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一歩踏み入れると待ち受けるかけがえのない感動
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を
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を
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、八
ケ
岳
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連
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ど
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あ
る
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ル
付
近
ま
で
の
山
地
帯
で
は
ブ
ナ
な
ど
の
広
葉
樹
林
、

2
6
0
0
メ
ー
ト
ル
付
近
ま
で
の
亜
高
山
帯
で
は
シ
ラ

ビ
ソ
、コ
メ
ツ
ガ
な
ど
の
針
葉
樹
林
が
分
布
し
て
い
ま

す
。そ
れ
以
上
の
高
山
帯
で
は
ハ
イ
マ
ツ
や
高
山
植
物

の
群
落
が
あ
り
、キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
な
ど
の
希
少
な
固
有

種
を
含
む
多
様
な
植
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま

た
南
ア
ル
プ
ス
の
豊
か
な
森
林
に
は
多
く
の
動
物
も
生

息
し
て
い
ま
す
。高
山
帯
の
象
徴
で
あ
り
、国
の
特
別
天

然
記
念
物
で
あ
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
世
界
の
生
息
地
の
南

限
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、ホ
ン
ド
オ
コ
ジ
ョ
や
高
山
性

の
チ
ョ
ウ
な
ど
、希
少
な
動
物
た
ち
の
多
様
な
生
態
系

が
あ
り
ま
す
。

　な
ぜ
、南
ア
ル
プ
ス
に
は
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
や
ラ
イ
チ
ョ

ウ
と
い
っ
た
希
少
な
種
が
生
息
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。そ
れ
は
氷
河
期
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
い
い
ま

す
。氷
河
期
の
日
本
は
大
陸
と
陸
続
き
で
、大
陸
の
動
植

物
が
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
後
、大
陸
と
離
れ

気
温
が
上
が
り
始
め
る
と
、こ
れ
ら
の
動
植
物
は
生
き

る
た
め
に
寒
冷
な
地
を
求
め
、標
高
の
高
い
地
域
に
生

息
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。南
ア
ル
プ
ス
の

高
山
帯
に
孤
立
す
る
よ
う
に
生
き
て
い
る
動
植
物
は

「
氷
河
期
の
遺
存
種
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　南
ア
ル
プ
ス
は
、古
く
か
ら
信
仰
の
場
で
あ
り
、平
安

時
代
に
編
さ
ん
さ
れ
た「
古
今
和
歌
集
」に
も
登
場
し
て

い
ま
す
。南
ア
ル
プ
ス
が
信
仰
で
は
な
く
山
を
楽
し
む

　日
本
を
代
表
す
る
山
岳
地
帯
で
あ
る
南
ア
ル
プ
ス
の

大
部
分
は
、プ
レ
ー
ト
の
動
き
に
よ
っ
て
、赤
道
付
近
の

海
底
の
堆
積
物
な
ど
が
移
動
し
、隆
起
し
た
こ
と
に
よ

り
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。3
0
0
万
年

前
ご
ろ
は
ま
だ
起
伏
の
な
い
低
地
で
し
た
が
、1
0
0

万
年
前
ご
ろ
か
ら
急
速
に
隆
起
し
始
め
た
と
さ
れ
、現

在
で
も
1
年
に
3
ミ
リ
以
上
隆
起
し
続
け
る
非
火
山
性

の
大
き
な
山
容
は
重
厚
感
が
あ
り
ま
す
。隆
起
す
る
山

地
の
内
部
で
は
、雨
が
多
い
気
候
に
よ
り
河
川
が
侵
食

さ
れ
て
で
き
る
深
い
V
字
谷
や
、隆
起
の
影
響
で
崩
壊

し
て
で
き
る
地
形
が
見
ら
れ
る
の
も
南
ア
ル
プ
ス
の
特

徴
で
す
。

　南
ア
ル
プ
ス
は
日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

温
暖
多
雨
な
気
候
の
影
響
で
、森
林
限
界
も
標
高
約

2
6
0
0
メ
ー
ト
ル
と
高
く
、標
高
1
6
0
0
メ
ー
ト

は
る
か
昔
、海
底
か
ら
生
ま
れ

今
も
な
お
、隆
起
し
続
け
る

美
し
く
も
あ
り
雄
壮
な
峰
々

た
め
の
登
山
で
あ
る「
近
代
登
山
」の
場
と
な
っ
て

い
っ
た
の
は
、明
治
政
府
が
招
い
た
外
国
人
の
多
く
が

日
本
の
山
々
に
引
か
れ
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。そ
の
中
の
一
人
が
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
で

登
山
家
で
も
あ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
で
す
。

ウ
ェ
ス
ト
ン
が
南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
を
登
り
、著
書

「
日
本
ア
ル
プ
ス
再
訪
」に
そ
の
魅
力
を
記
し
た
こ
と

な
ど
か
ら
、南
ア
ル
プ
ス
の
存
在
は
世
界
に
広
ま
っ
て

い
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
近
代
登
山
の
発
展
を
支
え

た
の
が
、山
仕
事
や
狩
猟
の
経
験
を
生
か
し
て
山
の
案

内
人
を
務
め
た
地
元
芦
安
村（
現
南
ア
ル
プ
ス
市
）の

人
々
で
し
た
。山
に
真
摯
に
向
き
合
い
、登
山
者
の
た

め
に
献
身
的
に
活
動
し
て「
芦
安
の
案
内
人
」と
名
を

は
せ
た
人
々
も
ま
た
、登
山
の
歴
史
に
残
る
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
存
在
で
す
。こ
う
し
て
近
代
登
山
の
先
駆
け

と
な
っ
た
南
ア
ル
プ
ス
は
、今
も
な
お
多
く
の
人
々
を

引
き
つ
け
て
や
み
ま
せ
ん
。

キタダケソウは、北岳の高山帯に咲く多年草で、北岳の限られた場所に
しか生育していない固有種。雪が解ける6月～7月ごろ、花の季節の到来
を告げるように白くかれんな花を咲かせる
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しか生育していない固有種。雪が解ける6月～7月ごろ、花の季節の到来
を告げるように白くかれんな花を咲かせる
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し
ん 

