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こ
ん
こ
ん
と
湧
き
い
づ
る
源
泉
、

そ
れ
は
躍
動
す
る
自
然
が
与
え
て
く
れ
る
恵
み
。

世
界
的
に
も
ま
れ
な
地
質
構
造
を
有
す
る
山
梨
な
ら
で
は
の

多
様
な
泉
質
の
温
泉
は
、い
つ
も
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
と
共
に
あ
っ
た
。

古
か
ら
守
ら
れ
、受
け
継
が
れ
て
き
た
温
泉
郷
、

そ
の
ゆ
か
し
き
風
情
を
訪
ね
て
。

03
｜

山
梨
の
温
泉
郷

04
｜

湯
け
む
り
の
向
こ
う
に

悠
久
の
歴
史
あ
り
。
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『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、多
様
な
泉
質
を
有
す
る
山
梨
の
温
泉
は
、

甲
斐
の
国
主
・
武
田
信
玄
は
も
と
よ
り
、文
豪
や
文
化
人
の

癒
や
し
の
場
、時
に
は
交
流
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
、

今
日
ま
で
守
ら
れ
、受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
個
性
豊
か
な
温
泉
郷
の
魅
力
と

歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

温
泉
郷
の
ゆ
っ
た
り
気
分
に
満
た
さ
れ
な
が
ら

新
名
物「
ラ
ー
ほ
ー
」を
楽
し
ん
で
。

12
｜ ﹇ 

て
く
て
く 

〝
伝
〞 ﹈

千
年
の
時
を
超
え

名
湯
が
物
語
る
幽
玄
の
世
界

10
｜

四
季
折
々
の
風
情
と
と
も
に

楽
し
め
る
温
泉
郷

08
｜﹇ 

て
く
て
く 

〝
住
〞 ﹈

母
な
る
富
士
山
に
抱
か
れ
る
温
泉
郷
か
ら

山
梨
の
魅
力
を
発
信

14
｜﹇ 

て
く
て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

下
部
温
泉
駅
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き
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温
泉
場
の
大
衆
化
は
さ
ら
に
進
み
、温
泉
の
効
能
も

口
づ
て
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
ん
な
中
で
町
中

の
湯
場
は
庶
民
の
日
々
の
楽
し
み
の
場
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。明
治
以
降
、例
え
ば
深
町（
現
在
の
甲

府
市
城
東
）で
は
、湯
場
が
次
々
と
開
業
。夏
に
な
る
と

農
作
業
を
終
え
た
人
た
ち
が
湯
で
汗
を
流
し
、お
す
し

を
食
べ
て
映
画
を
見
に
行
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

た
そ
う
で
す
。湯
場
の
周
り
に
は
屋
台
が
出
て
、と
こ

ろ
て
ん
や
、枇
杷
葉
湯（
枇
杷
の
葉
な
ど
を
煎
じ
た

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
）な
ど
が
売
ら
れ
て
い

て
、湯
上
り
客
が
浴
衣
姿
で
世
間
話
を
し
た
り
、将
棋

を
指
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、隣
接
す
る
料
理

屋
の
2
階
広
間
で
は
義
太
夫
や
笛
・
尺
八
を
披
露
し
合

う
な
ど
、湯
場
は
夏
の
庶
民
の
楽
し
み
の
場
と
し
て
大

層
に
ぎ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
温
泉
場
の
大
衆
化
が
進
む
一
方
で
、県

内
の
閑
静
な
温
泉
郷
は
、太
宰
治
ら
文
豪
た
ち
の
創
作

意
欲
を
か
き
立
て
る
文
化
創
造
の
場
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。山
梨
各
地
の
温
泉
は
そ
の
ひ
な
び
た
風
情
や

豊
か
な
自
然
が
文
学
と
融
合
し
多
く
の
文
豪
に
愛
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　
昭
和
36（
1
9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良

瘡毒（そうどく）・皮癬（ひぜん）

冷え

疝癪（せんしゃく）・火傷

留飲・腹痛

打ち身・切り傷・でもの

のぼせ・眼病・諸病

冷え・痔疾（じしつ）・不妊

甲府市湯村

甲府市御岳町

韮崎市円野町

早川町湯島

身延町下部

山梨市三富川浦

甲州市塩山上於曽

所　在 起源・由緒など 効　能温泉名

湯　村

黒　平

御座石

湯　島

下　部

川　浦

塩　山

弘法大師などが発見、信玄・勝頼が入湯

近世初期に発見、金桜神社が経営

近世後期に整備、くみ湯専用

8～9世紀に発見、徳川家康が入湯

836年、熊野の神が出現して湧出、家康が入湯

1193年、源頼朝の巻狩がきっかけで発見

1380年、向嶽寺開山の僧・抜隊得勝が発見

日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
、湯
治
と
い
う

ス
タ
イ
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
た

FE ATUR E

湯
け
む
り
の
向
こ
う
に

悠
久
の
歴
史
あ
り
。

　
山
梨
は
、4
つ
の
プ
レ
ー
ト
が
入
り
組
む
複
雑
な
地

質
構
造
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、多
様
な
泉
質
の
温
泉
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。大
き
な
温
泉
郷
が
な
い
た
め
、温
泉

県
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、実
は

山
梨
は
日
本
で
も
有
数
の
温
泉
の
宝
庫
で
あ
り
、大
変

古
い
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。温
泉
は
人
々
の
病
や
傷

を
癒
や
し
た
り
、文
化
を
育
む
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
憩
い

の
場
で
も
あ
っ
た
り
と
、い
つ
の
世
も
人
々
の
営
み
と

共
に
あ
り
ま
し
た
。1
3
0
0
年
を
超
え
る
古
い
時
代
の

伝
説
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
正
式
な
文

献
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
が
、建
治
4（
1
2
7
8
）年

に
書
か
れ
た
日
蓮
聖
人
の
書
状
で
す
。当
時
、身
延
山
久

遠
寺
を
開
山
し
た
日
蓮
聖
人
が
蒙
古
襲
来
を
予
言
し
た

と
い
う
名
声
を
聞
い
て
、一
度
会
っ
て
み
た
い
と
思
っ

た
人
々
が
久
遠
寺
を
訪
れ
た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
よ

く
聞
い
て
み
る
と
、下
部
温
泉
に
来
た
つ
い
で
に
興
味

本
位
で
会
い
に
来
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、多
く
の

人
々
を
追
い
返
し
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。こ
の

文
献
か
ら
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
下
部
温
泉
は
か
な
り

有
名
で
あ
り
、湯
治
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
温
泉
を
訪
れ

る
人
が
す
で
に
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

武
田
家
の
御
用
温
泉
か
ら

庶
民
の
湯
治
場
と
な
っ
た「
湯
村
温
泉
」

　
戦
国
時
代
に
な
る
と
武
田
信
玄
や
将
兵
た
ち
が
温

泉
で
傷
を
癒
や
し
、療
養
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、武
田
家
の
領
国
内
に
あ
っ
た
い
く
つ
も
の
温
泉

