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そ
れ
は
、山
梨
の
魅
力
に
出
会
う
た
め
の
道
し
る
べ
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山
梨
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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
。

日
本
ワ
イ
ン
発
祥
の
地
と
し
て

「
ワ
イ
ン
県
」を
宣
言
し
た
山
梨
に
は
、

国
内
外
に
誇
る
多
く
の
魅
力
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、継
承
し
た
伝
統
に
新
し
い
感
性
を
加
え
、可
能
性
を
広
げ
て
い
く

職
人
た
ち
の
思
い
な
ど
に
触
れ
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
。
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日
本
ワ
イ
ン
生
産
量
と
ワ
イ
ナ
リ
ー
数
日
本
一
を
誇
る
山
梨
県
。山
梨
の
代
名

詞
と
も
い
え
る
ワ
イ
ン
を
き
っ
か
け
に
、本
県
を
訪
れ
て
も
ら
い
、特
色
あ
る
地

域
資
源
と
出
会
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、令
和
元
年
8
月
に
、山
梨「
ワ
イ
ン
県
」宣

言
を
行
い
ま
し
た
。

　
山
梨
は
日
本
屈
指
の
名
山
に
囲
ま
れ
た
自
然
の
宝
庫
で
あ
り
、そ
の
清
ら
か
な

水
と
肥
沃
な
大
地
で
育
ま
れ
る
県
産
酒
や
豊
か
な
食
に
恵
ま
れ
、職
人
の
技
が

光
る
伝
統
工
芸
品
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。ど
れ
も
が
伝
統
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な

く
、精
進
を
重
ね
て
き
た
つ
く
り
手
た
ち
が
生
み
出
し
て
き
た
逸
品
で
す
。

　
さ
あ
、山
梨
の
魅
力
を
探
し
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
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甲
州
ワ
イ
ン
と

県
産
食
材
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ

　
山
梨
「
ワ
イ
ン
県
」
宣
言
に
よ
り
、県
産
ワ
イ
ン
へ
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

世
界
的
な
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
、本
県
特
産
の
ブ
ド
ウ

品
種
で
あ
る「
甲
州
」か
ら
造
ら
れ
る
甲
州
ワ
イ
ン
や「
マ
ス
カ
ッ
ト
・ベ
ー
リ
ー
A
」

を
用
い
た
赤
ワ
イ
ン
な
ど
、県
産
ワ
イ
ン
の
味
わ
い
と
品
質
は
、名
実
共
に
日
本

ワ
イ
ン
を
代
表
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。平
成
25
年
に
は
、日
本
の
ワ
イ
ン
産

地
と
し
て
初
め
て
、国
税
庁
長
官
か
ら
地
理
的
表
示
「
山
梨
」の
指
定
を
受
け
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ボ
ル
ド
ー
や
シ
ャ
ン
パ
ー
ニュ
の
よ
う
に
、法
的
に
産
地
呼
称
が
保

護
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「G

I Y
am
anashi

」と
表
示
さ
れ
た
ワ
イ
ン
は
、

原
産
地
と
品
質
を
保
証
さ
れ
た
付
加
価
値
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

FE ATUR E

　「
銀
座
で
ソ
ム
リ
エ
と
し
て
働
い
て
い
た
当
時
、私
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ア
メ
リ
カ

な
ど
へ
毎
年
研
修
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。ど
こ
に
行
っ
て
も

ワ
イ
ナ
リ
ー
の
畑
が
見
え
る
所
に
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
や
レ
ス

ト
ラ
ン
が
あ
っ
て
、世
界
中
か
ら
訪
れ
た
人
た
ち
が
そ
こ
で

楽
し
ん
で
い
る
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
す
。こ
の
よ

う
な
経
験
か
ら
、私
は
山
梨
の
ワ
イ
ン
の
魅
力
を
伝
え
る
た

め
に
、多
く
の
人
に
産
地
を
訪
れ
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
願
い
、ブ
ド
ウ
畑
が
広
が
る
勝
沼
の
風
景
が
見
え
る
場
所

で
店
を
開
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

　山
梨
の
ワ
イ
ン
と
共
に
楽
し
む
料
理
に
は
、県
産
の
食
材
を

使
い
た
い
と
考
え
、自
ら
足
を
運
び
食
材
探
し
を
す
る
中
で
、

熱
意
あ
る
生
産
者
が
作
る
お
い
し
い
食
材
と
出
合
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。山
梨
に
は『
甲
州
富
士
桜
ポ
ー
ク
』や『
甲
州
麦

芽
ビ
ー
フ
』を
は
じ
め
と
す
る
品
質
の
良
い
ブ
ラ
ン
ド
肉
が
あ

り
、最
近
で
は『
富
士
の
介
』と
い
う
新
し
い
ブ
ラ
ン
ド
魚
も
出

て
き
ま
し
た
。さ
ら
に
野
菜
の
種
類
の
豊
富
さ
に
も
驚
い
て
い

ま
す
。山
梨
の
食
材
は
本
当
に
素
晴
ら
し
く
、こ
れ
ら
を
生
か

し
た
料
理
を
提
供
し
て
い
ま
す
」

　「山
梨
は
、野
菜
と
肉
は
以
前
か
ら
充
実
し
て
い
ま
し
た
が
、

魚
に
関
し
て
も
昨
年
出
荷
が
始
ま
っ
た『
富
士
の
介
』は
食
味

が
良
く
、料
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
広
げ
て
く
れ
る
食
材

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。キ
ン
グ
サ
ー
モ
ン
を
父
に
持
つ
魚
と

い
う
こ
と
で
、き
め
細
か
な
身
質
に
上
品
な
脂
が
程
よ
く

乗
っ
て
い
る
の
で
、甲
州
ワ
イ
ン
に
よ
く
合
う
と
思
い
ま
す
。

　山
梨
に
来
た
方
に
は
、ま
ず
甲
州
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
い
た

だ
き
た
い
で
す
が
、ひ
と
く
ち
に
甲
州
ワ
イ
ン
と
い
っ
て
も
、

生
産
者
や
醸
造
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
は
大
き
く
異
な
り

ま
す
。酸
味
が
穏
や
か
な
タ
イ
プ
、熟
成
感
が
あ
る
タ
イ
プ
な

ど
、味
わ
い
の
個
性
も
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
、飲
み
比
べ
て
料
理

と
合
う
ワ
イ
ン
を
見
つ
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　世
界
的
に
も
認
め
ら
れ
て
き
た
甲
州
の
ほ
か
、マ
ス
カ
ッ

ト・ベ
ー
リ
ー
A
を
用
い
た
ワ
イ
ン
も
魅
力
的
で
す
。最
近
で

は
ワ
イ
ン
で
初
め
て
地
理
的
表
示『
山
梨
』を
取
得
し
た
り
、県

が
ワ
イ
ン
県
宣
言
を
行
っ
た
り
し
た
こ
と
で
、山
梨
の
ワ
イ

ン
へ
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。加
え
て
ブ
ド
ウ
生
産
者

や
ワ
イ
ン
醸
造
家
の
皆
さ
ん
の
努
力
に
よ
り
、山
梨
の
ワ
イ

ン
の
レ
ベ
ル
は
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
ま
す
。こ
の
魅
力
的

な
山
梨
の
ワ
イ
ン
を
国
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、山
梨

の
ワ
イ
ン
文
化
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」

オープン以来使っているワイン産地のマップが描かれたランチョンマット。
ワイナリーも増えているので、2年ごとに新しく刷り直している

「富士の介の軽いスモーク 黒富士農場の温泉たまご添え」に合わせるワインは、ほのかな樽香を持つ辛口の甲州

ワ
イ
ン
産
地
の
真
ん
中
で
、

山
梨
の
本
当
に
お
い
し
い
も
の
を
提
供

ワ
イ
ン
と
食
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ

山
梨
の
ワ
イ
ン
文
化
を
発
信

甲州市勝沼町下岩崎2097-1　TEL.0553-39-8245
営業時間：11：30～14：30（L.O）、17：30～21：00（L.O）
定休日：水曜日

お店から徒歩圏内に10軒ほどあるワイナリーを訪問した
人たちがランチやディナーを楽しむ場として人気を集め
ている。

ビストロ・ミル・プランタン

「ワインの特徴や産地にまつわるエピソードをお伝えすることで、山梨の
ワインと食のマリアージュをさらに楽しんでいただきたいと思っています」
と五味さん

ビストロ・ミル・プランタン　オーナー

五味 𠀋美 さ
  ん
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の
食
材
を

使
い
た
い
と
考
え
、自
ら
足
を
運
び
食
材
探
し
を
す
る
中
で
、

熱
意
あ
る
生
産
者
が
作
る
お
い
し
い
食
材
と
出
合
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。山
梨
に
は『
甲
州
富
士
桜
ポ
ー
ク
』や『
甲
州
麦