し

「
氷
河
期
の
遺
存
種
」が
生
き
る

自
然
の
宝
庫

近
代
登
山
の
発
展
と

芦
安
の
人
々
の
献
身

豊
か
な
自
然
と
生
物
の
多
様
性

南
ア
ル
プ
ス
と
い
う
奇
跡

北岳の雪渓 北岳

ライチョウ

FE ATUR E
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北岳から望む富士山と御来光

FE ATUR E

山
の
ラ
イ
ブ
映
像
の
放
映
、趣
向
を
凝
ら
し
た
企
画
展

の
開
催
の
ほ
か
、地
域
活
性
化
を
目
的
に
活
動
す
る

N
P
O
法
人
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
主
催
の
登
山
教
室

の
拠
点
に
な
る
な
ど
、人
々
の
交
流
の
場
と
し
て
の
役

割
も
果
た
し
て
い
ま
す
」

　「当
館
の
魅
力
の
一
つ
は
、国
内
屈
指
の
蔵
書
数
を
誇

る
山
岳
図
書
が
あ
る
こ
と
で
す
。初
代
館
長
で
あ
る
塩

沢
久
仙
さ
ん
は
、南
ア
ル
プ
ス
の
広
河
原
山
荘
で
管
理

人
を
務
め
、登
山
者
救
助
や
自
然
保
護
に
も
尽
力
す
る

傍
ら
、ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
膨
大
な
山
岳
図
書
を
収

集
し
ま
し
た
。ま
た
多
く
の
山
岳
関
係
者
か
ら
も
図
書

を
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。現
在
も
そ
れ
ら
の

整
理
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　ま
た
、学
術
的
な
資
料
の
展
示
だ
け
で
な
く
、少
し

ポ
ッ
プ
な
要
素
を
プ
ラ
ス
し
た
企
画
展
や
、家
族
で
楽

し
め
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
に
も
取
り
組
み
、こ
れ

ま
で
あ
ま
り
山
に
関
心
が
な
か
っ
た
方
や
、若
い
世
代

の
皆
さ
ん
に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。誰
も
が
気
軽
に
楽
し
め
る
山
岳
館
と
し
て
、ゆ
っ

　「南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
山
岳
館
は
、平
成
15
年
の
開
館

以
来
、山
岳
文
化
の
発
掘
・
継
承
を
は
じ
め
、調
査
研
究

や
教
育
、自
然
保
護
、安
全
登
山
の
普
及
、南
ア
ル
プ
ス

の
自
然
と
共
に
生
き
た
人
々
の
歴
史
な
ど
、幅
広
い
分

野
に
つ
い
て
の
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。館
内
の
常

設
コ
ー
ナ
ー
は
、南
ア
ル
プ
ス
の
自
然
を
知
る『
山
に

学
ぶ
』、近
代
登
山
を
支
え
た
人
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て

た『
山
に
登
る
』、人
々
の
仕
事
と
暮
ら
し
を
振
り
返
る

『
山
に
生
き
る
』、山
と
信
仰
、民
話
や
史
跡
か
ら
歴
史

を
探
る『
山
の
喜
び
』の
４
つ
の
テ
ー
マ
で
構
成
し
て

い
ま
す
。他
に
も
豊
富
な
山
岳
図
書
の
展
示
や
白
根
三

た
り
と
し
た
時
間
と
空
間
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
も
大

切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　「豊
か
な
自
然
が
広
が
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
多
様
な
文
化
な
ど
の
価
値
が
認
め
ら
れ
、南
ア
ル
プ

ス
は
平
成
26
年
に
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。国
内
に
10
カ
所
あ
る
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

中
で
も
、南
ア
ル
プ
ス
ほ
ど
多
様
な
生
物
が
生
息
す
る

地
域
は
ま
れ
で
す
。こ
れ
は
非
常
に
誇
ら
し
い
こ
と
で

あ
り
、地
域
の
宝
物
で
す
。し
か
し
同
時
に
、こ
の
宝
物

を
守
り
継
い
で
い
く
こ
と
は
、地
域
に
課
せ
ら
れ
た
役

割
で
も
あ
る
の
で
す
。地
域
の
人
に
と
っ
て
は
当
た
り

前
に
存
在
し
続
け
て
き
た
こ
の
自
然
を
見
つ
め
直
し
、

維
持
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
た
め
に
も
、

当
館
で
は
常
に
時
代
を
意
識
し
た
情
報
発
信
を
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

南アルプスの自然と歴史が学べる展示室

いずれも南アルプス市芦安山岳館展示品

誰
も
が
楽
し
め
る
山
岳
館
へ

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
と
し
て

山
岳
文
化
と
貴
重
な
自
然

山
と
親
し
む
交
流
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
山
岳
館

南アルプス市
ユネスコエコパーク推進室

廣瀬  和弘 さ  ん

南アルプス市芦安芦倉1570　TEL.055-288-2125
入館料：大人500円、小学生以下250円
休館日：水曜日（祝日の場合はその翌日。夏季は開館）
開館時間：9：00～17：00

南アルプス市芦安山岳館

山と登山を愛し、執筆も手掛けるモデルのKIKIさんが、南アルプスの山々で「ここはわたし
の場所かもしれない」と感じる瞬間を切り取った写真とエッセイを展示中。彼女の視点が
捉えた柔らかな印象の写真から伝わる心地よさ。思わず山に行きたくなるフォトエッセイ展。

企画展 
KIKIフォトエッセイ展「日常は麓に置いて」
令和2年3月10日（火）まで開催
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催
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　北
岳
を
は
じ
め
と
す
る
南
ア
ル
プ
ス
北
部
の
登
山
拠
点