が
、後
に「
信
玄
の
隠
し
湯
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』で
は
、天
文
17（
１
５
４
８
）年
、

信
濃
塩
尻
峠（
長
野
県
）に
お
け
る
合
戦
で
負
傷
し
た

武
田
信
玄
が
、し
ま
の
湯（
現
在
の
湯
村
温
泉
）で
湯
治

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
川
浦
温
泉
に
は
、永

禄
4（
１
５
６
１
）年
に
武
田
信
玄
が
、そ
こ
を
管
理
し

て
い
た
恵
林
寺
に
宛
て
て
、温
泉
施
設
の
修
繕
の
た
め

の
お
金
を
集
め
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
分
か
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

信
玄
の
隠
し
湯
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
湯
村
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、そ
の
起
源
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、記
録
と
し
て
は
16
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
始
め
ま
す
。武
田
家
は
湯
村
に

「
御
湯
座
敷
」と
称
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
た
古
文
書
も
あ
り
、御
用
温
泉
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。京
の
公
家
な
ど
も
利

用
し
て
い
た
と
さ
れ
、湯
治
中
に
は
、武
田
氏
の
居
館

で
あ
っ
た
躑
躅
が
崎
館（
現
在
の
武
田
神
社
）で
歌
会

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、湯
村
温
泉
は
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
武
田
家
滅
亡
後
も
、歴
代
領
主
た
ち
は
湯
村
温
泉

の
整
備
・
保
護
に
努
め
、時
に
は
幕
閣
の
中
枢
に
あ
る

寺
社
奉
行
も
湯
治
に
訪
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、享
保

9（
1
7
2
4
）年
に
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
こ
と
で

領
主
不
在
と
な
り
、温
泉
の
管
理
・
運
営
は
地
元
の

人
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。庶
民

が
運
営
・
利
用
す
る
湯
治
場
と
な
っ
た
湯
村
温
泉
は
、

城
下
近
郊
で
あ
っ
た
こ
と
や
、平
場
の
た
め
季
節
を
問

わ
ず
利
用
で
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、甲
斐
国
随
一
の
集

客
を
誇
り
ま
し
た
。敷
地
内
に
は
牛
馬
専
用
の「
野
湯
」

と
呼
ば
れ
る
温
泉
も
あ
り
、農
耕
や
運
送
に
使
っ
て
い

た
牛
馬
も
入
っ
て
い
た
そ
う
で
、当
時
、牛
馬
を
と
て

も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
山
梨
の
温
泉
は
冷
泉
が
多
く
、盆
地
の
暑
い
夏
を
し

の
ぐ
の
に
適
し
て
い
ま
し
た
。現
在
は
営
業
し
て
い
ま

せ
ん
が
、か
つ
て
金
峰
山
参
詣
客
や
甲
府
の
人
々
に
滞

在
型
の
温
泉
と
し
て
親
し
ま
れ
た
黒
平
温
泉
が
あ
り

ま
し
た
。江
戸
時
代
の
町
人
で
旅
籠
屋
を
営
む
傍
ら
俳

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
鈴
木
調
之
の
日
記
に
は
、

甲
府
の
商
家
の
旦
那
衆
が
商
売
が
暇
に
な
る
時
期
を

見
計
ら
っ
て
、仲
間
と
湯
治
と
称
し
て
黒
平
温
泉
に
滞

在
し
、大
宴
会
を
繰
り
返
し
た
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。旦
那
衆
は
7
日
間
く
ら
い
を
療
治
目
的
で
は
な
く

日
常
か
ら
の
開
放
感
に
浸
る
た
め
の
楽
し
み
と
し
て

過
ご
し
、家
に
帰
る
と
今
度
は
女
性
た
ち
が
、向
嶽
寺

門
前
に
湧
出
し
、冷
え
や
不
妊
な
ど
に
効
く
と
知
ら
れ

て
い
た
塩
山
温
泉
に
湯
治
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

葛飾北斎 《勝景奇覧  甲州湯村》 江戸時代（東京国立博物館蔵）

日蓮聖人立像（身延山奥之院）

昭和初期の湯村温泉（『写真集 山梨百年』より）（左） 昭和30年ごろの下部温泉（若林賢明氏 撮影）（右）

江戸時代における甲斐国内の主な温泉

さ
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
中
で
発
展
し
て
歓
楽
街
も

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。昭
和
の
懐
か
し
さ
が
残
る
レ
ト
ロ

な
歓
楽
街
は
、今
で
は
石
和
温
泉
の
味
わ
い
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
山
梨
に
は
ま
だ
ま
だ
個
性
的
な
温
泉
が
数
多
く
あ

り
、そ
の
泉
質
や
景
色
、地
元
な
ら
で
は
の
味
や
人
情

に
触
れ
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。湯
け
む
り
の
向

こ
う
に
広
が
る
歴
史
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
、湯
の
町

の
情
緒
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

し
も 

べ

つ
つ
じ
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温
泉
場
の
大
衆
化
は
さ
ら
に
進
み
、温
泉
の
効
能
も

口
づ
て
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
ん
な
中
で
町
中

の
湯
場
は
庶
民
の
日
々
の
楽
し
み
の
場
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。明
治
以
降
、例
え
ば
深
町（
現
在
の
甲