芽
ビ
ー
フ
』を
は
じ
め
と
す
る
品
質
の
良
い
ブ
ラ
ン
ド
肉
が
あ

り
、最
近
で
は『
富
士
の
介
』と
い
う
新
し
い
ブ
ラ
ン
ド
魚
も
出

て
き
ま
し
た
。さ
ら
に
野
菜
の
種
類
の
豊
富
さ
に
も
驚
い
て
い

ま
す
。山
梨
の
食
材
は
本
当
に
素
晴
ら
し
く
、こ
れ
ら
を
生
か

し
た
料
理
を
提
供
し
て
い
ま
す
」

　「山
梨
は
、野
菜
と
肉
は
以
前
か
ら
充
実
し
て
い
ま
し
た
が
、

魚
に
関
し
て
も
昨
年
出
荷
が
始
ま
っ
た『
富
士
の
介
』は
食
味

が
良
く
、料
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
広
げ
て
く
れ
る
食
材

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。キ
ン
グ
サ
ー
モ
ン
を
父
に
持
つ
魚
と

い
う
こ
と
で
、き
め
細
か
な
身
質
に
上
品
な
脂
が
程
よ
く

乗
っ
て
い
る
の
で
、甲
州
ワ
イ
ン
に
よ
く
合
う
と
思
い
ま
す
。

　山
梨
に
来
た
方
に
は
、ま
ず
甲
州
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
い
た

だ
き
た
い
で
す
が
、ひ
と
く
ち
に
甲
州
ワ
イ
ン
と
い
っ
て
も
、

生
産
者
や
醸
造
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
は
大
き
く
異
な
り

ま
す
。酸
味
が
穏
や
か
な
タ
イ
プ
、熟
成
感
が
あ
る
タ
イ
プ
な

ど
、味
わ
い
の
個
性
も
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
、飲
み
比
べ
て
料
理

と
合
う
ワ
イ
ン
を
見
つ
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　世
界
的
に
も
認
め
ら
れ
て
き
た
甲
州
の
ほ
か
、マ
ス
カ
ッ

ト・ベ
ー
リ
ー
A
を
用
い
た
ワ
イ
ン
も
魅
力
的
で
す
。最
近
で

は
ワ
イ
ン
で
初
め
て
地
理
的
表
示『
山
梨
』を
取
得
し
た
り
、県

が
ワ
イ
ン
県
宣
言
を
行
っ
た
り
し
た
こ
と
で
、山
梨
の
ワ
イ

ン
へ
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。加
え
て
ブ
ド
ウ
生
産
者

や
ワ
イ
ン
醸
造
家
の
皆
さ
ん
の
努
力
に
よ
り
、山
梨
の
ワ
イ

ン
の
レ
ベ
ル
は
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
ま
す
。こ
の
魅
力
的

な
山
梨
の
ワ
イ
ン
を
国
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、山
梨

の
ワ
イ
ン
文
化
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」

オープン以来使っているワイン産地のマップが描かれたランチョンマット。
ワイナリーも増えているので、2年ごとに新しく刷り直している

「富士の介の軽いスモーク 黒富士農場の温泉たまご添え」に合わせるワインは、ほのかな樽香を持つ辛口の甲州

ワ
イ
ン
産
地
の
真
ん
中
で
、

山
梨
の
本
当
に
お
い
し
い
も
の
を
提
供

ワ
イ
ン
と
食
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ

山
梨
の
ワ
イ
ン
文
化
を
発
信

甲州市勝沼町下岩崎2097-1　TEL.0553-39-8245
営業時間：11：30～14：30（L.O）、17：30～21：00（L.O）
定休日：水曜日

お店から徒歩圏内に10軒ほどあるワイナリーを訪問した
人たちがランチやディナーを楽しむ場として人気を集め
ている。

ビストロ・ミル・プランタン

「ワインの特徴や産地にまつわるエピソードをお伝えすることで、山梨の
ワインと食のマリアージュをさらに楽しんでいただきたいと思っています」
と五味さん

ビストロ・ミル・プランタン　オーナー

五味 𠀋美 さ
  ん
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　山
梨
県
北
部
の
金
峰
山
一
帯
を
中
心
と
す
る
地
域
か
ら
、

水
晶
が
産
出
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、研
磨
や
宝
飾
に

関
す
る
技
術
が
高
ま
り
、山
梨
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
産
業
は
誕
生

し
ま
し
た
。そ
の
歴
史
は
江
戸
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど

長
く
、今
日
ま
で
日
本
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
産
業
を
け
ん
引
し
て

き
ま
し
た
。現
在
で
も
山
梨
は
国
内
有
数
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
産

地
で
あ
り
、い
つ
の
時
代
も
研
鑽
を
重
ね
た
職
人
た
ち
の
精

神
と
技
に
よ
っ
て
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。そ
し
て
今
、熟
練

の
職
人
2
人
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、か
つ
て
な
い

輝
き
を
た
た
え
る「
甲
州
貴
石
切
子
」が
生
み
出
さ
れ
ま
し

た
。歴
史
あ
る
産
地
の
新
時
代
を
予
感
さ
せ
る
、そ
の
輝
き
に

込
め
た
職
人
の
思
い
を
、宝
石
研
磨
士
の
清
水
幸
雄
さ
ん
と

深
澤
陽
一
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

　「世
に
出
す
か
ら
に
は
、最
高
レ
ベ
ル
の
も
の
を
出
す
」。そ

ん
な
職
人
の
誇
り
と
、飽
く
な
き
探
究
心
が
原
動
力
と
な
り
ス

タ
ー
ト
し
た
2
人
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
。そ
し
て
生
ま
れ
た

「
甲
州
貴
石
切
子
」は
、表
面
は
清
水
さ
ん
が
甲
府
の
伝
統
的
な

研
磨
技
法
で
あ
る
手
ず
り
で
施
し
た
多
面
体
カ
ッ
ト
、裏
面
に

は
深
澤
さ
ん
が
切
り
子
細
工
を
施
す
こ
と
で
反
射
面
が
多
く

な
り
、今
ま
で
に
な
い
輝
き
を
放
つ
宝
石
と
な
り
ま
し
た
。

　「切
り
子
は
昔
か
ら
あ
る
工
法
で
す
が
、ガ
ラ
ス
と
違
っ
て

硬
い
鉱
物
に
美
し
い
切
り
込
み
を
入
れ
る
に
は
相
当
な
技
術

が
必
要
で
す
。私
は
切
り
子
の
カ
ッ
ト
を
す
る
時
、い
つ
も
表

面
の
清
水
さ
ん
の
多
面
体
カ
ッ
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
作

業
を
進
め
て
い
ま
す
。お
互
い
の
技
術
が
融
合
し
た
時
に
最
高

の
状
態
に
す
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
」と
話
す
深
澤
さ
ん
。

続
け
て
清
水
さ
ん
も「
2
人
と
も
プ
ロ
と
し
て
第
一
線
で
や
っ

て
い
ま
す
し
、会
社
も
違
う
わ
け
で
す
か
ら
、お
互
い
尊
敬
し

合
え
る
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
コ
ラ
ボ
な
ん
で
す
」

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　さ
ら
に
2
人
は
宝
石
や
研
磨
技
術
へ
の
考
え
も
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。「
甲
州
貴
石
切
子
は
海
外
で
は
決
し
て
ま
ね
で
き