で
あ
る
広
河
原
に
山
荘
が
建
て
ら
れ
た
の
は
昭
和
60

（
1
9
8
5
）年
。現
在
は
、初
代
管
理
人
の
塩
沢
久
仙
さ
ん

の
跡
を
継
ぎ
、息
子
の
塩
沢
顯
慈
さ
ん
が
２
代
目
と
し
て
管

理
人
を
務
め
て
い
ま
す
。顯
慈
さ
ん
は
、訪
れ
る
人
に
く
つ

ろ
ぎ
の
時
間
を
提
供
し
な
が
ら
、登
山
者
の
安
全
を
見
守
り

続
け
て
い
ま
す
。広
河
原
で
バ
ス
を
降
り
、北
岳
を
仰
ぎ
見

な
が
ら
、つ
り
橋
を
渡
っ
て
、林
に
囲
ま
れ
た
広
河
原
山
荘

を
訪
ね
ま
し
た
。

　「私
は
物
心
つ
く
前
か
ら
山
小
屋
に
遊
び
に
き
て
い
ま
し

た
が
、身
近
に
あ
る
良
さ
に
は
気
付
か
な
い
も
の
で
、調
理

の
専
門
学
校
で
勉
強
し
20
歳
で
こ
の
山
小
屋
の
仕
事
に
就
い

た
頃
は
、今
ほ
ど
山
が
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た

ん
で
す
。し
か
し
、遭
難
救
助
や
登
山
ガ
イ
ド
に
携
わ
る
な

ど
、山
と
の
関
わ
り
が
深
ま
っ
て
き
た
26
歳
の
と
き
、父
か
ら

山
荘
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
時
、ど
う
山

に
立
ち
向
か
う
か
は
、自
分
次
第
だ
と
思
い
、大
好
き
な

『
食
』を
通
し
て
山
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
に
決
め
た
ん

で
す
。山
で
採
れ
た
山
菜
や
、地
元
の
生
産
者
の
野
菜
や
肉

な
ど
、山
梨
の
食
材
を
用
い
て
作
っ
た
料
理
を
山
で
食
べ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
研
究
し
ま
し
た
。食
を
通
し
て
地
元

の
生
産
者
や
お
客
さ
ん
な
ど
と
新
た
な
人
間
関
係
が
築
け

た
こ
と
も
良
か
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　「南
ア
ル
プ
ス
は
、登
山
口
が
奥
ま
っ
て
い
て
登
山
ル
ー

ト
も
少
な
い
の
で
、他
の
山
に
比
べ
て
登
山
者
も
少
な
く
、

多
く
の
自
然
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。山
に
は
い
ろ
い
ろ
な
表

情
が
あ
り
、誰
に
で
も
平
等
だ
か
ら
こ
そ
、山
頂
を
目
指
し

て
歩
い
た
り
、走
っ
た
り
、花
を
見
た
り
、雨
の
日
を
楽
し
ん

だ
り
す
る
な
ど
、人
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
し
み
方
が
見
つ
け
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。で
す
が
、山
に
入
る
と
き
に
は
守
る
べ
き

こ
と
が
あ
り
ま
す
。何
も
持
ち
込
ま
ず
、持
ち
出
さ
ず
、そ
し

て
登
山
届
を
提
出
す
る
な
ど
最
低
限
の
ル
ー
ル
の
厳
守
は

も
ち
ろ
ん
、山
に
入
る
目
的
が
違
う
他
者
を
尊
重
す
る
気
持

ち
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　登
山
は
数
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ジ
ャ
ー
の
中
で
も
死
亡

者
の
数
が
非
常
に
多
い
で
す
。私
も
数
多
く
の
遭
難
救
助
に

当
た
り
、残
念
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
方
、ケ
ガ
を
し
た
方
を

見
て
き
ま
し
た
。山
に
入
る
以
上
、そ
う
い
う
こ
と
に
も
向

き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。例
え
ば
野
球
を
す
る
の
に

バ
ッ
ト
が
必
要
な
よ
う
に
、登
山
に
も
必
要
不
可
欠
な
装
備

が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。登
山
の

ス
タ
イ
ル
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
の
で
、私
も
そ
の
変
化

に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
、最
新
の
情
報
を
得
る
こ
と
を

心
掛
け
て
い
ま
す
」

　「父
が
亡
く
な
り
3
年
ほ
ど
経
ち
ま
す
が
、ど
れ
だ
け
自

分
が
父
に
守
ら
れ
て
き
た
か
を
実
感
し
、ま
た
父
の
業
績
の

大
き
さ
も
知
り
ま
し
た
。私
は
山
の
世
界
で
は
一
生
下
っ
端

と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
す
。父
や
先
輩
方
が
築
い
て
き
た

も
の
は
、受
け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。し
か
し
そ
の
一
方
で
、自
分
な
り
に
新
し
い
も
の
を
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。も
と
も

と
山
が
好
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
私
が
、山
小
屋
で

働
き
、今
で
は
こ
の
仕
事
が
好
き
に
な
っ
た
の
も
、楽
し
め

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
な
、と
実
感
し
て
い
ま
す
。ま
る

で
親
戚
の
よ
う
な
存
在
の
他
の
山
小
屋
の
人
た
ち
や
、次
世

代
の
山
小
屋
を
担
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
ス
タ
ッ
フ
や
仲

間
た
ち
に
囲
ま
れ
て
仕
事
が
で
き
る
こ
と
に
、私
は
今
と
て

も
幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
」

北
岳
の
玄
関
口

「
広
河
原
山
荘
」
を

訪
ね
て

「父が写真家の白籏史朗さんと親交があったので、私の名前『顯慈』
は白籏さんが付けてくれたんですよ」と笑顔で話す顯慈さん。話題が
豊富な顯慈さんとお話しするのも広河原山荘での楽しみの一つ。

広河原

TEL.090-2677-0828
地産地消にこだわった食事が人気。
令和3年6月に新築し、移転する予定。

広河原山荘

山
梨
の
豊
か
な
食
材
を
使
い

食
を
通
し
て
山
と
向
き
合
う

山
は
誰
に
も
平
等
だ
か
ら
こ
そ

守
っ
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る

先
人
か
ら
の
継
承
と

自
分
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
の
追
求

広河原山荘管理人

塩沢  顯慈さ  ん

09 08



　北
岳
を
は
じ
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と
す
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南
ア
ル
プ
ス
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あ
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れ
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1
9
8
5
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仙
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、息
子
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塩
沢
顯
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さ
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が
２
代
目
と
し
て
管
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人
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務
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ま
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慈
さ
ん
は
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れ
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く
つ
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ぎ
の
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し
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が
ら
、登
山
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安
全
を
見
守
り

続
け
て
い
ま
す
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河
原
で
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ス
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り
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仰
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ら
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て
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囲
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山
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。
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携
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好
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菜
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梨
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て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
研
究
し
ま
し
た
。食
を
通
し
て
地
元

の
生
産
者
や
お
客
さ
ん
な
ど
と
新
た
な
人
間
関
係
が
築
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っ
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ー
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さ
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だ
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れ