府
市
城
東
）で
は
、湯
場
が
次
々
と
開
業
。夏
に
な
る
と

農
作
業
を
終
え
た
人
た
ち
が
湯
で
汗
を
流
し
、お
す
し

を
食
べ
て
映
画
を
見
に
行
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

た
そ
う
で
す
。湯
場
の
周
り
に
は
屋
台
が
出
て
、と
こ

ろ
て
ん
や
、枇
杷
葉
湯（
枇
杷
の
葉
な
ど
を
煎
じ
た

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
）な
ど
が
売
ら
れ
て
い

て
、湯
上
り
客
が
浴
衣
姿
で
世
間
話
を
し
た
り
、将
棋

を
指
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、隣
接
す
る
料
理

屋
の
2
階
広
間
で
は
義
太
夫
や
笛
・
尺
八
を
披
露
し
合

う
な
ど
、湯
場
は
夏
の
庶
民
の
楽
し
み
の
場
と
し
て
大

層
に
ぎ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
温
泉
場
の
大
衆
化
が
進
む
一
方
で
、県

内
の
閑
静
な
温
泉
郷
は
、太
宰
治
ら
文
豪
た
ち
の
創
作

意
欲
を
か
き
立
て
る
文
化
創
造
の
場
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。山
梨
各
地
の
温
泉
は
そ
の
ひ
な
び
た
風
情
や

豊
か
な
自
然
が
文
学
と
融
合
し
多
く
の
文
豪
に
愛
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　
昭
和
36（
1
9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良
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聖
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の
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は
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と
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ス
タ
イ
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
た
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む
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向
こ
う
に

悠
久
の
歴
史
あ
り
。

　
山
梨
は
、4
つ
の
プ
レ
ー
ト
が
入
り
組
む
複
雑
な
地

質
構
造
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、多
様
な
泉
質
の
温
泉
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。大
き
な
温
泉
郷
が
な
い
た
め
、温
泉

県
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、実
は

山
梨
は
日
本
で
も
有
数
の
温
泉
の
宝
庫
で
あ
り
、大
変

古
い
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。温
泉
は
人
々
の
病
や
傷

を
癒
や
し
た
り
、文
化
を
育
む
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
憩
い

の
場
で
も
あ
っ
た
り
と
、い
つ
の
世
も
人
々
の
営
み
と

共
に
あ
り
ま
し
た
。1
3
0
0
年
を
超
え
る
古
い
時
代
の

伝
説
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
正
式
な
文

献
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
が
、建
治
4（
1
2
7
8
）年

に
書
か
れ
た
日
蓮
聖
人
の
書
状
で
す
。当
時
、身
延
山
久

遠
寺
を
開
山
し
た
日
蓮
聖
人
が
蒙
古
襲
来
を
予
言
し
た

と
い
う
名
声
を
聞
い
て
、一
度
会
っ
て
み
た
い
と
思
っ

た
人
々
が
久
遠
寺
を
訪
れ
た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
よ

く
聞
い
て
み
る
と
、下
部
温
泉
に
来
た
つ
い
で
に
興
味

本
位
で
会
い
に
来
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、多
く
の

人
々
を
追
い
返
し
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。こ
の

文
献
か
ら
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
下
部
温
泉
は
か
な
り

有
名
で
あ
り
、湯
治
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
温
泉
を
訪
れ
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こ
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裏
付
け
ら
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武
田
家
の
御
用
温
泉
か
ら

庶
民
の
湯
治
場
と
な
っ
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湯
村
温
泉
」
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５
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湯
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６
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湯
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。

　
湯
村
温
泉
の
歴
史
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録
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温
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ら
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湯
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9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良
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戦
国
時
代
に
な
る
と
武
田
信
玄
や
将
兵
た
ち
が
温

泉
で
傷
を
癒
や
し
、療
養
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、武
田
家
の
領
国
内
に
あ
っ
た
い
く
つ
も
の
温
泉

が
、後
に「
信
玄
の
隠
し
湯
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』で
は
、天
文
17（
１
５
４
８
）年
、

信
濃
塩
尻
峠（
長
野
県
）に
お
け
る
合
戦
で
負
傷
し
た

武
田
信
玄
が
、し
ま
の
湯（
現
在
の
湯
村
温
泉
）で
湯
治

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
川
浦
温
泉
に
は
、永

禄
4（
１
５
６
１
）年
に
武
田
信
玄
が
、そ
こ
を
管
理
し

て
い
た
恵
林
寺
に
宛
て
て
、温
泉
施
設
の
修
繕
の
た
め

の
お
金
を
集
め
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
分
か
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

信
玄
の
隠
し
湯
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
湯
村
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、そ
の
起
源
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、記
録
と
し
て
は
16
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
始
め
ま
す
。武
田
家
は
湯
村
に

「
御
湯
座
敷
」と
称
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
た
古
文
書
も
あ
り
、御
用
温
泉
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。京
の
公
家
な
ど
も
利

用
し
て
い
た
と
さ
れ
、湯
治
中
に
は
、武
田
氏
の
居
館

で
あ
っ
た
躑
躅
が
崎
館（
現
在
の
武
田
神
社
）で
歌
会

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、湯
村
温
泉
は
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
武
田
家
滅
亡
後
も
、歴
代
領
主
た
ち
は
湯
村
温
泉

の
整
備
・
保
護
に
努
め
、時
に
は
幕
閣
の
中
枢
に
あ
る

温
泉
は
い
つ
も

人
々
の
近
く
に
あ
る
憩
い
の
場

こ
れ
か
ら
も
温
泉
は
人
々
を
癒
や
し

歴
史
を
重
ね
て
い
く

寺
社
奉
行
も
湯
治
に
訪
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、享
保

9（
1
7
2
4
）年
に
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
こ
と
で

領
主
不
在
と
な
り
、温
泉
の
管
理
・
運
営
は
地
元
の

人
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。庶
民

が
運
営
・
利
用
す
る
湯
治
場
と
な
っ
た
湯
村
温
泉
は
、

城
下
近
郊
で
あ
っ
た
こ
と
や
、平
場
の
た
め
季
節
を
問

わ
ず
利
用
で
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、甲
斐
国
随
一
の
集

客
を
誇
り
ま
し
た
。敷
地
内
に
は
牛
馬
専
用
の「
野
湯
」

と
呼
ば
れ
る
温
泉
も
あ
り
、農
耕
や
運
送
に
使
っ
て
い

た
牛
馬
も
入
っ
て
い
た
そ
う
で
、当
時
、牛
馬
を
と
て

も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
山
梨
の
温
泉
は
冷
泉
が
多
く
、盆
地
の
暑
い
夏
を
し