な
い
技
術
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
我
々

FE ATUR E
多
面
体
カ
ッ
ト
と
切
り
子
細
工
を
組
み
合
わ
せ
、

感
動
的
な
輝
き
を
実
現

海
外
で
は
ま
ね
で
き
な
い
技
で

人
々
に
夢
を
与
え
る
宝
石
に

さ
ん

多面体カットを
施した表面

職
人
の
誇
り
を
懸
け
た
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
放
つ
輝
き

甲
州
貴
石
切
子

は
レ
ベ
ル
を
上
げ
続
け
、誰
も
追
い
付
く
こ
と
が
で
き
な
い

技
を
極
め
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
山
梨
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
産
業

の
発
展
の
た
め
に
、伝
統
か
ら
生
ま
れ
る
新
し
い
ジ
ュ
エ

リ
ー
の
姿
や
技
術
を
、次
世
代
に
継
承
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
」と
深
澤
さ
ん
。「
宝
石
は
千
差
万
別
で
非
常
に

繊
細
な
も
の
で
す
が
、ど
の
よ
う
な
も
の
に
も
対
応
し
形
に

し
て
い
く
の
が
職
人
の
技
術
で
す
。も
ち
ろ
ん
我
々
も
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
、時
に
は
失
敗
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

宝
石
と
い
う
も
の
は
、見
る
人
に
夢
を
与
え
る
も
の
で
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。こ
ち
ら
も
一
切
妥
協
せ
ず
、手
を
抜
か
ず

作
り
続
け
て
き
た
結
果
、本
物
の
良
さ
を
見
極
め
る
感
性
を

持
つ
方
々
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、心
か
ら
こ
の
製
品

を
欲
し
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ま
が
増
え
て
き
ま
し

た
。私
た
ち
が
一
つ
一
つ
、こ
の
手
で
作
り
上
げ
た
も
の
に
対

し『
感
動
し
ま
し
た
』と
い
っ
た
声
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ

り
、本
当
に
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」と
清
水
さ
ん
は
笑
顔

で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

山梨ジュエリーミュージアム
山梨の宝飾品加工生産の歴史、卓越した技術、美しい
宝飾品の数々を紹介し「山梨ジュエリー」の魅力を発
信。土、日、祝日には、職人たちによる実演プログラムなど
も実施。清水さんと深澤さんも定期的に参加している。

／甲府市丸の内1-6-1 
　山梨県防災新館1階やまなしプラザ内
／055-223-1570
／10：00～17：30（入館は閉館の30分前まで）
／火曜日（祝日の場合は、その翌日）年末年始
／無料

住 　 所

T E L
開館時間
休 館 日
入 館 料

切り子細工を
施した裏面

 【企画展】　3月2日（月）まで開催中

クラフツマンの表現

（左）

株式会社 シミズ貴石
甲府市高畑1-13-18／TEL.055-228-1180

清水  幸雄 さ
  ん （右）

ジュエリークラフト フカサワ
甲府市青葉町15-23／TEL.055-232-1214

深澤  陽一 さ
  ん

株式会社 シミズ貴石　代表取締役社長 ジュエリークラフト フカサワ

※3月10日～19日は臨時休館
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梨
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磨
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貴
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面
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を
放
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宝
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と
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作
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上
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は
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で
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施した裏面
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（左）

株式会社 シミズ貴石
甲府市高畑1-13-18／TEL.055-228-1180
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株式会社 シミズ貴石　代表取締役社長 ジュエリークラフト フカサワ

※3月10日～19日は臨時休館
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記
さ
れ
、日
本
文
化
を
象
徴
す
る
素
材
で
も
あ
り
、印
伝
は
近

年
海
外
で
も
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ラ
グ

ジ
ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
は
こ
だ
わ
り
も
強
く
、柄
な
ど
に
関

す
る
チ
ェ
ッ
ク
も
厳
し
い
で
す
が
、海
外
の
感
性
に
触
れ
る

こ
と
は
、私
ど
も
に
と
っ
て
良
い
刺
激
と
な
り
、技
術
革
新
に

つ
な
が
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。

　印
伝
の
伝
統
技
法
に
は
、模
様
の
色
ご
と
に
型
紙
を
替
え
、

多
色
使
い
の
模
様
が
表
現
で
き
る『
更
紗
技
法
』、太
鼓
と
呼

ば
れ
る
筒
に
鹿
革
を
張
り
、藁
を
た
い
て
い
ぶ
し
、茶
褐
色
系

の
色
と
模
様
を
施
す『
燻
べ
技
法
』、染
め
上
げ
た
鹿
革
の
上

に
型
紙
を
載
せ
て
漆
を
刷
り
込
む
、印
伝
に
お
い
て
最
も
代

表
的
な『
漆
技
法
』が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
伝
統
技
法
は
古

来
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
財
産
で
す
か
ら
、

決
し
て
無
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。伝
統
を
守
り
、そ
れ
を

生
か
し
て
、新
し
さ
を
追
求
す
る『
不
易
流
行
』の
実
現
こ
そ

が
、伝
統
産
業
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

　「近
年
は
、小
売
店
さ
ま
や
問
屋
さ
ま
を
応
援
す
る
と
い
う

立
場
か
ら
、自
社
で
販
売
す
る
も
の
と
は
別
に
、お
取
引
先
さ

ま
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
製
造
を
請
け
負
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。そ
ん
な
中
、山
梨
の
地
域
資
源
を
若
い
女
性
の
視
点
で
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
地
元
の
女
子
大
生
グ
ル
ー
プ『
モ
モ

ハ
ナ
』の
企
画
に
よ
る
商
品
に
も
協
力
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。モ
モ
ハ
ナ
の
企
画
は
、若
い
女
性
が
印
伝
を
手
に
し
た
く

な
る
よ
う
な
か
わ
い
ら
し
さ
の
あ
る
デ
ザ
イ
ン
で
、印
伝
の

魅
力
の
広
が
り
を
感
じ
ま
し
た
。

　自
社
の
製
品
に
つ
い
て
は
、時
代
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
な
が

ら
も
、あ
ま
り
細
か
い
流
行
は
追
う
こ
と
な
く
、長
く
愛
用
し

て
い
た
だ
け
る
商
品
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。一
度

購
入
し
た
ら
、何
年
も
安
心
し
て
使
っ
て
い
た
だ
き
、使
い
込

む
ほ
ど
に
手
に
な
じ
み
柔
ら
か
な
風
合
い
に
な
る
、鹿
革
の

使
い
心
地
の
良
さ
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　鎧
・
兜
か
ら
始
ま
り
、時
代
と
共
に
作
る
も
の
は
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
が
、伝
統
的
技
術
、技
法
を
使
っ
た
地
道
な
積
み
重

ね
が
今
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。長
い
歴
史

の
中
の
数
十
年
を
私
ど
も
が
担
当
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、昔
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
後
世
に
伝
え
て

い
く
責
任
と
義
務
が
あ
る
と
、私
は
感
じ
て
い
ま
す
」

　軽
く
て
丈
夫
な
鹿
革
は
、古
く
か
ら
生
活
用
品
な
ど
に
用

い
ら
れ
、戦
国
時
代
に
は
武
将
た
ち
の
武
具
や
鎧
・
兜
な
ど
に

も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。か
つ
て
全
国
に
普
及
し
て
い
た
鹿

革
の
加
工
品
が
、印
伝
と
し
て
山
梨
の
地
場
産
業
と
な
っ
た

の
は
、江
戸
時
代
に
甲
府
市
の
老
舗「
印
傳
屋
」の
遠
祖
・
上
原

勇
七
が
鹿
革
に
漆
で
模
様
を
付
け
る
独
自
の
技
法
を
創
案
し

た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。印
伝
は
、粋
を
競
う

江
戸
の
町
人
た
ち
の
間
で
人
気
を
博
し
、愛
用
品
と
し
て
広

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。以
来
4
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
刻
み
、