る
と
思
い
ま
す
。で
す
が
、山
に
入
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守
る
べ
き
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が
あ
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す
。何
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持
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ず
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ず
、そ
し

て
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す
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な
ど
最
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ー
ル
の
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は
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入
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違
う
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重
す
る
気
持

ち
を
持
た
な
け
れ
ば
い
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ま
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ん
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ー
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も
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入
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得
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FE ATUR E

れ
は
隣
り
合
う
色
が
混
ざ
る
の
が
嫌
で
、境
目
を
つ
け
る
た

め
に
始
め
た
も
の
で
す
。ま
た
絵
は
一
気
に
描
く
の
が
私
の

主
義
で
あ
り
、景
色
を
見
て
ひ
ら
め
い
た
そ
の
瞬
間
を
描
い

て
い
ま
す
。パ
レ
ッ
ト
は
使
わ
ず
直
接
絵
の
具
を
キ
ャ
ン
バ

ス
に
の
せ
て
、筆
や
ナ
イ
フ
、指
を
使
っ
て
描
き
、厚
く
絵
の

具
を
重
ね
、色
の
重
な
り
や
透
け
て
見
え
る
感
じ
、質
感
を

表
現
し
て
い
ま
す
。時
に
は
金
箔
な
ど
も
用
い
て
、黒
い
縁

取
り
に
負
け
な
い
鮮
や
か
な
色
彩
を
使
う
の
も
私
の
作
品

の
特
徴
で
し
ょ
う
か
。

　10
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、木
の
板
に
顔
彩
で
描
く『
板
絵
』も
描

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。板
画
家
の
棟
方
志
功
の『
板
画
』

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
呼
び
方
で
、い
つ
も
現
地
で
10
分
ぐ
ら
い
で

描
い
て
い
ま
す
が
、木
目
の
出
方
も
面
白
く
て
い
い
味
が
出

ま
す
。

　も
う
50
年
絵
を
描
い
て
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
は
抽
象
的

な
作
品
な
ど
、新
し
い
表
現
に
も
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。描
い
て
い
る
と
、知
ら
ぬ
間
に
面
白
い
線

が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
思
い
が
け
な
い
線
が

い
い
ん
で
す
よ
。私
は『
一
瞬
の
線
の
画
家
』と
い
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　画
家
の
目
線
か
ら
見
る
山
梨
の
山
の
魅
力
は
、一
つ
一
つ

の
山
が
特
徴
的
で
分
か
り
や
す
い
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。こ
こ
か
ら
も
甲
斐
駒
や
八
ケ
岳
の
美
し
い
姿
を
間
近

に
望
め
ま
す
。山
梨
か
ら
見
る
山
の
姿
が
私
は
大
好
き
な
ん

で
す
。皆
さ
ん
に
も
、私
の
絵
を
通
じ
て
山
梨
の
山
の
魅
力
を

少
し
で
も
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
」

た
だ
ひ
た
す
ら
に
甲
斐
駒
ケ
岳
を
描
き
続
け

つ
い
に
山
を
生
捕
り
に
し
た

山
と
対
峙
し
、一
瞬
の
ひ
ら
め
き
を
描
く

甲斐駒ケ岳の麓に生まれ、
山を描き続ける画家のまなざし

　「白
州
町
に
生
ま
れ
、ず
っ
と
甲
斐
駒
を
見
な
が
ら
育
ち
ま

し
た
。そ
ん
な
ふ
る
さ
と
の
象
徴
で
も
あ
る
山
に
中
学
の
と

き
に
初
め
て
登
り
、小
さ
な
こ
ろ
か
ら
絵
が
好
き
だ
っ
た
私

は
、登
る
だ
け
で
な
く
描
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。当

時
は
油
絵
の
画
材
を
扱
っ
て
い
る
店
は
非
常
に
少
な
く
、描

き
方
の
知
識
も
な
か
っ
た
の
で
、私
は
電
車
に
乗
っ
て
甲
府

ま
で
行
き
、デ
パ
ー
ト
の
書
店
で
油
絵
の
描
き
方
の
本
を
、そ

し
て
画
材
店
で
絵
の
具
な
ど
を
買
い
ま
し
た
。

　17
歳
の
と
き
に
山
梨
県
芸
術
祭
で
入
選
し
た
作
品
も
甲
斐

駒
を
描
い
た
油
彩
画
で
し
た
。仕
事
を
す
る
傍
ら
創
作
活
動

を
続
け
、20
歳
の
と
き
に
初
め
て
の
個
展
を
甲
府
で
開
催
し
て

以
降
、銀
座
な
ど
で
も
回
を
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。私
は
10
回

目
の
個
展
ま
で
甲
斐
駒
だ
け
を
描
き
続
け
た
ん
で
す
。こ
れ

だ
け
一
つ
の
山
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
は
、自
分
が
最
初
に

登
っ
た
山
へ
の
思
い
入
れ
と
、独
自
性
の
追
求
か
ら
で
し
た
」

　哲
学
者
や
詩
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
串
田
孫
一
氏
も
守
山

さ
ん
の
作
品
に
引
か
れ
た
一
人
。昭
和
60（
1
9
8
5
）年
に

は
、守
山
さ
ん
の
個
展
の
た
め
に「
生
捕
り
に
さ
れ
た
山
」と

い
う
一
文
を
寄
せ
て
作
品
を
絶
賛
し
て
い
ま
す
。

　「私
は
昔
か
ら
山
な
ど
の
輪
郭
を
黒
で
描
い
て
い
ま
す
。こ

守山  茂さ  ん

八ケ岳を描いた油彩画

甲斐駒ケ岳を描いた板絵と題材になった風景

山岳画家

甲斐駒ケ岳と八ケ岳、そして富士山を描き続けて半世
紀。洋画であっても、日本人である自分が描く絵は日本の
絵だという思いで、20歳のときからずっと、サインは漢字で
「守山」と入れている。

北杜市白州町白須6807-110　TEL.0551-35-2343

蔵のギャラリー

た
い  

じ

き
ん
ぱ
く

第20回個展  開催
■開催期間 11月4日（月・振休）～10日（日）
■開催場所 ギャラリームサシ（東京都中央区銀座1-9-1）
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嫌
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の
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を
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の
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間
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ま
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。
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を
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出
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。
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し
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の
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な
い
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で
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の
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の
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え
る
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。
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の
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は
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で
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岳
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梨
か
ら
見
る
山
の
姿
が
私
は
大
好
き
な
ん