の
ぐ
の
に
適
し
て
い
ま
し
た
。現
在
は
営
業
し
て
い
ま

せ
ん
が
、か
つ
て
金
峰
山
参
詣
客
や
甲
府
の
人
々
に
滞

在
型
の
温
泉
と
し
て
親
し
ま
れ
た
黒
平
温
泉
が
あ
り

ま
し
た
。江
戸
時
代
の
町
人
で
旅
籠
屋
を
営
む
傍
ら
俳

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
鈴
木
調
之
の
日
記
に
は
、

甲
府
の
商
家
の
旦
那
衆
が
商
売
が
暇
に
な
る
時
期
を

見
計
ら
っ
て
、仲
間
と
湯
治
と
称
し
て
黒
平
温
泉
に
滞

在
し
、大
宴
会
を
繰
り
返
し
た
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。旦
那
衆
は
7
日
間
く
ら
い
を
療
治
目
的
で
は
な
く

日
常
か
ら
の
開
放
感
に
浸
る
た
め
の
楽
し
み
と
し
て

過
ご
し
、家
に
帰
る
と
今
度
は
女
性
た
ち
が
、向
嶽
寺

門
前
に
湧
出
し
、冷
え
や
不
妊
な
ど
に
効
く
と
知
ら
れ

て
い
た
塩
山
温
泉
に
湯
治
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

並山日記（山梨県立博物館蔵） 江戸時代の塩山温泉が描かれている
なみやま

昭和初期の塩山温泉（『写真集 山梨百年』より）

昭和36年ごろ、「青空温泉」として親しまれていた石和温泉
（『写真集 山梨百年』より）

甲斐名所寿古六（山梨県立博物館蔵） 幕末の甲州の名所や特産が分かる貴重な資料。左下に当時の湯村温泉が描かれている

さ
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
中
で
発
展
し
て
歓
楽
街
も

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。昭
和
の
懐
か
し
さ
が
残
る
レ
ト
ロ

な
歓
楽
街
は
、今
で
は
石
和
温
泉
の
味
わ
い
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
山
梨
に
は
ま
だ
ま
だ
個
性
的
な
温
泉
が
数
多
く
あ

り
、そ
の
泉
質
や
景
色
、地
元
な
ら
で
は
の
味
や
人
情

に
触
れ
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。湯
け
む
り
の
向

こ
う
に
広
が
る
歴
史
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
、湯
の
町

の
情
緒
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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に
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が
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。果
樹
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出
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く
の
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富士山

三富（川浦）温泉郷
武田信玄の隠し湯といわれ、山間の秘湯の風情を感じなが
ら歴史ロマンに浸ることができる温泉郷。笛吹川の上流に位
置し、日本屈指の渓谷美を誇る西沢渓谷にも近く、大自然を
満喫することができます。特に新緑と紅葉の季節の美しさは
格別です。

勝沼ICから車約50分
JR山梨市駅からバス約40分アクセス

湯村温泉郷
約1200年前に弘法大師によって開かれたと伝えられていま
す。武田信玄の隠し湯ともいわれ、武田家の御用温泉的な
役割を担いました。葛飾北斎の《勝景奇覧》にも「甲州湯村」
として登場しています。太宰治や松本清張など文豪や文化人
も多数逗留したことで知られています。高台から眺める甲府盆
地の夜景は絶景です。

甲府昭和ICから車約20分
JR甲府駅からバス約15分アクセス

下部温泉郷
約1300年前に発見され、けがや胃腸病によく効くことから、武田
信玄もこの湯で傷を癒やしたと伝えられています。湧き出る鉱泉
はかつて薬として売られていた時代もあり、飲用効果の高さも有
名です。信玄の隠し金山といわれる史跡や夏のホタルなど、見
どころや自然も豊富で、古き良き雰囲気が漂います。

六郷ICから車約20分
JR下部温泉駅から徒歩約10分アクセス

西山温泉郷
南アルプスの山の奥深い早川上流にある秘湯。今から約
1300年前に開湯したとされる名湯では、武田信玄や徳川家
康も湯あみしたと伝えられています。世界最古の旅館としてギネ
ス認定を受けた宿がある温泉郷は、豊かな自然の懐の中で、
しっとりと落ち着いた日本情緒を感じられる場所として訪れる人
を癒やしています。

六郷ICから車約60分
JR身延駅からバス約90分アクセス

増富ラジウム温泉峡
極めて高いラジウム含有量は世界有数で、戦国時代から武士
の傷を癒やしたとの言い伝えもある秘湯です。効能の高さから
古くから湯治場として栄え、ひなびた風情も味わい深く、多くの
文化人も訪れました。標高1000mの山奥にあり、日本百名山の
瑞牆山（標高2230m）にも近いため、登山と温泉を楽しむこと
ができます。

須玉ICから車約40分
JR韮崎駅からバス約60分アクセス

富士河口湖温泉郷
富士山の麓に湧き出した複数の源泉には、泉質や温度に違
いがあるのが特徴です。春夏秋冬、それぞれの季節に彩られ
る富士山は、早朝から夕暮れへと刻 と々美しく表情を変えてい
きます。湖畔を散策した後に、富士山を間近に仰ぎ見ながら
入る温泉はまさに至福の時間。レジャー施設も多く、ファミリー
も楽しめます。

河口湖ICから車約10分
富士急行線河口湖駅から徒歩約20分アクセス

石和温泉郷
昭和36（1961）年に果樹園から湧出した温泉は、都心からの
アクセスも良く、一大温泉地へと成長しました。マイルドな名湯で
親しみやすく、果樹王国やまなしの中心的な地域でもあり、フ
ルーツと温泉を満喫できるのも魅力です。春は桃の花で一面ピ
ンク色に染まり、桃源郷の華やかな雰囲気に包まれます。