昭
和
62（
1
9
8
7
）年
に
は
国
の
伝
統
的
工
芸
品「
甲
州
印

伝
」に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
印
伝
の
歴
史
は
、進
化

の
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。伝
統
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、常

に
新
し
さ
を
追
求
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、今
も
人
々
に
愛
さ

れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　「定
番
商
品
に
加
え
、毎
年
新
し
い
企
画
に
よ
る
商
品
を

発
売
す
る
ほ
か
、オ
リ
ジ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
や
海
外
の

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。西
洋
で
漆
は『
j
a
p
a
n
』と
表

FE ATUR E

伝
統
技
法
を
守
り
な
が
ら
も
、新
し
さ
を
追
求

「
不
易
流
行
」の
実
現

世
代
を
超
え
て
愛
さ
れ
る

甲
州
印
伝
を
目
指
し
て

さ
ら  

さ

ふ
す

わ
ら

INDEN EST.1582 NY 束入A Rippieal
白い更紗と黒漆で織りなす模様は「市松」から派生したデザインで、
日本らしさとモダンな印象が共存し、人気が高い

株式会社 印傳屋上原勇七　代表取締役社長

株式会社 印傳屋上原勇七
甲府市川田町アリア201
TEL.055-220-1660
（本店）甲府市中央3-11-15
TEL.055-233-1100

上原  重樹 さ
  ん

アメリカで展開されている「INDEN EST.1582」シリーズの商品。1582は印傳屋の創業年を表している

県特産のモモと印伝の定番のトンボ柄をあしらった
「モモハナ」プロデュースによる印伝

「
印
伝
」の
新
し
い
挑
戦

伝
統
を
受
け
継
ぐよ

ろ
い
か
ぶ
と

09 08
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地
方
で
行
わ
れ
て
い
る
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
ワ
イ
ン
の
伝
統
的

な
製
法
で
、手
間
と
技
術
が
必
要
で
す
が
、小
さ
な
蔵
元
だ
か

ら
こ
そ
挑
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。ご
存
じ
の
と

お
り
、山
梨
に
は
ワ
イ
ン
醸
造
の
長
い
歴
史
が
あ
り
、ワ
イ
ン

の
研
究
も
深
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、今
回
の
開
発
に
当
た
っ

て
は
、県
の
ワ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
や
、ワ
イ
ン
醸
造
家

か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、そ
れ
を
日
本
酒
醸
造
技
術

に
応
用
し
ま
し
た
。試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、構
想
か
ら
５
年

か
け
て
納
得
の
い
く
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒
を
造
り
上
げ

て
い
き
ま
し
た
」

　「
瓶
内
二
次
発
酵
は
、瓶
の
中
で
酵
母
が
発
酵
す
る
こ
と

で
、糖
を
ア
ル
コ
ー
ル
と
二
酸
化
炭
素
に
分
解
し
、自
然
に
発

生
す
る
炭
酸
ガ
ス
を
瓶
の
中
に
閉
じ
込
め
る
手
法
で
す
。こ

う
し
て
生
ま
れ
た
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒
の
泡
は
、き
め

細
か
く
立
ち
上
が
り
泡
持
ち
も
よ
く
、上
品
で
豊
か
な
味
わ

い
が
あ
り
ま
す
。

　
県
酒
造
組
合
で
は
、県
産
日
本
酒
の
品
質
を
高
め
ブ
ラ
ン

ド
化
し
て
い
く
た
め
の
認
定
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。こ
れ

ま
で
に
県
内
3
つ
の
酒
蔵
の
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒
が
、

味
や
香
り
な
ど
の
審
査
を
経
て
認
定
酒
と
な
り
、知
名
度
向

上
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。蔵
元
同
士
が
交
流

や
情
報
交
換
を
密
に
し
、良
い
関
係
性
が
あ
る
こ
と
も
技
術

向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。山
梨
の
ス
パ
ー
ク

リ
ン
グ
日
本
酒
は
、若
年
層
の
日
本
酒
フ
ァ
ン
を
増
や
す

き
っ
か
け
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、日
本
酒
経
験
豊
か
な
男

性
顧
客
の
方
々
に
も
好
意
的
な
声
を
多
く
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
と
い
う
と
食
前
酒
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、肉
料
理
な
ど
の
メ
イ
ン
と
の
相
性

が
良
い
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。ま
ず
乾
杯
の
一
杯
と
し
て
楽

し
む
の
も
良
し
、フ
ル
コ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
味
わ
い
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
の
も
ま
た
良
し
、そ
ん
な
魅
力
あ
ふ

れ
る
山
梨
の
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒
を
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

　「
天
に
選
ば
れ
し
、名
水
の
地
」山
梨
に
は
富
士
山
を
は
じ

め
南
ア
ル
プ
ス
、八
ケ
岳
な
ど
の
山
々
を
源
と
し
て
、豊
か
な

自
然
環
境
に
磨
か
れ
た
名
水
が
あ
り
ま
す
。地
域
ご
と
に
水

の
味
わ
い
に
は
個
性
が
あ
り
、そ
の
個
性
を
生
か
し
た
日
本

酒
が
長
年
造
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ
ん
な
山
梨
の
日
本
酒
の

可
能
性
を
引
き
出
し
、新
た
な
お
い
し
さ
を
追
求
す
る
造
り

手
た
ち
の
挑
戦
に
よ
り
、県
産
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒
が

完
成
し
ま
し
た
。地
域
に
根
差
し
た
蔵
元
だ
か
ら
で
き
る
逸

品
。そ
の
開
発
の
礎
に
は
、古
く
か
ら
ワ
イ
ン
産
業
が
盛
ん
な

山
梨
な
ら
で
は
の
研
究
成
果
と
、日
本
酒
造
り
に
誇
り
を
持

つ
醸
造
家
の
熱
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　「
日
本
酒
の
消
費
は
、昭
和
48（
1
9
7
3
）年
の
ピ
ー
ク
時

に
比
べ
、現
在
で
は
そ
の
30
％
以
下
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

は
、日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
西
洋
化
に
伴
う
食
生
活

の
変
化
や
、洋
酒
の
参
入
に
よ
る
も
の
で
す
。し
か
し
な
が

ら
、お
客
さ
ま
目
線
の
も
の
づ
く
り
を
追
求
す
る
こ
と
で
、日

本
酒
に
も
可
能
性
が
開
け
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
感
じ
ま

し
た
。そ
こ
で
、日
本
で
消
費
さ
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
は
、ビ
ー

ル
を
は
じ
め
と
す
る
炭
酸
を
含
ん
だ
飲
料
が
実
に
60
%
以
上

を
占
め
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒

の
開
発
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
日
本
酒

に
は
2
つ
の
製
法
が
あ
り
ま
す
。一
つ
は
炭
酸
ガ
ス
を
充
填

す
る
製
法
、も
う
一
つ
が
当
社
が
採
用
し
た『
瓶
内
二
次
発

酵
』で
す
。瓶
内
二
次
発
酵
は
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ

FE ATUR E

ワ
イ
ン
か
ら
学
ん
だ

日
本
酒
の
新
し
い
魅
力

創
意
工
夫
と
品
質
重
視
の
酒
造
り
で
、

山
梨
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
を
目
指
す

山
梨
の
名
水
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た山梨銘醸 株式会社　代表取締役社長

山梨銘醸 株式会社
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認
定
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パ
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ク
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グ
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酒
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地
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梨
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　「
約
4
５
0
年
の
歴
史
が
あ
り
、県
の
郷
土
伝
統
工
芸
品
に

