
国
際
化
に
よ
り

「六
根
清
浄
」
が
英
語
調
。

パ
ワ
ー
ド
ス
ー
ツ

着
用
登
山
が
流
行
。

曇
っ
て
い
て
ご
来
光
が

見
え
な
い
時
は

　
　

  

（ブ
イ
ア
ー
ル
）で

な
ん
と
か
す
る
。

大胆予想！
近未来の富士詣!!

大胆予想！
近未来の富士詣!!

V
R

ウィー

ガシャン

ウィー
ガシャン

Rock on
show joe.
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「のぶすま」とは

ムササビの古い呼び名です。
高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !
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「
の
ぶ
す
ま
」
最
新
号
と
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
高
尾
山
山
頂
に
あ
る
、
高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
て
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

「近未来の富士詣」の巻

作：むらかみ/絵：うめだ
　
突
然
で
す
が
み
な
さ
ん
、虫（
昆
虫
）は
好
き
で
す
か
？

実
は
私
、
ち
ょ
っ
と
苦
手
で
し
た
。
で
も
そ
れ
は
大
人

に
な
っ
て
か
ら
の
話
。
記
憶
を
幼
少
期
ま
で
遡
る
と
、

身
近
に
い
た
チ
ョ
ウ
や
バ
ッ
タ
な
ど
、
虫
を
追
い
か
け

て
い
た
日
々
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
一
体
い
つ
の
間
に

虫
が
苦
手
な
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か…

本
人
も

首
を
か
し
げ
る
始
末
で
す
。

　
中
で
も
夜
間
遭
遇
す
る
こ
と
の
多
い
蛾
の
存
在
は
、

苦
手
を
飛
び
越
え
も
は
や
恐
怖
の
存
在
に
。
そ
ん
な
私

に
も
日
本
の
昆
虫
の
三
大
生
息
地
と
も
言
わ
れ
る
こ
こ

高
尾
山
に
や
っ
て
き
て
少
し
づ
つ
変
化
が
訪
れ
ま
す
。

そ
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
オ
オ
ミ
ズ
ア
オ
と
い
う
大

型
の
蛾
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
昼

間
で
あ
っ
た
こ
と
も
功
を
奏
し
た
の
か
、
動
き
を
鈍
く

し
て
い
た
こ
の
蛾
を
指
先
に
止
ま
ら
せ
る
こ
と
に
成

功
！
間
近
に
観
察
し
た
先
に
は
タ
ー
コ
イ
ズ
グ
リ
ー
ン

の
美
し
い
翅
の
色
は
も
ち
ろ
ん
、も
ふ
も
ふ
し
た
テ
デ
ィ

ベ
ア
の
よ
う
な
可
愛
ら
し
い
顔
を
発
見
し
た
の
で
す
。

　
以
降
も
日
々
、
様
々
な
虫
た
ち
と
の
出
会
い
は
繰
り

返
さ
れ
、
私
の
中
に
あ
っ
た
苦
手
意
識
は
そ
れ
を
上
回

る
好
奇
心
と
発
見
と
で
上
書
き
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
大
き
な
手
助
け
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
昆
虫
愛

溢
れ
る
仲
間
の
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
触
れ
て
も
危

険
は
な
い
か
？
捕
ま
え
方
や
持
ち
方
は
？
な
ど
、
そ
の

場
で
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

未
だ
、
動
き
の
速
い
虫
と
の
遭
遇
に
は
飛
び
上
が
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、相
手
を
知
る
こ
と
で「
苦
手
」が「
好

き
」
へ
と
変
化
し
て
い
く
体
験
は
、
な
か
な
か
素
敵
な

こ
と
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
次
の
夏
に
は
「
元
気
な
セ

ミ
を
素
手
で
捕
ま
え
る
！
」
こ
と
が
密
か
な
目
標
で
す
。

〈
解
説
員　
う
い
〉

虫
は
お
好
き
？

2018年の4月より、Twitter・Facebookをはじめました！
山頂の気温や天気、旬な自然情報などを毎日発信しています。
では、10月～12月の間にあがったツイートの中から、注目のニュース
をご紹介します。

ビジターセンター調べでは、この日が今年のベストダイヤモンド富士！
以下、今年の勝率です。↓
12/18○、19○、20◎、21×、22×（冬至）、23△

Twitterでふりかえる
高尾山ニュース！

本日のダイヤモンド富士（12/20）

本日の山頂からのダイヤモンド富士の様子です！
ここ連日は、とても綺麗に見えています。

#高尾山　#ダイヤモンド富士　#明日は冬至　#夕焼け

高尾山と富士山の間には歴史的に深い関わりがあります。
富士山登山は、※ 修験の道とされてきましたが、奈良～平安時代にかけて、一般人でありながら富士を目指す者が現れました。
江戸時代には爆発的に富士詣が流行となり、多くの人々が先達（今でいうガイド）と一緒に富士山を目指しました。
（※ 山岳信仰が取り入れられた日本独特の宗教や修業）