一宮御坂ICから車約20分
JR石和温泉駅から徒歩約5分アクセス

　日本列島のほぼ真ん中に位置する山梨県は、フィリピン海プレート、太平洋プ
レート、北アメリカプレート、ユーラシアプレートの4つのプレートがぶつかり合い、世界
的にもまれな地質構造を有する地域です。これが、酸性泉、強アルカリ性泉、ラジウム
温泉など、多様な泉質に富む理由と考えられています。
　山梨県の温泉は、県内のほぼ全域に分布し、その標高も100mから1400m台まで
及んでいることが特徴です。そのため四季折 の々自然景観も素晴らしく、多様な泉質と
相まって、どの温泉郷も特色ある魅力に溢れています。

四
季
折
々
の
風
情
と
と
も
に

楽
し
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温
泉
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い
た
り
し
て
訪
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
数
は
年
間
5
万
人
に

上
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。先
代
が
湯
治
場
か
ら
観
光

温
泉
旅
館
と
す
る
べ
く
平
成
9
年
に
全
館
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

て
今
日
の
慶
雲
館
と
な
り
ま
し
た
が
、約
1
3
0
0
年
枯
れ
る

こ
と
な
く
湧
き
続
け
た
4
本
の
自
然
湧
出
の
源
泉
は
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、平
成
17
年
に
旅
館
の
す
ぐ
隣

を
掘
削
し
掘
り
当
て
た
湯
温
52
度
、毎
分
１
６
０
０
㍑
以
上

の
自
噴
泉
も
加
わ
り
、加
温
・
加
水
な
し
の
源
泉
掛
け
流
し
に

な
っ
て
い
ま
す
。『
こ
の
湯
を
体
が
覚
え
て
い
る
』と
お
っ

し
ゃ
る
お
客
さ
ま
も
い
ま
す
。こ
の
源
泉
は
自
然
の
貴
重
な

資
源
で
す
。大
切
に
守
っ
て
次
の
時
代
に
つ
な
い
で
い
く
の

も
私
ど
も
の
務
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
歴
史

あ
る
温
泉
旅
館
と
し
て
、さ
り
げ
な
い
心
遣
い
を
大
切
に
し

な
が
ら
、日
本
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
お
客
さ
ま
に
感
じ

取
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、心
掛
け
て
ま
い
り
ま
す
」

こ
の
貴
重
な
自
然
の
恵
み
を

守
っ
て
い
く
の
も

歴
史
あ
る
温
泉
旅
館
と
し
て
の
務
め

『
世
界
で
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
宿
』と
し
て

ギ
ネ
ス
認
定

西山温泉 慶雲館
早川町西山温泉／TEL.0556-48-2111

千年の時を超え
名湯が物語る幽玄の世界
ここに世界で
最も古い歴史を持つ宿がある。

　「
慶
雲
館
の
歴
史
は
、慶
雲
2（
7
0
5
）年
に
藤
原
鎌
足

の
長
男
で
あ
る
藤
原
真
人
が
狩
猟
の
途
中
に
源
泉
を
発
見

し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。真
人
が
険
し
い
山
中
に
道
を

開
き
、湯
つ
ぼ
を
造
ら
せ
た
こ
と
が
西
山
温
泉
の
起
源
と
さ

れ
、以
来
、病
に
苦
し
む
人
な
ど
が
湯
治
に
訪
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。天
文
年
間
に
は
武
田
信
玄
も
訪
れ
た
と
い
わ

れ
、天
文
15（
1
5
4
6
）年
正
月
に
は
、武
田
家
重
臣
の
穴

山
梅
雪
か
ら
当
館
の
守
護
神
湯
王
大
権
現
に『
ど
ら（
銅

鑼
）』が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。武
田
家
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
こ
の

品
は
、家
宝
と
し
て
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に

は
徳
川
家
康
も
入
湯
し
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
な
ど
、慶

雲
館
は
多
く
の
名
将
た
ち
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。平
成
23

年
に『
世
界
で
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
宿
』と
し
て
ギ
ネ
ス
に

認
定
さ
れ
ま
し
た
が
、た
だ
古
い
だ
け
で
は
な
く
、こ
の
よ

う
な
深
い
歴
史
の
足
跡
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
認
定
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
」

　「
古
く
か
ら
湯
治
場
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
西
山
温
泉
郷

は
、農
作
業
が
終
わ
っ
た
後
の
娯
楽
の
場
で
あ
っ
た
時
代
も

あ
り
、人
々
は
町
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
っ
た
り
、山
道
を
歩

西山温泉慶雲館 代表取締役社長
53代目当主

川野  健治郎さ  ん

ギネス認定書 高温で湯量も豊富な源泉 意匠を凝らした特別客室

天文15年正月、武田家重臣の穴山梅雪が奉納した「どら（銅鑼）」
武田家より寄贈されたこのどらは、家宝として代々受け継がれてきた（右）
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に
苦
し
む
人
な
ど
が
湯
治
に
訪
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。天
文
年
間
に
は
武
田
信
玄
も
訪
れ
た
と
い
わ

れ
、天
文
15（
1
5
4
6
）年
正
月
に
は
、武
田
家
重
臣
の
穴

山
梅
雪
か
ら
当
館
の
守
護
神
湯
王
大
権
現
に『
ど
ら（
銅

鑼
）』が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。武
田
家
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
こ
の

品
は
、家
宝
と
し
て
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に

は
徳
川
家
康
も
入
湯
し
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
な
ど
、慶

雲
館
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く
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名
将
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ち
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。平
成
23

年
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で
最
も
古
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歴
史
を
持
つ
宿
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し
て
ギ
ネ
ス
に

認
定
さ
れ
ま
し
た
が
、た
だ
古
い
だ
け
で
は
な
く
、こ
の
よ

う
な
深
い
歴
史
の
足
跡
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
認
定
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
」

　「
古
く
か
ら
湯
治
場
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
西
山
温
泉
郷

は
、農
作
業
が
終
わ
っ
た
後
の
娯
楽
の
場
で
あ
っ
た
時
代
も

あ
り
、人
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は
町
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
っ
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り
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道
を
歩