指
定
さ
れ
て
い
る『
西
島
手
漉
和
紙
』と
山
梨
の
地
域
資
源
を

組
み
合
わ
せ
た
新
製
品
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。そ

う
し
た
中
、県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
支
援
を
受

け
、夏
や
太
陽
な
ど
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ『
明
野
の
ヒ
マ

ワ
リ
』に
着
目
し
ま
し
た
。北
杜
市
明
野
町
で
は
、毎
年
60
万

本
の
ヒ
マ
ワ
リ
が
咲
き
誇
る
時
季
に
、20
万
人
も
の
来
場
者
が

あ
る
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の

会
場
で
咲
き
、見
頃
の
過
ぎ
た
ヒ
マ
ワ
リ
を
使
っ
て
紙
を
漉

く『
ヒ
マ
ワ
リ
和
紙
』を
開
発
し
、そ
の
和
紙
で
作
っ
た
グ
ッ

ズ
を
会
場
で
販
売
し
ま
し
た
。明
野
の
ヒ
マ
ワ
リ
と
西
島
手

漉
和
紙
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
、た
く
さ
ん
の
方
々

に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。

　
当
社
が
属
し
て
い
る
西
島
和
紙
工
業
協
同
組
合
で
は
、特

殊
稲
わ
ら
か
ら
繊
維
を
抽
出
す
る
た
め
に
造
っ
た
プ
ラ
ン
ト

を
保
有
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
も
富
士
川
町
の
ユ
ズ
や
、身

延
町
の
あ
け
ぼ
の
大
豆
な
ど
の
地
域
資
源
か
ら
繊
維
を
抽
出

し
て
き
た
経
験
と
技
術
が
あ
り
、こ
れ
が
今
回
の
開
発
に
も

大
い
に
生
か
さ
れ
ま
し
た
」

　「
明
野
で
咲
い
た
ヒ
マ
ワ
リ
が
和
紙
と
な
り
、グ
ッ
ズ
を

買
っ
て
く
だ
さ
っ
た
お
客
さ
ま
が
、再
び
訪
れ
て
く
れ
る
循

環（
廻
り
）を
イ
メ
ー
ジ
し
て『
M
A
W
A
R
Y
』（
マ
ワ
リ
ー
）

FE ATUR E

と
名
付
け
ま
し
た
。マ
ワ
リ
ー
に
は
ヒ
マ
ワ
リ
の
茎
か
ら
採

れ
る
高
品
質
な
繊
維
を
使
っ
て
い
て
、そ
の
一
部
が
紙
に
そ

の
ま
ま
残
る
こ
と
で
、紙
色
が
真
っ
白
で
は
な
く
、絶
妙
な
風

合
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
す
。デ
ザ
イ
ン
も
工
夫
し

た
こ
と
で
、若
い
女
性
の
お
客
さ
ま
も『
か
わ
い
い
』と
言
っ

て
、手
に
取
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。和
紙
に
対
し

て『
か
わ
い
い
』と
い
う
反
応
は
、長
年
和
紙
に
関
わ
っ
て
き

た
私
に
と
っ
て
、思
い
も
よ
ら
な
い
新
鮮
な
も
の
で
し
た
。

　
山
梨
に
は
和
紙
の
原
料
に
で
き
る
素
材
が
ま
だ
ま
だ
あ
り

ま
す
。今
回
の
ヒ
マ
ワ
リ
の
よ
う
に
地
域
の
素
材
を
生
か
し

た
製
品
の
開
発
を
行
う
こ
と
で
、他
で
は
ま
ね
の
で
き
な
い

和
紙
を
今
後
も
生
み
出
し
て
い
き
た
い
で
す
。そ
れ
が
そ
こ

に
し
か
な
い
個
性
を
生
み
出
し
、文
化
を
守
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
は
ず
で
す
。西
嶋
と
い
う
地
域
だ
か
ら
で
き
る
和
紙

を
作
り
続
け
、伝
統
の
手
漉
き
の
技
を
次
の
世
代
に
継
承
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

地
域
資
源
を
生
か
し
た
和
紙
づ
く
り
で

地
域
の
魅
力
を
発
信

「
M
A
W
A
R
Y
」か
ら
広
が
る
可
能
性 ヒマワリから生まれた手漉き和紙

［マワリー］

祖父が山十製紙に道具を納めていた縁で紙漉きの道に進み、技術習得に励む新人の河西竜海さん

みつまた

ま
わ

MAWARY

「西島手漉和紙」の歴史は

約450年前に始まりました。

三椏を主原料に用いて漉いた紙を

武田信玄に献上したところ、

とても気に入られたことが、

産地として栄えるきっかけになったといわれています。

そして今、歴史ある西島手漉和紙を用いた

新ブランド「MAWARY」は生まれました。

「MAWARY」のはがき、扇子、うちわ

有限会社 山十製紙　代表取締役

有限会社 山十製紙
身延町西嶋1212／TEL.0556-42-2511

笠井  伸ニ さ
  ん

漉いた紙の状態を見極めて乾燥させる
松井あゆ美さんは、この道に入って40年以上

※「西島」は、身延町西嶋地区のこと。

す
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、県
の
郷
土
伝
統
工
芸
品
に

指
定
さ
れ
て
い
る『
西
島
手
漉
和
紙
』と
山
梨
の
地
域
資
源
を

組
み
合
わ
せ
た
新
製
品
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。そ

う
し
た
中
、県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
支
援
を
受

け
、夏
や
太
陽
な
ど
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ『
明
野
の
ヒ
マ

ワ
リ
』に
着
目
し
ま
し
た
。北
杜
市
明
野
町
で
は
、毎
年
60
万

本
の
ヒ
マ
ワ
リ
が
咲
き
誇
る
時
季
に
、20
万
人
も
の
来
場
者
が

あ
る
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の

会
場
で
咲
き
、見
頃
の
過
ぎ
た
ヒ
マ
ワ
リ
を
使
っ
て
紙
を
漉

く『
ヒ
マ
ワ
リ
和
紙
』を
開
発
し
、そ
の
和
紙
で
作
っ
た
グ
ッ

ズ
を
会
場
で
販
売
し
ま
し
た
。明
野
の
ヒ
マ
ワ
リ
と
西
島
手

漉
和
紙
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
、た
く
さ
ん
の
方
々

に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。

　
当
社
が
属
し
て
い
る
西
島
和
紙
工
業
協
同
組
合
で
は
、特

殊
稲
わ
ら
か
ら
繊
維
を
抽
出
す
る
た
め
に
造
っ
た
プ
ラ
ン
ト

を
保
有
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
も
富
士
川
町
の
ユ
ズ
や
、身

延
町
の
あ
け
ぼ
の
大
豆
な
ど
の
地
域
資
源
か
ら
繊
維
を
抽
出

し
て
き
た
経
験
と
技
術
が
あ
り
、こ
れ
が
今
回
の
開
発
に
も

大
い
に
生
か
さ
れ
ま
し
た
」

　「
明
野
で
咲
い
た
ヒ
マ
ワ
リ
が
和
紙
と
な
り
、グ
ッ
ズ
を

買
っ
て
く
だ
さ
っ
た
お
客
さ
ま
が
、再
び
訪
れ
て
く
れ
る
循

環（
廻
り
）を
イ
メ
ー
ジ
し
て『
M
A
W
A
R
Y
』（
マ
ワ
リ
ー
）
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と
名
付
け
ま
し
た
。マ
ワ
リ
ー
に
は
ヒ
マ
ワ
リ
の
茎
か
ら
採

