 現 象 」 （ 防 災 危 機 管 理 課 資 料 ） 富 士 市 公 式 サ イ ト 2 0 0 9 年 に よ る 。  
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