西山温泉慶雲館 代表取締役社長
53代目当主

川野  健治郎さ  ん

ギネス認定書 高温で湯量も豊富な源泉 意匠を凝らした特別客室
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武田家より寄贈されたこのどらは、家宝として代々受け継がれてきた（右）
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揚げ鶏、ホウレン草、味卵がトッピングされたしょうゆ味の「ラーほー」

　「ラ
ー
ほ
ー
」は
平
成
30
年
に
笛
吹
市
が
開
発
し
た
新
た

な
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
。ラ
ー
メ
ン
と
同
じ
く
ら
い
気
軽
に
多
く

の
観
光
客
や
県
民
に
、山
梨
の
郷
土
料
理「
ほ
う
と
う
」を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
魅
力
や
、い
か
に
観
光
に
生
か
し
て
い
く
か
な
ど
の
思

い
を
春
日
居
び
ゅ
ー
ほ
て
る
の
加
藤
芳
之
さ
ん
に
伺
い
ま

し
た
。

　「ラ
ー
ほ
ー
」の
基
本
レ
シ
ピ
は
、料
理
研
究
家
の
西
本
淑

子
さ
ん
が
市
の
依
頼
を
受
け
考
案
し
ま
し
た
。基
本
レ
シ
ピ

と
し
て
考
案
し
た「
ラ
ー
ほ
ー
」は
、山
梨
県
産
の
ほ
う
と
う

麺
を
使
い
、ス
ー
プ
は「
し
ょ
う
ゆ
味
」と「
フ
ォ
ー
風
味
」の

2
つ
。、今
で
は
各
店
舗
が
独
自
に
研
究
を
重
ね
た
ス
ー
プ

で
提
供
し
て
い
る
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル「
ラ
ー

ほ
ー
」を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「当
ホ
テ
ル
で
は
、開
発
後
す
ぐ
に
、夕
食
の
バ
イ
キ
ン
グ

の
一
品
と
し
て
提
供
を
開
始
し
ま
し
た
。ほ
う
と
う
の
よ
う

に
煮
込
む
必
要
が
な
く
、ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
お
出
し
で
き
る
メ

ニ
ュ
ー
な
の
で
、お
客
さ
ま
に
も
気
軽
に
楽
し
ん
で
も
ら
う

こ
と
が
で
き
、地
元
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、県
外
か
ら
の
お

客
さ
ま
や
お
子
さ
ま
連
れ
の
方
に
も
ご
好
評
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　ま
た
、日
本
ら
し
さ
を
感
じ
る
み
そ
味
の『
ほ
う
と
う
』も

人
気
が
あ
り
ま
す
が
、海
外
で
も
日
本
の
ラ
ー
メ
ン
は
ブ
ー

ム
と
な
っ
て
い
る
の
で
、し
ょ
う
ゆ
味
の
ス
ー
プ
を
使
っ
た

『
ラ
ー
ほ
ー
』は
、海
外
か
ら
の
お
客
さ
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ

や
す
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
」

　「最
近
は
、ほ
う
と
う
は
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、新

た
な『
ラ
ー
ほ
ー
』が
食
べ
て
み
た
い
か
ら
と
、『
ラ
ー
ほ
ー
』

目
的
で
来
て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ま
が
増
え
て
き
た
の
も
う

れ
し
い
で
す
。宿
泊
施
設
で
食
べ
ら
れ
る
の
は
当
ホ
テ
ル
だ

け
で
す
が
、市
内
22
の
飲
食
店
で
も
食
べ
ら
れ
る
ほ
か
、お
土

産
と
し
て
購
入
で
き
る
店
舗
も
あ
り
ま
す
。温
泉
で
日
ご
ろ

の
疲
れ
を
癒
や
し
、『
ラ
ー
ほ
ー
』を
召
し
上
が
っ
て
み
て
は

い
か
が
で
す
か
。食
べ
歩
い
て
み
る
の
も
楽
し
い
旅
の
思
い

出
に
な
る
と
思
い
ま
す
」

温泉郷のゆったり気分に満たされながら
新名物「ラーほー」を楽しんで。

温
泉
と「
ラ
ー
ほ
ー
」で

旅
を
も
っ
と
楽
し
い
も
の
に

笛吹市春日居町鎮目178
TEL.0553-26-3811

石和・春日居温泉郷
春日居びゅーほてる

み
そ
味
の「
ほ
う
と
う
」が

装
い
新
た
に
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
と
し
て
誕
生

春日居びゅーほてる さ  んデジタルマーケティングマネージャー 加藤  芳之

春日居びゅーほてるでは、夕食のバ
イキングで「ラーほー」を提供。
また、笛吹市観光物産連盟のウェブ
サイト「ふえふき観光ナビ」では、市
内の「ラーほー提供店舗」を紹介し
ている。
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　心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
目
指
し
て
い
た
渡
邊
真
衣
さ
ん
が
若
女

将
と
な
っ
た
の
は
、学
生
時
代
に
ご
主
人
と
出
会
っ
た
ご
縁
が
始

ま
り
。「
好
き
に
な
っ
た
人
が
温
泉
旅
館
の
跡
取
り
だ
っ
た
ん
で

す
」と
ほ
ほ
笑
み
ま
す
。石
川
県
の
老
舗
旅
館
で
の
修
業
を
経
て
、

5
年
前
か
ら
若
女
将
の
道
を
歩
み
始
め
た
真
衣
さ
ん
は
、お
お
ら

か
で
、相
手
を
優
し
く
包
み
込
む
よ
う
な
す
て
き
な
人
柄
で
す
。

　「富
士
河
口
湖
町
は
自
然
が
豊
か
で
、私
の
出
身
地
で
あ
る
鳥
取

県
と
雰
囲
気
が
似
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。そ
れ
に
何
と
言
っ
て

も
富
士
山
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
…
。富
士
山
は
本
当
に

唯
一
無
二
の
存
在
だ
と
実
感
し
た
ん
で
す
。移
り
住
ん
で
間
も
な

く
身
ご
も
っ
た
時
に『
富
士
山
は
お
母
さ
ん
み
た
い
だ
な
』と
感
じ

ま
し
た
。富
士
山
か
ら
湧
き
出
る
き
れ
い
で
豊
か
な
水
は
、ま
る
で

母
親
か
ら
胎
児
に
与
え
ら
れ
る
栄
養
の
よ
う
。私
た
ち
は
富
士
山

と
い
う
お
母
さ
ん
に
育
ま
れ
、そ
の
中
に
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
と