その２「富士浅間社」
450 年前に北条氏康によって建立されました。富士山まで
行けない者は、先達に思いを託し、高尾山の富士浅間社に
て富士を拝みました。詣でれば同じ効果を得られると多く
の方が参拝するようになりました。現在でも富士登拝徒歩
連行が夏と秋に 2 回行われていて、一般の方も参加できま
す。昔、江戸から富士山へ行くのには、高尾山を通ってい
たようで、その名残を現在も見ることができます。

その１「神変堂」
修験道の開祖とされている神変大菩薩（またの名を役小角）の御本尊が安置されていて、足腰心身の無事
をお祈りする場所です。

十
三
州
大
見
晴
展
望
台
か
ら
眺
め
る

富
士
山
の
存
在
感
。

高
尾
山
山
頂
に
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
す…

高尾山と修験道のゆかりの場所

1

1

富
士
山
と
高
尾
山

えんのおづぬ
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ハ
ミ
ズ
ゴ
ケ

　
ハ
ミ
ズ
ゴ
ケ
は
、
コ
ケ
特
有
の
特
徴
的
な
葉

や
茎
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
土
を
染
め

る
緑
色
の
シ
ミ
に
し
か
見
え
ず
、
コ
ケ
だ
と
気

づ
く
人
は
少
な
い
で
す
。
し
か
し
、
胞
子
を
飛

ば
す
蒴(

さ
く)

は
他
の
コ
ケ
よ
り
も
大
き
く
、

蒴
が
で
き
始
め
る
初
冬
に
な
る
と
「
あ
！
そ
こ

に
い
た
ん
だ
ね
」
と
そ
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
う
れ
し
い
出
会
い
で
す
。

気
が
付
け
ば
、

　

確
か
に
君
は
そ
こ
に
い
る

富士までにおよぶ雲海～」
中西悟堂の歌碑建立の秘話
ビジターセンターのすぐ横にある中西悟堂の歌碑。この歌を選定するに

あたり、もう一つの候補として挙がった歌には、今はとても珍しい鳥と

して知られるあの鳥が詠まれていた…？！

〈
解
説
員　
さ
と
う(

た)

〉

見
ら
れ
る
時
期
：
一
年
中

蒴(

さ
く)

が
見
ら
れ
る
時
期
：
９
〜
３
月

見
ら
れ
る
場
所
：
５
号
路
南
側
な
ど
、
日
当
た

り
の
よ
い
場
所

　
「
富
士
ま
で
に
お
よ
ぶ
雲
海
ひ
ら
け
つ
つ　

大
見
晴

ら
し
の
朝
鳥
の
こ
ゑ
」高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
横

の
窪
地
に
建
つ
歌
碑
に
刻
ま
れ
た
、こ
の
歌
を
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。こ
の
歌
は
、日
本
野
鳥
の
会
の
設
立
者

と
し
て
知
ら
れ
、自
然
観
察
や
自
然
保
護
の
思
想
の
育

成
に
ご
尽
力
な
さ
れ
た
中
西
悟
堂
先
生
の
歌
で
す
。歌

中
の「
大
見
晴
ら
し
」と
は
、ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
を
出

て
す
ぐ
右
手
に
あ
る
展
望
台（
大
見
晴
台
）の
こ
と
で

あ
り
、ま
さ
に
こ
の
場
所
で
詠
ま
れ
た
歌
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。当
時
、悟
堂
先
生
は
高
尾
山
の
ど

ん
な
姿
を
見
て
、こ
の
歌
を
よ
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、昭
和　

年（
1
9
7
1
）

八
王
子
観
光
協
会（
現
：
八
王
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
）

主
催
の「
野
鳥
の
声
を
き
く
会
」で
の
こ
と
だ
っ
た
そ

う
で
す
。悟
堂
先
生
と
交
流
の
あ
っ
た
八
王
子
自
然
友

の
会
副
会
長
菱
山
忠
三
郎
先
生
が
、当
時
の
こ
と
を

「
多
摩
の
あ
ゆ
み（
第　

号
）」で
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

2
日
間
に
渡
っ
て
開
催
さ
れ
た
会
で
は
前
夜
薬
王

院
に
宿
泊
さ
れ
、夜
の
懇
談
は
話
が
弾
み
夜
中
の
２
時

ま
で
続
い
た
よ
う
で
す
。「
夢
う
つ
つ
の
中
、４
時
に
起

こ
さ
れ
探
鳥
に
出
か
け
た
」と
あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、

空
も
明
る
く
な
り
か
け
た
６
時
ご
ろ
、山
頂
の
大
見

晴
台
で
目
に
し
た
光
景
が「
富
士
ま
で
に
〜
」の
歌
を

生
ん
だ
の
で
す
。そ
の
時
の
光
景
を
悟
堂
先
生
と
共
に

目
に
し
た
菱
山
先
生
は
、「
そ
の
時
の
雲
海
の
素
晴
ら

し
さ
は
ま
さ
に
天
下
一
品
だ
っ
た
。あ
れ
か
ら
も
幾
度

と
な
く
高
尾
山
に
は
登
る
が
、こ
の
時
ほ
ど
の
見
事
な

雲
海
に
出
会
え
た
こ
と
は
な
い
」と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、さ
ら
に
こ
ん
な
驚
き
の
事
実
が
書
か
れ
て