で
す
。皆
さ
ん
に
も
、私
の
絵
を
通
じ
て
山
梨
の
山
の
魅
力
を

少
し
で
も
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
」

た
だ
ひ
た
す
ら
に
甲
斐
駒
ケ
岳
を
描
き
続
け

つ
い
に
山
を
生
捕
り
に
し
た

山
と
対
峙
し
、一
瞬
の
ひ
ら
め
き
を
描
く

甲斐駒ケ岳の麓に生まれ、
山を描き続ける画家のまなざし

　「白
州
町
に
生
ま
れ
、ず
っ
と
甲
斐
駒
を
見
な
が
ら
育
ち
ま

し
た
。そ
ん
な
ふ
る
さ
と
の
象
徴
で
も
あ
る
山
に
中
学
の
と

き
に
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こ
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か
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好
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だ
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た
私
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の
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す
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時
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油
絵
の
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っ
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非
常
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な
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、描

き
方
の
知
識
も
な
か
っ
た
の
で
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は
電
車
に
乗
っ
て
甲
府

ま
で
行
き
、デ
パ
ー
ト
の
書
店
で
油
絵
の
描
き
方
の
本
を
、そ

し
て
画
材
店
で
絵
の
具
な
ど
を
買
い
ま
し
た
。

　17
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と
き
に
山
梨
県
芸
術
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甲
斐
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催
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追
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れ
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作
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1
9
8
5
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に
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さ
ん
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個
展
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た
め
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捕
り
に
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れ
た
山
」と

い
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一
文
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寄
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作
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ま
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。
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絵だという思いで、20歳のときからずっと、サインは漢字で
「守山」と入れている。

北杜市白州町白須6807-110　TEL.0551-35-2343

蔵のギャラリー

た
い  

じ

き
ん
ぱ
く

第20回個展  開催
■開催期間 11月4日（月・振休）～10日（日）
■開催場所 ギャラリームサシ（東京都中央区銀座1-9-1）
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山梨県産ジビエ前菜盛り合わせプレート
熟成鹿モモ肉の炭火ステーキ～無農薬野菜のグリル添え～

　
自
然
と
都
市
を
つ
な
げ
、相
互
が
循
環
で
き
る
社
会
を
デ
ザ
イ

ン
す
る
株
式
会
社
ラ
ン
ド
ノ
ッ
ト
で
は
、森
林
環
境
の
保
全
と
活

用
の
仕
組
み
づ
く
り
を
目
指
し「
ア
ウ
ト
ド
ア
」「
飲
食
」「
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」の
3
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。環

境
省
の
職
員
、山
梨
県
の
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
自
然
保
護

活
動
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
後
、会
社
を
立
ち
上
げ
た
尾
又
慶
寛

さ
ん
に
食
の
観
点
か
ら
自
然
環
境
の
大
切
さ
を
発
信
す
る
お
店

「
ア
ー
バ
ン
ズ
キ
ャ
ン
プ
」へ
の
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

　
「
私
は
自
然
保
護
の
活
動
を
す
る
中
で
、生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス

や
、自
然
環
境
を
見
つ
め
直
し
、山
の
資
源
を
ど
う
活
用
し
て
い

く
べ
き
か
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、そ
の
仕
組
み

を
つ
く
る
た
め
に
会
社
を
立
ち
上
げ
、事
業
の
一
つ
と
し
て

『
ア
ー
バ
ン
ズ
キ
ャ
ン
プ
』を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
の
で
す
。山
梨

は
富
士
山
、南
ア
ル
プ
ス
、八
ケ
岳
な
ど
の
大
き
な
山
々
に
囲
ま

れ
、そ
の
恵
み
で
あ
る
ジ
ビ
エ
な
ど
お
い
し
い
食
材
が
豊
富
で

す
。ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
生
息
数
が
増
大
し
続
け
、農
産
物
な
ど
へ
の

被
害
が
深
刻
と
な
る
中
、ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
天
然
資
源
と
捉
え
食

用
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
、山
梨
県
に
は
適
切
に
衛
生
管
理

を
行
う
食
肉
加
工
施
設
が
あ
り
ま
す
。し
っ
か
り
と
し
た
品
質

を
確
保
で
き
る
正
規
ル
ー
ト
を
厳
守
す
る
こ
と
は
、自
然
か
ら

の
恵
み
を
流
通
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
に
も
と

て
も
重
要
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
」

　
「『
街
の
中
に
キ
ャ
ン
プ
の
空
間
を
』を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
て

い
る
の
で
、店
に
は
キ
ャ
ン
プ
気
分
を
味
わ
え
る
た
き
火
ラ
ウ

ン
ジ
が
あ
り
ま
す
。椅
子
も
間
伐
材
の
丸
太
で
作
る
な
ど
、店
内

に
は
山
の
素
材
を
多
く
使
っ
て
い
ま
す
。木
材
は
傷
ん
だ
ら
ま

き
に
し
て
燃
や
し
、活
用
し
て
い
ま
す
。料
理
の
素
材
は
、ジ
ビ

エ
に
限
ら
ず
、無
農
薬
野
菜
、ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
な
ど
も
積
極
的

に
山
梨
県
産
の
も
の
を
使
い
、調
理
法
は
ジ
ビ
エ
の
文
化
が
根

付
い
て
い
る
フ
レ
ン
チ
や
イ
タ
リ
ア
ン
を
ベ
ー
ス
に
、オ
リ
ジ

ナ
ル
の
ス
タ
イ
ル
を
追
求
し
て
い
ま
す
。食
用
と
し
て
用
い
ら

れ
る
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
は
育
っ
た
自
然
環
境
に
よ
り
味
が

変
わ
る
の
で
、山
が
多
く
、自
然
の
恵
み
が
た
く
さ
ん
あ
る
山
梨

は
お
い
し
い
ジ
ビ
エ
が
手
に
入
る
環
境
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ジ
ビ
エ
に
対
す
る
先
入
観
を
持
た
ず
に
、店
の
雰
囲
気
を
楽
し