気
付
き
、そ
れ
か
ら
私
に
と
っ
て
富
士
山
は『
母
な
る
存
在
』に
な

り
ま
し
た
」

　真
衣
さ
ん
は
山
梨
の
地
場
産
業
の
魅
力
発
信
に
も
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

　「最
近
思
う
こ
と
は
、や
は
り
地
域
と
つ
な
が
っ
て
こ
そ
の
旅
館

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。私
は
こ
ち
ら
に
来
て
初
め
て
、山
梨
に
ワ
イ

ン
や
織
物
、和
紙
な
ど
の
素
晴
ら
し
い
地
場
産
業
が
あ
る
こ
と
や
、

伝
統
を
守
り
な
が
ら
も
、さ
ら
に
新
し
い
技
術
や
感
性
を
取
り
入

れ
た
取
り
組
み
を
し
て
い
る
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
知
り

ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
山
梨
の
魅
力
を
国
内
外
か
ら
い
ら
し
た
お

客
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、す
て
き
な
県
産
品
に
出
合
っ
て
も
ら

う
た
め
に
旅
館
は
絶
好
の
場
所
だ
と
感
じ
た
の
で
す
」

　山
梨
の
魅
力
を
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
で
売

店
の
一
角
に
設
け
た「
ヤ
マ
ナ
シ
発
信
所
」。そ
こ
は
、真
衣
さ
ん
が

「
山
梨
の
文
化
で
あ
り
遺
産
」と
感
じ
た
県
産
品
を
紹
介
す
る
コ
ー

ナ
ー
で
す
。

　「最
近
は
、産
地
に
つ
い
て
学
び
、山
梨
か
ら
世
界
に
向
け
て
活

躍
す
る
方
々
と
交
流
で
き
る
こ
と
を
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ
て
い

ま
す
。お
客
さ
ま
に
対
し
て
も
、山
梨
の
魅
力
を
よ
り
深
く
知
っ
て

い
た
だ
く
機
会
と
し
て
、ワ
イ
ナ
リ
ー
や
機
織
り
の
方
を
招
い
た

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
き
た
い
で
す
。こ
れ
か
ら
も『
ホ
ッ
と
一

息
つ
け
る
宿
』を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、人
と
人
、地
域
と
人
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、み
ん
な
の
心
が
通
じ
合
う
よ
う
な
場
に

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

専門相談員が常駐し、山梨への移住や就職について、ワンストッ
プでお手伝い。移住セミナーや各種イベントも開催しています。

やまなし暮らし

̶山梨への移住相談はこちらへ̶
やまなし暮らし支援センター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F NPOふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　FAX.03-6273-4307
E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：火～日曜日 10:00～18:00 検索

渡
邊 

真
衣

大
池
ホ
テ
ル 

若
女
将

さ  ん

富士河口湖町船津6713-103
TEL.0555-72-2563

※大池ホテルは改装工事のため
　3月末まで休館しています。

富士河口湖温泉郷 大池ホテル
2019年4月 リニューアルオープン

真衣さんは旅館のホームページからも「ヤマナシ発信所」の情報を伝え、県産品の
魅力や、自身の思いを発信

富士山の雄大な姿がすぐそこに…。国内外から訪れたお客さまに感動と
癒やしを提供する富士河口湖温泉郷

母
な
る
富
士
山
に

抱
か
れ
る
温
泉
郷
か
ら

山
梨
の
魅
力
を
発
信移

住
先
／
富
士
河
口
湖
町

■山梨県中北地域合同移住セミナー 「山から街まで」
自治体職員や相談員による地域情報の提供や個別相談などを行います。
［東 京 開 催］ 3/17（日） NPOふるさと回帰支援センター
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さ
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山
梨
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場
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力
発
信
に
も
力
を
入
れ
て
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ま
す
。
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専門相談員が常駐し、山梨への移住や就職について、ワンストッ
プでお手伝い。移住セミナーや各種イベントも開催しています。

やまなし暮らし

̶山梨への移住相談はこちらへ̶
やまなし暮らし支援センター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F NPOふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　FAX.03-6273-4307
E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：火～日曜日 10:00～18:00 検索

渡
邊 

真
衣

大
池
ホ
テ
ル 

若
女
将

さ  ん

富士河口湖町船津6713-103
TEL.0555-72-2563

※大池ホテルは改装工事のため
　3月末まで休館しています。

富士河口湖温泉郷 大池ホテル
2019年4月 リニューアルオープン

真衣さんは旅館のホームページからも「ヤマナシ発信所」の情報を伝え、県産品の
魅力や、自身の思いを発信

富士山の雄大な姿がすぐそこに…。国内外から訪れたお客さまに感動と
癒やしを提供する富士河口湖温泉郷

母
な
る
富
士
山
に

抱
か
れ
る
温
泉
郷
か
ら

山
梨
の
魅
力
を
発
信移

住
先
／
富
士
河
口
湖
町

■山梨県中北地域合同移住セミナー 「山から街まで」
自治体職員や相談員による地域情報の提供や個別相談などを行います。
［東 京 開 催］ 3/17（日） NPOふるさと回帰支援センター