い
ま
し
た
。な
ん
と
、菱
山
先
生
は
こ
の
時
の
光
景
を
写

真
に
納
め
、そ
の
写
真
が
山
本
秀
順
貫
主
を
伝
い
、ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
受
付
の
上
側
に
飾
ら
れ
て
い
た
と
い

う
の
で
す
。「
え
！
今
も
ど
こ
か
に　

」と
花
火
の
よ
う
に

舞
い
上
が
っ
た
気
持
ち
は
、「
そ
の
後
セ
ン
タ
ー
の
落
雷

に
よ
り
火
災
で
建
物
と
も
灰
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」と
い

う
事
実
を
受
け
、一
瞬
で
鎮
火
さ
れ
た
の
で
す
が
…
な

ん
と
も
驚
き
の
事
実
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、そ
の
翌
年
の
昭
和　

年
に
山
本
貫
主
の
ご

依
頼
に
よ
り
悟
堂
先
生
の
歌
碑
を
山
に
建
て
る
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。こ
の
時
、悟
堂
先
生
の
示
さ
れ
た
も
う

一
つ
の
歌
が「
赤
せ
う
び
ん
声
ふ
る
は
せ
て
鳴
く
と
き
に

　

み
寺
の
山
に
き
り
た
ち
わ
た
る
」で
し
た
。今
と
な
っ

て
は
滅
多
に
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
ア
カ
シ
ョ
ウ
ビ
ン
を
は
じ
め
、当
時
は
、ヨ
タ
カ
、ブ

ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
の
声
も
よ
く
聞
こ
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

高
尾
山
の
自
然
環
境
は
も
と
よ
り
、ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ

ー
の
建
物
や
関
わ
る
人
々
な
ど
、時
の
流
れ
と
共
に

様
々
な
こ
と
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。時
折
耳
に
す
る

「
昔
の
高
尾
は
良
か
っ
た
」と
い
う
声
も
、当
時
を
知
ら

な
い
私
に
と
っ
て
は
、羨
ま
し
さ
混
じ
り
の
複
雑
な
感
情

を
沸
き
起
こ
さ
せ
ま
す
。し
か
し
、悟
堂
先
生
の
石
碑
や
、

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
は
今
も
存
在
し
ま
す
。そ
し
て
、そ

の
確
か
な「
つ
な
が
り
」は
、平
成
生
ま
れ
の
私
に
と
っ
て

過
去
を
知
り
、未
来
に
つ
い
て
考
え
る
大
切
な
手
が
か

り
と
な
っ
て
い
ま
す
。　　

　
〈
解
説
員　

う
め
だ
〉
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夏の姿蒴（さく）

初冬から春までの姿

昔も今もたくさんの人が眺める富士山！
高尾山から富士山がよく見える月は 1 月（75%）
ビジターセンターでは開館日は毎朝、山頂から富士山が見えるか記録を取っています。
過去 3 年間で富士山が見えた月ごとの割合を出して比べてみました。2 位 12 月（72％）、3 位 2 月（63％）、最下位 8 月（13％）

高尾山と富士山と太陽が冬至に一直線上に重なる奇跡は、薬王院の建立
にも関係していたのではないかと言われています。天文学的な奇跡は今
も昔も人々を惹きつけてやまず、毎年何百人もの人が見に訪れます。

高尾山内で「富士」と名のつく場所
～薬王院の記録より～　
一丁平の手前の「富士見台」と呼ばれる小さな頂には、昔、ご神体の富士山が絵のように拝めた。また奥の院と山頂を結ぶ道は富
士講の道者の一行が賑やかに行き交わっていた道という。いつしか「富士道」と呼ばれるようになった。

まとめ
富士山と高尾山、大きな魅力をもつ二つの山の関わりには、修験道の歴史やダイヤモンド富士など天文を交えたロマンが
ありました。昨年、いつも眺めてばかりの富士山に、久しぶりに登り、改めて裾野の広さ、溶岩の固さ、強風の厳しさを知り、
富士山の威厳を肌で感じました。高尾山に戻ってまた富士山を眺めたら…親しみや安心や憧れか入り混じった気持ちがし
ました。（言い表せない…）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈解説員　さとう（ま）〉

【やってみた！　富士山から高尾山をさがす】

富士山の久須志神社の山小屋あたりでコンパスを出し、 61 度の角度の

方向で高尾山を探索！

…雲がかかって見られず。 残念！

江戸から富士山へは高尾山を通って行っていたんだね

毎年、 冬至を含む 5 日間ほどがチャンス！

富士山と太陽と私が重なるキセキ…

昔から続く奇跡！高尾山から見るダイヤモンド富士