み
な
が
ら
、味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」富士吉田市上吉田7-14-12

TEL.0555-25-7531
営業時間：10：00～22：00
定休日：木曜日
※営業時間、定休日は季節により
　変動があります。

アーバンズキャンプ

urban’s camp さ  ん株式会社Land-knot 代表取締役社長 尾又  慶寛

おいしい山梨のジビエをキャンプ気分で楽しんで。

豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
循
環
さ
せ
る
た
め
に

街
の
中
の
キ
ャ
ン
プ
空
間
で

山
梨
の
自
然
が
育
ん
だ
味
を   
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　北海
道
小
樽
市
出
身
の
舟
津
宏
昭
さ
ん
は
、富
士
山
を
身
近
に
感

じ
、都
留
文
科
大
学
へ
進
学
す
る
た
め
に
山
梨
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。

大
学
で
は
博
物
館
学
を
中
心
に
学
び
、当
時
最
先
端
だ
っ
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
て
い
っ
た
宏
昭
さ
ん
は
、こ

の
知
識
と
富
士
山
を
関
連
付
け
て
何
か
で
き
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
平
成
13
年
か
ら
、富
士
山
の
環
境
保
全
を
し
て
い
る
N
P
O
法
人

富
士
山
ク
ラ
ブ
で
、バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
設
置
や
清
掃
活
動
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
り
ま
し
た
。そ
の
後
私
は
、富
士
山
の

環
境
の
た
め
に
自
分
が
や
れ
る
こ
と
、や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
め
直

し
、一
念
発
起
し
て
独
立
を
決
意
し
た
ん
で
す
」

　
そ
の
時
、宏
昭
さ
ん
の
中
で
膨
ら
ん
で
い
た
の
は
、富
士
山
の
麓
で
生

活
す
る
人
々
、特
に
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
富
士
山
を
見
守
っ
て
い
き

た
い
と
い
う
思
い
で
し
た
。そ
し
て
奥
さ
ま
の
章
子
さ
ん
と
共
に
平
成

26
年
に「
富
士
山
ア
ウ
ト
ド
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を
立
ち
上
げ
た
の
で
す
。

　
「『
た
く
さ
ん
見
つ
け
て
、て
い
ね
い
に
調
べ
て
、大
切
に
ま
も
り
続

け
て
、め
い
っ
ぱ
い
楽
し
む
!
』が
私
た
ち
の
活
動
の
コ
ン
セ
プ
ト
。こ

れ
は
博
物
館
が
持
っ
て
い
る
機
能
そ
の
も
の
で
す
。そ
こ
で
私
た
ち
は

富
士
山
を
博
物
館
と
し
て
捉
え
て
、主
に
ア
ウ
ト
ド
ア
を
中
心
と
し
た

活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。ま
た
、野
生
動
物
の
交
通
事
故
死『
ロ
ー
ド

キ
ル
』を
減
ら
そ
う
と
実
態
調
査
も
行
っ
て
い
ま
す
。自
然
環
境
と
人

間
社
会
が
近
接
し
て
い
る
富
士
山
周
辺
地
域
の
野
生
動
物
と
人
々
と

の
共
存
の
た
め
に
、事
故
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。地

域
住
民
や
専
門
家
の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、今
は
調
査

で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
の
か
検
討
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
そ
の
他
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
と
自
然
の
中
で
ご
み
拾
い
や
キ
ャ
ン

プ
な
ど
を
行
う『
富
士
山
の
森
が
小
学
校
』も
実
施
し
て
い
ま
す
。参
加

し
た
地
域
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
は『
ふ
な
っ
ち
ゃ
ん
』と
呼
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。最
近
は
私
た
ち
の
活
動
に
興
味
を

持
っ
た
県
外
の
学
生
も
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ

か
ら
も
新
し
い
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、充
実
し
た
活
動
を
続
け
て

い
き
た
い
で
す
。

　
富
士
山
を
取
り
巻
く
こ
の
自
然
環
境
を
守
り
、次
の
世
代
も
同
じ
よ

う
に
過
ご
せ
る
地
域
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。そ
し
て
子
ど
も
た
ち
が

富
士
山
を
好
き
に
な
り
、私
た
ち
と
同
じ
思
い
を
持
っ
て
く
れ
る
日
が

来
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」

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。

やまなし暮らし支援センター

富
士
山
は
博
物
館

こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然
を

次
世
代
に
つ
な
ぐ舟

津 

宏
昭

　・章
子

富
士
山
ア
ウ
ト
ド
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

さ  ん

さ  ん

移
住
先
／
富
士
河
口
湖
町

「富士山の森が小学校」での活動の様子

富士山周辺の道路で、事故に遭った動物の種類、場所、
死亡個体数をマップ化した「富士山麓ロードキルマップ」

８月１日、ＪＲ東京駅前にオープン。
ＵＩターン就職に関する相談、キャリアカウンセリングをします。移
住に関する情報提供なども行っています。

やまなしUIターン就職支援センター
山梨への移住・就職相談はこちらへ

東京都千代田区大手町2-6-2
パソナグループ本部ビル JOB HUB SQUARE 3F
TEL.03-6734-1092　E-mail：yamanashi-UI@pasona.co.jp
利用時間：月～土曜日 11:00～19:00（土曜日は第2・第4週のみ）

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　E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：水～日曜日 10:00～18:00

「この地域には、素晴らしい自然と、人の心の温かさがあり、ありがたみを感じる毎日
です」と笑顔で語る宏昭さんと章子さん
富士山アウトドアミュージアム／富士河口湖町船津4100 TEL.0555-75-1958
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　北海
道
小
樽
市
出
身
の
舟
津
宏
昭
さ
ん
は
、富
士
山
を
身
近
に
感

じ
、都
留
文
科
大
学
へ
進
学
す
る
た
め
に
山
梨
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。

大
学
で
は
博
物
館
学
を
中
心
に
学
び
、当
時
最
先
端
だ
っ
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
て
い
っ
た
宏
昭
さ
ん
は
、こ

の
知
識
と
富
士
山
を
関
連
付
け
て
何
か
で
き
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
平
成
13
年
か
ら
、富
士
山
の
環
境
保
全
を
し
て
い
る
N
P
O
法
人

富
士
山
ク
ラ
ブ
で
、バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
設
置
や
清
掃
活
動
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
り
ま
し
た
。そ
の
後
私
は
、富
士
山
の

環
境
の
た
め
に
自
分
が
や
れ
る
こ
と
、や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
め
直