れ
る
高
品
質
な
繊
維
を
使
っ
て
い
て
、そ
の
一
部
が
紙
に
そ

の
ま
ま
残
る
こ
と
で
、紙
色
が
真
っ
白
で
は
な
く
、絶
妙
な
風

合
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
す
。デ
ザ
イ
ン
も
工
夫
し

た
こ
と
で
、若
い
女
性
の
お
客
さ
ま
も『
か
わ
い
い
』と
言
っ

て
、手
に
取
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。和
紙
に
対
し

て『
か
わ
い
い
』と
い
う
反
応
は
、長
年
和
紙
に
関
わ
っ
て
き

た
私
に
と
っ
て
、思
い
も
よ
ら
な
い
新
鮮
な
も
の
で
し
た
。

　
山
梨
に
は
和
紙
の
原
料
に
で
き
る
素
材
が
ま
だ
ま
だ
あ
り

ま
す
。今
回
の
ヒ
マ
ワ
リ
の
よ
う
に
地
域
の
素
材
を
生
か
し

た
製
品
の
開
発
を
行
う
こ
と
で
、他
で
は
ま
ね
の
で
き
な
い

和
紙
を
今
後
も
生
み
出
し
て
い
き
た
い
で
す
。そ
れ
が
そ
こ

に
し
か
な
い
個
性
を
生
み
出
し
、文
化
を
守
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
は
ず
で
す
。西
嶋
と
い
う
地
域
だ
か
ら
で
き
る
和
紙

を
作
り
続
け
、伝
統
の
手
漉
き
の
技
を
次
の
世
代
に
継
承
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

地
域
資
源
を
生
か
し
た
和
紙
づ
く
り
で

地
域
の
魅
力
を
発
信

「
M
A
W
A
R
Y
」か
ら
広
が
る
可
能
性 ヒマワリから生まれた手漉き和紙

［マワリー］

祖父が山十製紙に道具を納めていた縁で紙漉きの道に進み、技術習得に励む新人の河西竜海さん

みつまた

ま
わ

MAWARY

「西島手漉和紙」の歴史は

約450年前に始まりました。

三椏を主原料に用いて漉いた紙を

武田信玄に献上したところ、

とても気に入られたことが、

産地として栄えるきっかけになったといわれています。

そして今、歴史ある西島手漉和紙を用いた

新ブランド「MAWARY」は生まれました。

「MAWARY」のはがき、扇子、うちわ

有限会社 山十製紙　代表取締役

有限会社 山十製紙
身延町西嶋1212／TEL.0556-42-2511

笠井  伸ニ さ
  ん

漉いた紙の状態を見極めて乾燥させる
松井あゆ美さんは、この道に入って40年以上

※「西島」は、身延町西嶋地区のこと。

す
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山
梨
県
東
部
の
郡
内
地
域
は
古
く
か
ら
織
物
業
が
盛
ん
で
、

そ
の
歴
史
の
始
ま
り
は
千
年
以
上
前
と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の

地
域
の
豊
か
な
自
然
の
中
、富
士
山
の
伏
流
水
を
使
っ
て
作
ら

れ
る
郡
内
織
物
は「
甲
斐
絹
」と
呼
ば
れ
、江
戸
時
代
に
は
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
し
た
。時
は
流
れ
、今
も

な
お
伝
統
の
技
と
職
人
た
ち
の
感
性
は
産
地
に
息
づ
い
て
い
ま

す
。そ
の
歴
史
あ
る
産
地
か
ら
新
た
に
誕
生
し
た
の
が「
や
ま
な

し
縄
文
シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ
」。県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
と
山
梨

大
学
の
共
同
研
究
に
よ
る
特
許
技
術
を
活
用
し
、大
正
10（
１

９
２
１
）年
創
業
の
前
田
源
商
店
が
織
り
上
げ
た
逸
品
で
す
。

　「
こ
の
ス
カ
ー
フ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、笛
吹
市
で
発
掘
さ
れ
た

『
大
型
深
鉢（
渦
巻
文
）土
器
』が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、山
梨
県
に

伝
わ
る
造
形
や
文
様
、色
彩
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
ソ
ー
ス
を
デ

ジ
タ
ル
化
し
て
配
信
す
る
県
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト『
山
梨
デ
ザ

イ
ン
ア
ー
カ
イ
ブ
』に
登
録
さ
れ
た
図
案
の
中
か
ら
採
用
し

ま
し
た
。山
梨
は『
縄
文
王
国
』と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、縄
文
文
化

が
栄
え
て
い
ま
し
た
。太
古
の
文
化
を
物
語
る
デ
ザ
イ
ン
が

現
代
の
技
術
で
再
現
さ
れ
る
の
は
、感
慨
深
い
で
す
。

　
素
材
に
は
県
産
の
シ
ル
ク
を
1
0
0
%
使
っ
て
い
ま
す
。

山
梨
は
か
つ
て
全
国
有
数
の
生
糸
の
生
産
量
を
誇
り
ま
し
た

が
、現
在
は
養
蚕
農
家
も
ご
く
わ
ず
か
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。で
す
が
農
家
の
方
々
が
一
生
懸
命
作
っ
た
生
糸
は
大

変
質
が
良
く
、希
少
価
値
が
あ
り
ま
す
。そ
の
生
糸
を
使
い
郡

内
織
物
を
受
け
継
ぐ
職
人
の
技
と
、土
器
の
文
様
を
デ
ジ
タ

ル
化
す
る
最
新
の
技
術
を
融
合
し
て
織
ら
れ
て
い
る
の
が
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『
や
ま
な
し
縄
文
シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ
』で
す
。こ
の
技
術
は
自

然
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
ジ
ャ
カ
ー
ド
織
り
で
表
現
す
る
こ

と
が
可
能
で
、こ
れ
に
よ
り
立
体
感
の
あ
る
織
物
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。今
後
世
界
に
向
け

て
、山
梨
の
織
物
の
魅
力
を
発
信
す
る
上
で
第
一
歩
と
な
る

技
術
革
新
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

　「
山
梨
の
織
物
産
地
は
、長
い
歴
史
の
中
で
伝
統
を
守
り
な

が
ら
も
技
術
革
新
を
行
い
、新
し
さ
を
追
求
し
て
時
代
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
て
き
ま
し
た
。近
年
は
O
E
M
と
し
て
一
流

ブ
ラ
ン
ド
の
製
品
を
作
る
こ
と
も
多
く
、そ
の
中
で
技
術
が

高
ま
っ
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。で
す
が
今
、私
た
ち
は
、こ
れ

ま
で
培
っ
た
技
術
を
生
か
し
て
独
自
の
ブ
ラ
ン
ド
を
作
り
た

い
と
い
う
強
い
思
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。織
物
産
業
は
自
分

た
ち
で
価
値
を
創
り
出
せ
る
産
業
だ
と
感
じ
て
い
る
の
で

す
。最
近
は
若
手
職
人
の
活
躍
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。ま
た
、若
手
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
た
り
、山
梨
大
学
と
共
同
研
究
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、

若
い
人
た
ち
と
の
交
流
も
活
発
化
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う

な
交
流
を
通
し
て
デ
ザ
イ
ン
や
技
術
な
ど
が
向
上
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
良
い
も
の
が
生
み
出
せ
ま
す
。

　
山
梨
の
織
物
は
柄
や
肌
触
り
な
ど
で
顧
客
の
さ
ま
ざ
ま
な

ニ
ー
ズ
に
応
え
、使
う
人
の
気
持
ち
に
寄
り
添
え
る
織
物
だ

と
思
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
職
人
や
顧
客
の
創
造
力
が
刺
激

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
織
物
を
作
る
こ
と
で
、織
物
業
界
が
よ

り
発
展
し
て
い
け
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

文
様
・
シ
ル
ク・
職
人
技
・
最
新
特
許
技
術

1
0
0
%
山
梨
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
織
物

山
梨
の
織
物
で
目
指
す
、

使
い
手
の
思
い
に
応
え
る
も
の
づ
く
り

革
新
的
な
技
術
と
伝
統
が
織
り
な
す
優
美
な
存
在
感

や
ま
な
し
縄
文

シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ

「やまなし縄文シルクスカーフ」は紺（上）、ピンク（中）、ベージュ（下）の3色を展開

株式会社 前田源商店  代表取締役

株式会社 前田源商店
富士吉田市下吉田2-25-24
TEL.0555-23-2231

前田  市郎 さ
  ん

か
　
い
　
き
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梨
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史
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以
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と
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ま
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懸
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融
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織
物