15 14



415

3OO

N

02

01

03
04

05

06

07
08

甲斐黄金村・
湯之奥金山博物館

高浜虚子句碑

下部郵便局

丸一食堂
馬鹿丼

下部温泉会館

下

　部

　川

P

P

黄金の足湯

温泉橋

しもべ病院

理髪店
やまめ床

ホテル守田

温泉街

元湯
橋本屋

裕貴屋
古湯坊
源泉館熊野神社

湯之奥へ

物見台

メロディー
ブリッジ

下部ホテル

みのぶ道

（国道 52 号線）へ

富士駅へ

JR
身延線

本栖みち

本
栖

湖
へ 甲

府
駅

へ

日帰り温泉

井伏鱒二
行きつけ

散策コース

下部温泉駅

金山博物館で
砂金採り体験に
チャレンジしてみよう！

本殿の壁一面に
願い事が書かれている

0 1
地
域
の
食
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
取
り

組
み「
身
延
ど
ん
ぶ
り
街
道
」の
一
品
と

し
て
考
案
さ
れ
た
丼
。下
部
で
古
く
か
ら

食
べ
ら
れ
て
い
る
馬
肉
と
、近
年
注
目
の

ジ
ビ
エ
、シ
カ
肉
は
甘
辛
く
炊
か
れ
て
い
る
。

駅
近
く
の
丸
一
食
堂
で
食
べ
ら
れ
る
。

0 5

し
も
べ
奥
の
湯
高
温
源
泉
を
引
き
込
ん

だ
足
湯
は
源
泉
掛
け
流
し
で
、加
温
や

加
水
は
し
て
お
ら
ず
、ほ
の
か
な
硫
黄
の

香
り
が
す
る
。無
料
で
利
用
で
き
る
の
で

散
策
の
後
に
立
ち
寄
る
の
も
オ
ス
ス
メ
。

0 6
先
代
は
ヤ
マ
メ
釣
り
の
名
人
と
し
て
知
ら

れ
、文
豪
・
井
伏
鱒
二
の
釣
り
の
師
匠
で

も
あ
っ
た
。
40
年
以
上
の
付
き
合
い
が
あ

り
、井
伏
作
品
に
も
登
場
し
て
い
る
。「
や

ま
め
床
」の
名
前
も
井
伏
が
付
け
た
。

高
浜
虚
子
の
句
碑

馬
鹿
丼 （
う
ま
か
ど
ん
）

湯
之
奥
金
山
遺
跡
か
ら
の
出
土
資
料

や
甲
州
金
、各
地
の
砂
金
を
展
示
。映

像
シ
ア
タ
ー
や
ジ
オ
ラ
マ
な
ど
、充
実
し

た
内
容
で
見
応
え
が
あ
る
。全
国
で
も

珍
し
い
砂
金
採
り
体
験
も
で
き
る
。

甲
斐
黄
金
村
・

湯
之
奥
金
山
博
物
館

理
髪
店

や
ま
め
床

0 2

温
泉
街

熊
野
神
社

黄
金
の
足
湯

0 8

0 7
下
部
川
に
沿
っ
た
山
間
の
道
沿
い
に
軒

を
連
ね
る
宿
や
店
。古
く
か
ら
続
く
温

泉
地
ら
し
い
落
ち
着
き
と
情
緒
を
感
じ

な
が
ら
歩
き
た
い
。こ
の
地
に
暮
ら
す

人
々
の
温
か
な
人
情
に
も
触
れ
ら
れ
る
。

下
部
温
泉
会
館

0 3

下
部
温
泉
郷
は
俳
人
た
ち
に
も
愛
さ

れ
、句
会
な
ど
文
化
的
な
イ
ベ
ン
ト
も

開
催
さ
れ
た
。高
浜
虚
子
も
こ
の
地
を

訪
れ
て
い
て
、そ
の
時
に
詠
ん
だ
句
が

刻
ま
れ
て
い
る
。

承
和
3（
8
3
6
）年
創
建
で
、現
社

殿
は
天
正
2（
1
5
7
4
）年
ご
ろ
に

穴
山
信
君
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。湯
治
に
訪
れ
た
人
々
が
回

復
を
祈
願
し
た
り
、治
癒
の
感
謝
を
さ

さ
げ
た
り
す
る
た
め
に
参
詣
し
て
い
る
。

0 4

下
部
温
泉
郷
唯
一
の
公
共
温
泉
施
設
。

浴
室
の
窓
か
ら
は
下
部
川
の
渓
谷
美
を

眺
め
ら
れ
る
。日
帰
り
入
浴
が
で
き
、気

軽
に
温
泉
気
分
を
味
わ
え
る
。

下部温泉郷は、下部川沿いにある古くからの温泉街。

周囲に連なる山々と清流が織りなす風景の中に溶け込む

古き良き湯治場の風情を味わいながら、

気の向くままに散策する心安らぐひととき。

文人たちの足跡や歴史文化に触れながら

下部温泉郷をてくてくと…。

　老舗旅館のおかみさんに出会いました。「歴史が長い温
泉地ですから、宿やお店も古くからやっていて、家族のような
温かなつながりがあるんです。この地の人たちが醸し出す雰
囲気の良さも下部温泉郷の魅力ですね。文豪らが滞在され
たり、戦時中は疎開児童を受け入れたり、時代時代にさまざ
まな出来事がありましたが、訪れる人を心から大切にお迎えす
る気持ちは昔も今も同じです」と話してくれました。
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下
部
温
泉
郷

い
つ
の
時
代
も
人
々
は
、こ
の
い
で
湯
に
心
を
寄
せ
た

下部川沿いの緩やかな坂道に沿って、軒を連ねる温泉宿。懐かしさを感じる看板を掲げる商店も、湯の町らしい
風情を今に残している。かつて文豪や文化人たちもこの地を訪れ、その湯で体を癒やし、四季折々の景観を愛でた。
また、ある時は釣り糸を垂れ、自然の恵みに舌鼓を打った。約1300年の歴史を持つといわれている下部温泉郷。
受け継がれる湯の町の歴史はこれからも続いていく。それは、湧きいづる湯のごとく、絶え間ない温もりとともに。
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山梨へは中央線の特急列車でどうぞ！
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特急列車のご予約は「えきねっと」で！ ●パソコン・スマホからラクラク簡単予約！
●指定席が発売開始日の
　さらに1週間前から事前受付OK！
●指定席券売機でスムーズにお受取り！

※一部の列車や一部の区間は「えきねっと」でお取扱いしておりません。
※乗車日の1ヶ月+1週間前から指定席を事前に申し込むことができます。実際の発売手配は乗車日1ヶ月前の午前10時からとなります。
※満席等の理由により、座席をご用意できない場合があります。※運転日や運転時刻、停車駅などは事前にご確認ください。
※掲載内容は2019年1月現在の情報です。ご利用の際はホームページなどで最新情報をご確認ください。※路線図や写真はイメージです。 

会員登録無料
会員登録無料

詳しくはホームページをご覧ください。
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