し
、一
念
発
起
し
て
独
立
を
決
意
し
た
ん
で
す
」

　
そ
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、宏
昭
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中
で
膨
ら
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の
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士
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活
す
る
人
々
、特
に
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
富
士
山
を
見
守
っ
て
い
き

た
い
と
い
う
思
い
で
し
た
。そ
し
て
奥
さ
ま
の
章
子
さ
ん
と
共
に
平
成

26
年
に「
富
士
山
ア
ウ
ト
ド
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を
立
ち
上
げ
た
の
で
す
。
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た
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つ
け
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い
ね
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調
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続
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て
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い
っ
ぱ
い
楽
し
む
!
』が
私
た
ち
の
活
動
の
コ
ン
セ
プ
ト
。こ

れ
は
博
物
館
が
持
っ
て
い
る
機
能
そ
の
も
の
で
す
。そ
こ
で
私
た
ち
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富
士
山
を
博
物
館
と
し
て
捉
え
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ア
ウ
ト
ド
ア
を
中
心
と
し
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活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。ま
た
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生
動
物
の
交
通
事
故
死『
ロ
ー
ド

キ
ル
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減
ら
そ
う
と
実
態
調
査
も
行
っ
て
い
ま
す
。自
然
環
境
と
人

間
社
会
が
近
接
し
て
い
る
富
士
山
周
辺
地
域
の
野
生
動
物
と
人
々
と

の
共
存
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た
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に
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故
を
見
過
ご
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こ
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で
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よ
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い
る
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こ
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で
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。
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が
た

今も懐かしい雰囲気を感じさせてくれる

初狩駅をスタートし、高川山に登頂して田野倉駅まで歩きます。

文化人ゆかりの初狩の町から、富士山の絶景が待つ自然豊かな

登山道を行き、新時代の交通機関リニアまでを巡る道。

歴史と自然、そして未来に思いをはせながら、てくてくと…。
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桂
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花
咲
ト
ン
ネ
ル

度の絶景と富士山！

植生が豊かで
季節の花が楽しめる

ひときわ大きな
イチョウの木がある

初狩駅は今も
スイッチバックの構造を持つ
数少ない駅の一つ

甲 州 街 道

06

「藤村式」と呼ばれる
擬洋風建築物

シラノサワコース

初狩駅

0 1
小
説
家
・
山
本
周
五
郎
は
明
治
36
年

（
1
9
0
3
）に
大
月
市
初
狩
町
で
生

ま
れ
た
。駅
前
に
は
山
梨
を
舞
台
に
し

た「
山
彦
乙
女
」の
一
部
が
刻
ま
れ
た
文

学
碑
が
あ
り
、駅
近
く
に
は「
山
本
周
五

郎
生
誕
之
地
」の
石
碑
も
あ
る
。

0 5

岩
が
多
い
急
登
の
男
坂
と
、少
し
遠

回
り
に
な
る
が
緩
や
か
な
登
り
の
女

坂
が
あ
る
。ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
を
選
ん

で
も
後
に
合
流
し
、そ
の
後
は
山
頂

ま
で
一
本
道
。

0 6
時
速
5
0
0
キ
ロ
で
走
行
す
る
リ
ニ
ア
を

間
近
で
見
ら
れ
る
。さ
ま
ざ
ま
な
展
示
や

模
擬
体
験
か
ら
リ
ニ
ア
の
世
界
を
体
感
。

観
光
物
産
ス
ペ
ー
ス
な
ど
も
充
実
し
、山

梨
と
リ
ニ
ア
の
魅
力
が
楽
し
め
る
。

高
川
山
の
森

山
本
周
五
郎

文
学
碑

J
R
初
狩
駅
か
ら
徒
歩
で
登
山
口
ま

で
行
け
る
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
も
高
川
山

の
魅
力
。道
標
に
従
っ
て
進
む
と
約
30

分
で
登
山
口
に
到
着
。

高
川
山
登
山
口

0 2

道
の
駅
つ
る

山
梨
県
立

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー

男
坂
・
女
坂

尾
県
郷
土
資
料
館

0 8

0 7
地
元
産
の
新
鮮
な
野
菜
、幻
の
豚
と
呼

ば
れ
る
富
士
湧
水
ポ
ー
ク
、地
元
食
材

の
加
工
品
な
ど
が
そ
ろ
う
。地
産
地
消

の
レ
ス
ト
ラ
ン
も
人
気
。そ
の
他
、体
験

教
室
や
観
光
案
内
も
充
実
。

高
川
山 

山
頂

0 3

野
鳥
の
声
が
響
く
森
は
、花
の
季
節
に

は
チ
ゴ
ユ
リ
や
ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ
、ヤ
マ
ツ
ツ

ジ
、カ
タ
ク
リ
な
ど
が
咲
く
。夏
に
は
ク

ワ
ガ
タ
の
姿
も
。高
川
山
は
多
様
な
動

植
物
と
出
合
え
る
自
然
の
宝
庫
。

明
治
11（
1
8
7
8
）年
に
建
築
さ
れ
た

旧
尾
県
学
校
の
校
舎
を
活
用
。館
内
に

は
明
治
か
ら
昭
和
ま
で
の
教
育
関
連
資

料
が
展
示
さ
れ
、昔
懐
か
し
い
お
も
ち
ゃ

で
遊
べ
る
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る
。

0 4

標
高
9
7
6
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
か
ら
は

大
月
市
の「
秀
麗
富
嶽
十
二
景
」に
選
ば

れ
た
富
士
山
の
絶
景
が
。周
囲
3
6
0

度
の
山
々
を
示
す
方
位
盤
も
あ
る
。眼

下
に
は
リ
ニ
ア
実
験
線
も
見
え
る
。

　高川山の山頂で、東京から来ていた女性に出会いました。
「達成感や爽快感が得られ、素晴らしい景色が見られるの
が登山の魅力ですね。特に山から眺める富士山は本当に感
動的。それに山を通して人と出会い、輪が広がっていくことにも
幸せを感じています。最近は、駅から直接登れる山によく行っ
ています。これからは他の山梨百名山にも登ってみたいです」
と爽やかな笑顔で話してくれました。

甲府駅へ

新鮮な野菜、
富士湧水ポーク…
おいしいものが
いっぱい！

17 16
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の
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の
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さ
な
旅