山
梨
の
織
物
で
目
指
す
、

使
い
手
の
思
い
に
応
え
る
も
の
づ
く
り

革
新
的
な
技
術
と
伝
統
が
織
り
な
す
優
美
な
存
在
感

や
ま
な
し
縄
文

シ
ル
ク
ス
カ
ー
フ

「やまなし縄文シルクスカーフ」は紺（上）、ピンク（中）、ベージュ（下）の3色を展開

株式会社 前田源商店  代表取締役

株式会社 前田源商店
富士吉田市下吉田2-25-24
TEL.0555-23-2231

前田  市郎 さ
  ん

か
　
い
　
き
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桃のコンポートパウンドケーキ「ドゥ・ペッシェ」
プレーン（左）、アールグレイ（右）

笛吹市一宮町末木544-1
TEL.0553-47-1948
営業時間：10：00～17：00
定休日：不定休
※営業時間は季節により変動があります。
　また、5月から6月は農作業のため休業

ピーチカフェなかにし
中西農園

し
ん  

し

ピーチカフェなかにし・中西農園 さ  ん中西 麗子 さ  ん中西  健

桃農家の経験と技術から生まれた
絶品コンポート&パウンドケーキ。

　
山
梨
を
代
表
す
る
桃
の
産
地
・
笛
吹
市
一
宮
町
で
、代
々
桃
作

り
を
続
け
て
き
た
中
西
農
園
が
経
営
す
る
ピ
ー
チ
カ
フ
ェ
な
か

に
し
。こ
こ
で
提
供
す
る
の
は
、「
桃
農
家
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
お

い
し
い
桃
の
ス
イ
ー
ツ
を
提
供
し
た
い
」と
い
う
思
い
か
ら
生
ま

れ
た
絶
品
の
コ
ン
ポ
ー
ト
と
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
で
す
。桃
作
り
に

真
摯
に
向
き
合
う
中
西
さ
ん
親
子
に
そ
の
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

　「
6
次
産
業
化
に
取
り
組
む
桃
農
家
が
増
え
る
中
、い
ち
早
く

コ
ン
ポ
ー
ト
、ジ
ャ
ム
、ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
加
工
品
の
製
造
・
販

売
を
始
め
ま
し
た
。加
工
品
で
あ
っ
て
も
品
質
が
重
要
な
の
で
、

生
食
用
と
は
別
に
加
工
品
専
用
の
桃
を
育
て
て
い
ま
す
。例
え

ば
コ
ン
ポ
ー
ト
に
使
用
す
る
白
桃
の
場
合
は
、瓶
に
ち
ょ
う
ど

入
る
大
き
さ
に
す
る
た
め
、１
本
の
木
に
実
ら
せ
る
量
を
調
整

し
て
い
ま
す
。ま
た
、風
雨
や
病
気
か
ら
守
る
た
め
に
実
に
袋
を

掛
け
て
い
る
の
で
す
が
、生
食
用
の
場
合
は
通
常
、収
穫
の
１
週

間
ほ
ど
前
に
袋
を
外
し
日
を
当
て
て
、実
の
色
を
赤
く
し
て
い

き
ま
す
。し
か
し
コ
ン
ポ
ー
ト
用
は
あ
え
て
白
く
仕
上
げ
る
た

め
に
袋
を
付
け
た
ま
ま
で
収
穫
し
て
い
る
ん
で
す
。手
間
は
か

か
り
ま
す
が
、年
間
を
通
し
て
桃
を
お
い
し
く
食
べ
て
い
た
だ

く
た
め
に
、生
食
用
も
加
工
用
も
長
年
積
み
重
ね
て
き
た
経
験

と
技
術
を
生
か
し
な
が
ら
、し
っ
か
り
桃
と
向
き
合
っ
て
い
く

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
」

　「
自
慢
の
コ
ン
ポ
ー
ト
を
生
か
し
、パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
を
作
っ

て
み
た
い
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、著
名
な
パ
テ
ィ
シ
エ
の
方

に
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
た
だ
け
る
ご
縁
に
恵
ま
れ
、他
に
は

な
い
レ
シ
ピ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ケ
ー
キ
に

は
白
桃
コ
ン
ポ
ー
ト
と
、ネ
ク
タ
リ
ン
コ
ン
ポ
ー
ト
の
2
種
類

を
使
っ
て
い
る
の
で
、フ
ラ
ン
ス
語
で
2
つ
の
桃
を
意
味
す
る

『
ド
ゥ
・
ペ
ッ
シ
ェ
』と
名
付
け
ま
し
た
。味
は『
プ
レ
ー
ン
』と
、

桃
の
味
わ
い
を
際
立
た
せ
る
紅
茶
の
粉
末
を
入
れ
た『
ア
ー
ル

グ
レ
イ
』が
あ
り
ま
す
。コ
ン
ポ
ー
ト
の
水
分
を
程
よ
く
飛
ば
し

て
か
ら
使
う
こ
と
で
、生
地
の
し
っ
と
り
感
と
柔
ら
か
さ
、そ
し

て
果
実
の
歯
応
え
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
、桃
本
来
の

甘
み
を
味
わ
え
る
よ
う
な
仕
上
が
り
に
し
て
い
ま
す
。桃
農
家

の
カ
フ
ェ
で
、桃
の
魅
力
を
満
喫
し
な
が
ら
、ホ
ッ
と
す
る
ひ
と

と
き
を
お
過
ご
し
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
」

１
年
を
通
し
て
桃
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に

唯
一
無
二
の
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ

「DEUX PÊCH
ES

（
ド
ゥ・ペ
ッ
シ
ェ
）」誕
生
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周囲を見渡せば、四季折々に彩りを変える

自然の景観が 広がる塩山駅周辺。

歴史を感じられる神社仏閣や建造物も多く、

小さな温泉郷に立ち寄ればノスタルジックな気分に。

この地に暮らす人たちの温かさに触れながら、

どこか懐かしさを感じる町並みをてくてくと…。

0 1
塩
山
駅
北
口
に
あ
る
こ
の
像
は
、高
野

山
成
慶
院
所
蔵
の
長
谷
川
等
伯
筆
に

よ
る「
武
田
信
玄
画
像
」を
参
考
に
製

作
さ
れ
た
。塩
山
に
は
信
玄
公
の
菩
提

寺
で
あ
る
恵
林
寺
も
あ
る
。

0 5

「
も
っ
た
い
な
い
じ
ゃ
ん
、ま
だ
使
え
る

じ
ゃ
ん
、捨
て
ら
れ
な
い
じ
ゃ
ん
」を
合

言
葉
に
、地
域
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
運

営
し
て
い
る
格
安
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
。

0 6
承
和
9（
8
4
2
）年
創
建
。菅
原
道
真

を
祭
り
菅
田
天
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。国
宝「
小
桜
韋
威
鎧
兜
大
袖