お  

が
た

今も懐かしい雰囲気を感じさせてくれる

初狩駅をスタートし、高川山に登頂して田野倉駅まで歩きます。

文化人ゆかりの初狩の町から、富士山の絶景が待つ自然豊かな

登山道を行き、新時代の交通機関リニアまでを巡る道。

歴史と自然、そして未来に思いをはせながら、てくてくと…。

139

J R 中央本線

中央自動車道

新
宿
駅
へ新

宿
へ

甲府へ

初狩 PA

初狩駅前
田
野
倉
駅
入
口

田
野
倉

大
月

駅

大
月

J C
T

大月 I C

田
野
倉
駅

上
大
月
駅

禾
生

駅
河

口
湖

へ

富士河口湖駅へ

都
留
バ
イ
パ
ス

富
士
急
行
線

N

03

04

05

07

08

富
士

み
ち

散策コース

道の駅つる

02

01山本周五郎
文学碑

自徳寺

男坂

高川山
登山口

高川山の森

高川山 山頂
 976m

古宿コース

リニア実験線
女坂

山梨県立
リニア見学センター

尾県郷土資料館

真木温泉

禾生第二小

初狩小
笹子川

桂

　川

花
咲
ト
ン
ネ
ル

度の絶景と富士山！

植生が豊かで
季節の花が楽しめる

ひときわ大きな
イチョウの木がある

初狩駅は今も
スイッチバックの構造を持つ
数少ない駅の一つ

甲 州 街 道

06

「藤村式」と呼ばれる
擬洋風建築物

シラノサワコース

初狩駅

0 1
小
説
家
・
山
本
周
五
郎
は
明
治
36
年

（
1
9
0
3
）に
大
月
市
初
狩
町
で
生

ま
れ
た
。駅
前
に
は
山
梨
を
舞
台
に
し

た「
山
彦
乙
女
」の
一
部
が
刻
ま
れ
た
文

学
碑
が
あ
り
、駅
近
く
に
は「
山
本
周
五

郎
生
誕
之
地
」の
石
碑
も
あ
る
。

0 5

岩
が
多
い
急
登
の
男
坂
と
、少
し
遠

回
り
に
な
る
が
緩
や
か
な
登
り
の
女

坂
が
あ
る
。ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
を
選
ん

で
も
後
に
合
流
し
、そ
の
後
は
山
頂

ま
で
一
本
道
。

0 6
時
速
5
0
0
キ
ロ
で
走
行
す
る
リ
ニ
ア
を

間
近
で
見
ら
れ
る
。さ
ま
ざ
ま
な
展
示
や

模
擬
体
験
か
ら
リ
ニ
ア
の
世
界
を
体
感
。

観
光
物
産
ス
ペ
ー
ス
な
ど
も
充
実
し
、山

梨
と
リ
ニ
ア
の
魅
力
が
楽
し
め
る
。

高
川
山
の
森

山
本
周
五
郎

文
学
碑

J
R
初
狩
駅
か
ら
徒
歩
で
登
山
口
ま

で
行
け
る
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
も
高
川
山

の
魅
力
。道
標
に
従
っ
て
進
む
と
約
30

分
で
登
山
口
に
到
着
。

高
川
山
登
山
口

0 2

道
の
駅
つ
る

山
梨
県
立

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー

男
坂
・
女
坂

尾
県
郷
土
資
料
館

0 8

0 7
地
元
産
の
新
鮮
な
野
菜
、幻
の
豚
と
呼

ば
れ
る
富
士
湧
水
ポ
ー
ク
、地
元
食
材

の
加
工
品
な
ど
が
そ
ろ
う
。地
産
地
消

の
レ
ス
ト
ラ
ン
も
人
気
。そ
の
他
、体
験

教
室
や
観
光
案
内
も
充
実
。

高
川
山 

山
頂

0 3

野
鳥
の
声
が
響
く
森
は
、花
の
季
節
に

は
チ
ゴ
ユ
リ
や
ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ
、ヤ
マ
ツ
ツ

ジ
、カ
タ
ク
リ
な
ど
が
咲
く
。夏
に
は
ク

ワ
ガ
タ
の
姿
も
。高
川
山
は
多
様
な
動

植
物
と
出
合
え
る
自
然
の
宝
庫
。

明
治
11（
1
8
7
8
）年
に
建
築
さ
れ
た

旧
尾
県
学
校
の
校
舎
を
活
用
。館
内
に

は
明
治
か
ら
昭
和
ま
で
の
教
育
関
連
資

料
が
展
示
さ
れ
、昔
懐
か
し
い
お
も
ち
ゃ

で
遊
べ
る
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る
。

0 4

標
高
9
7
6
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
か
ら
は

大
月
市
の「
秀
麗
富
嶽
十
二
景
」に
選
ば

れ
た
富
士
山
の
絶
景
が
。周
囲
3
6
0

度
の
山
々
を
示
す
方
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見
え
る
。

　高川山の山頂で、東京から来ていた女性に出会いました。
「達成感や爽快感が得られ、素晴らしい景色が見られるの
が登山の魅力ですね。特に山から眺める富士山は本当に感
動的。それに山を通して人と出会い、輪が広がっていくことにも
幸せを感じています。最近は、駅から直接登れる山によく行っ
ています。これからは他の山梨百名山にも登ってみたいです」
と爽やかな笑顔で話してくれました。

甲府駅へ

新鮮な野菜、
富士湧水ポーク…
おいしいものが
いっぱい！
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高
川
山
か
ら
の
富
士
山

そ
こ
に
は
い
つ
も
、人
の
心
に
語
り
掛
け
る
絶
景
が
あ
る

大月市では、市域の山頂から望む美しい富士山を後世に伝えるために「秀麗富嶽十二景」を選定。
その一つ高川山から望む富士山は、たおやかに裾野を広げ、たなびく雲を従えて、息をのむ美しさ。山梨
の多くの山からは、季節や時間、天候により刻 と々表情を変えていく富士山を眺めることができる。登っ
たからこそ出合える、一期一会の風景…。いつまでも心に残る感動が山梨の山で待っている。
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山梨へは中央線の特急列車でどうぞ！
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主
な
停
車
駅

特急列車のご予約は「えきねっと」で！ ●パソコン・スマートフォンから
　ラクラク簡単予約！
●指定席発売開始日の
　さらに1週間前から申込可能！
●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。実際の座席手配は乗車日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8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。