付
」・
別
名「
楯
無
鎧（
た
て
な
し
の
よ
ろ

い
）」は
武
田
家
が
代
々
受
け
継
い
だ
重
宝
。

塩
山
温
泉
郷

武
田
信
玄
公
像

菅
田
天
神
社

江
戸
幕
府
の
命
を
受
け
、漢
方
薬
の
原

料
と
な
る「
甘
草
」を
栽
培
し
た
こ
と

が
名
前
の
由
来
。2
月
か
ら
4
月
に
か

け
て
は
、ひ
な
飾
り
と
桃
の
花
ま
つ
り
の

会
場
と
な
る
。国
重
要
文
化
財
。
　

旧
高
野
家
住
宅

甘
草
屋
敷

0 2

於
曽
公
園

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

よ
っ
て
け
し

甲
斐
ワ
イ
ナ
リ
ー

0 8

0 7
県
指
定
史
跡
於
曽
屋
敷
跡
に
つ
く
ら

れ
た
公
園
。於
曽
屋
敷
は
、中
世
豪
族

屋
敷
で
、周
囲
に
は
堀
が
あ
り
、土
塁

上
に
は
板
塀
を
巡
ら
せ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

向
嶽
寺

0 3

開
湯
か
ら
約
6
5
0
年
の
小
さ
な
温
泉

郷
。武
田
信
玄
公
の
隠
し
湯
と
も
い
わ

れ
、美
人
の
湯
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

る
良
泉
。昔
な
が
ら
の
温
泉
郷
の
静
か

な
風
情
が
味
わ
え
る
。

天
保
5（
1
8
3
4
）年
に
酒
造
業
を

創
業
し
た
ワ
イ
ナ
リ
ー
。甲
州
を
は
じ

め
、和
食
に
合
う
上
質
な
ワ
イ
ン
が
そ

ろ
う
。江
戸
期
の
土
蔵
を
利
用
し
た
カ

フ
ェ
も
併
設
。

0 4

富
嶽（
富
士
山
）へ
向
か
う
寺
と
い
う
意

味
を
持
ち
、山
号
を「
塩
山
」と
称
す

る
。国
宝「
絹
本
著
色
達
磨
図
」な
ど

多
く
の
文
化
財
を
所
蔵
。中
門
は
室
町

時
代
に
建
て
ら
れ
た
国
重
要
文
化
財
。

　「お茶でもどうぞ、よってけし」と笑顔で声をかけてくれたのは
コミュニティーマーケット「よってけし」を切り盛りするお母さんた
ち。手作りのお総菜で、もてなしてくれます。仲間5人が当番制
で運営するお店には、地元の人も顔を出し、楽しい憩いの場に
なっています。「来てくれた人が喜んでくれるのが楽しみで、生き
がいなんですよ。塩山に来たら、お茶を飲みによってください
ね。掘り出し物もいっぱいですよ」と明るく話してくれました。

411

N

向嶽寺前

仲沢ガード北

仲沢ガード南

菅田神社前

甲州市役所前

青橋

町屋

下西

中央通り南

塩山駅前

赤尾

塩山駅西

上赤尾

向嶽寺

ひょうたん池

塩 山 駅

花かげ通り

重

　川

新
宿
駅
へ

塩
山

バ
イ

パ
ス

山梨市へ

甲
府
駅
へ

散策コース

01

04

05

02

03

06

07

08

武田信玄公像

塩山中

塩山南小

コミュニティーマーケット
よってけし

JR 中央本線

レンタサイクル
ぐるりん

塩山シネマ

塩山郵便局

菅田天神社

甲州市役所

於曽公園

甲斐ワイナリー

塩山温泉郷 県立産業技術短期大学校
塩山キャンパス

旧高野家住宅
甘草屋敷

塩山北小

大きくて
豪快な仏殿

中門は
重要文化財

（国指定）

国宝「楯無鎧」を

所蔵している

由緒ある天神社

於曽屋敷跡に作られた公園

周囲では今でも土塁を

見ることができる

酒造業を営んでいた
歴史を残す建物で
極上ワインが生まれる

開湯約650年
歴史ある温泉郷♪

市内をぐるっと
回るのに便利

か
ん    

ぞ
う

か
ん    

だ
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重
宝
。

塩
山
温
泉
郷

武
田
信
玄
公
像

菅
田
天
神
社

江
戸
幕
府
の
命
を
受
け
、漢
方
薬
の
原

料
と
な
る「
甘
草
」を
栽
培
し
た
こ
と

が
名
前
の
由
来
。2
月
か
ら
4
月
に
か

け
て
は
、ひ
な
飾
り
と
桃
の
花
ま
つ
り
の

会
場
と
な
る
。国
重
要
文
化
財
。
　

旧
高
野
家
住
宅

甘
草
屋
敷

0 2

於
曽
公
園

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

よ
っ
て
け
し

甲
斐
ワ
イ
ナ
リ
ー

0 8

0 7
県
指
定
史
跡
於
曽
屋
敷
跡
に
つ
く
ら

れ
た
公
園
。於
曽
屋
敷
は
、中
世
豪
族

屋
敷
で
、周
囲
に
は
堀
が
あ
り
、土
塁

上
に
は
板
塀
を
巡
ら
せ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

向
嶽
寺

0 3

開
湯
か
ら
約
6
5
0
年
の
小
さ
な
温
泉

郷
。武
田
信
玄
公
の
隠
し
湯
と
も
い
わ

れ
、美
人
の
湯
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

る
良
泉
。昔
な
が
ら
の
温
泉
郷
の
静
か

な
風
情
が
味
わ
え
る
。

天
保
5（
1
8
3
4
）年
に
酒
造
業
を

創
業
し
た
ワ
イ
ナ
リ
ー
。甲
州
を
は
じ

め
、和
食
に
合
う
上
質
な
ワ
イ
ン
が
そ

ろ
う
。江
戸
期
の
土
蔵
を
利
用
し
た
カ

フ
ェ
も
併
設
。

0 4

富
嶽（
富
士
山
）へ
向
か
う
寺
と
い
う
意

味
を
持
ち
、山
号
を「
塩
山
」と
称
す

る
。国
宝「
絹
本
著
色
達
磨
図
」な
ど

多
く
の
文
化
財
を
所
蔵
。中
門
は
室
町

時
代
に
建
て
ら
れ
た
国
重
要
文
化
財
。

　「お茶でもどうぞ、よってけし」と笑顔で声をかけてくれたのは
コミュニティーマーケット「よってけし」を切り盛りするお母さんた
ち。手作りのお総菜で、もてなしてくれます。仲間5人が当番制
で運営するお店には、地元の人も顔を出し、楽しい憩いの場に
なっています。「来てくれた人が喜んでくれるのが楽しみで、生き
がいなんですよ。塩山に来たら、お茶を飲みによってください
ね。掘り出し物もいっぱいですよ」と明るく話してくれました。

411

N

向嶽寺前

仲沢ガード北

仲沢ガード南

菅田神社前

甲州市役所前

青橋

町屋

下西

中央通り南

塩山駅前

赤尾

塩山駅西

上赤尾

向嶽寺

ひょうたん池

塩 山 駅

花かげ通り

重

　川

新
宿
駅
へ

塩
山

バ
イ

パ
ス

山梨市へ

甲
府
駅
へ

散策コース

01

04

05

02

03

06

07

08

武田信玄公像

塩山中

塩山南小

コミュニティーマーケット
よってけし

JR 中央本線

レンタサイクル
ぐるりん

塩山シネマ

塩山郵便局

菅田天神社

甲州市役所

於曽公園

甲斐ワイナリー

塩山温泉郷 県立産業技術短期大学校
塩山キャンパス

旧高野家住宅
甘草屋敷

塩山北小

大きくて
豪快な仏殿

中門は
重要文化財

（国指定）

国宝「楯無鎧」を

所蔵している

由緒ある天神社

於曽屋敷跡に作られた公園

周囲では今でも土塁を

見ることができる

酒造業を営んでいた
歴史を残す建物で
極上ワインが生まれる

開湯約650年
歴史ある温泉郷♪

市内をぐるっと
回るのに便利

か
ん    

ぞ
う

か
ん    

だ

19 18

 

̶
第
18
駅
̶
塩
山
駅

街
道
の
駅
か
ら
の
小
さ
な
旅
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やまなし森の印刷紙
この印刷紙には、
FSC ○R 森林管理認証を
取得した山梨県有林からの
木材が使用されています。
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山梨へは中央線の特急列車でどうぞ！

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週間前から事前申込可能

JR東日本 八王子支社 公式SNS
モモずきんと発見！やまなしの旅

Facebook Instagram

JRの山梨キャラクター
「モモずきん」

「 」
割引キャンペーン実施！
2020年3月14日～6月30日お申し込み・変更操作分

（こどもは150円引き）通常
100円引
のところ

普通車指定席
特急料金より 300円引

※パソコンからはお申し込みいただけません。※乗車券が別途必要です。Suica・モバイルSuicaなどをご利用ください。

2020年2月


