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私
が
生
ま
れ
た
の
は
甲
斐
市
の
も
っ
と
も
北

側
、
神
戸
と
い
う
集
落
で
す
。
神
の
戸
の
文
字
か

ら
す
る
と
、
金
桜
神
社
、
あ
る
い
は
金
峰
山
信
仰

の
一
つ
の
参
詣
道
の
入
口
で
、
外
に
開
か
れ
て
い

た
集
落
名
で
す
。
甲
斐
国
絵
図
を
見
て
も
神
戸
集

落
の
前
を
通
る
道
が
小
尾
村
（
北
杜
市
）
の
方
向

に
抜
け
、
信
濃
国
境
へ
の
関
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

山
の
中
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
各
地
に
つ
な
が
っ
て
い

た
、
そ
れ
が
甲
斐
な
の
で
す
。

山
梨
県
と
聞
く
と
多
く
の
人
は
自
然
の
豊
か
さ

を
前
提
と
し
、
富
士
山
、
富
士
五
湖
、
昇
仙
峡
、

南
ア
ル
プ
ス
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
閉
鎖
的
な

世
界
だ
と
考
え
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
盆
地
で
あ
っ
て
も
山
梨
県
人
は
日
本
や
世
界

の
情
報
に
常
に
気
を
配
り
、
他
所
に
出
て
活
躍
す

る
人
が
多
い
の
で
す
。
山
梨
が
誇
る
歴
史
的
な
人

物
と
し
て
武
田
信
玄
が
い
ま
す
。
日
本
に
鉄
炮
が

伝
来
し
た
の
は
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。『
妙
法
寺
記
』
と
い
う
記
録
に

よ
れ
ば
、
信
玄
は
川
中
島
合
戦
に
際
し
、
天
文
二

十
三
年
に
善
光
寺
の
西
に
当
た
る
旭
山
城
（
長
野

市
）
へ
三
百
挺
も
の
鉄
炮
を
入
れ
て
い
ま
す
。
伝

来
し
て
わ
ず
か
十
年
程
で
、
信
玄
は
大
量
の
鉄
炮

を
入
手
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
国
大
名

と
し
て
生
き
延
び
、
領
国
を
拡
大
す
る
た
め
に
は

広
く
情
報
を
入
手
し
、
そ
れ
に
す
ぐ
対
応
し
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
甲
州
商
人
と
い
う
こ
と
ば
を
御
存
知

で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
に
広
く
活
躍
す
る
よ
う

に
な
り
、
幕
末
に
は
横
浜
港
開
港
に
よ
り
織
物
や

果
樹
な
ど
甲
州
物
産
の
投
機
で
利
益
を
上
げ
ま
し

た
。
東
京
電
灯
（
後
の
東
京
電
力
）
な
ど
を
傘
下

に
置
い
た
若
尾
逸
平
、
雨
宮
製
作
所
や
日
本
製
粉

な
ど
の
創
業
者
と
し
て
知
ら
れ
る
雨
宮
敬
次
郎
、

東
武
鉄
道
や
南
海
電
気
鉄
道
に
関
与
し
根
津
財
閥

を
形
成
し
た
根
津
嘉
一

郎
ら
が
有
名
で
す
。

世
界
レ
ベ
ル
で
活
躍

す
る
人
も
多
く
い
ま
す
。

日
本
人
最
初
の
メ
ジ
ャ

ー
リ
ー
ガ
ー
は
村
上
雅

則
で
す
。
サ
ッ
カ
ー
選

手
と
し
て
中
田
英
寿
を

思
い
起
こ
す
人
も
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
芸
術
で
は
現
在
深

沢
幸
雄
が
メ
キ
シ
コ
で

版
画
を
描
い
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
俳
人
と
し
て
名
高
い
飯
田
蛇
笏
・
龍
太

親
子
な
ど
の
よ
う
に
、
地
域
に
こ
だ
わ
っ
て
山
梨

か
ら
世
界
に
発
信
す
る
人
も
い
ま
す
。

山
梨
が
世
界
に
誇
る
の
が
ミ
レ
ー
や
バ
ル
ビ
ゾ

ン
派
の
絵
画
で
有
名
な
山
梨
県
立
美
術
館
で
す
。

昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
に
開
館
し
た
こ
の

美
術
館
は
地
方
美
術
館
ブ
ー
ム
の
先
駆
け
を
な
し

ま
し
た
。
武
田
信
玄
が
戦
争
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
気
候
異
常
の
中
で

食
糧
難
に
な
り
、
他
国
か
ら
略
奪
し
て
で
も
領
民

を
食
べ
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
流
れ

の
中
で
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
新

田
が
開
発
さ
れ
、
山
の
上
ま
で
棚
田
が
連
な
る
水

田
の
世
界
に
変
わ
り
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明
治
期

に
か
け
て
養
蚕
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、
あ
っ
と
い

う
間
に
桑
畑
に
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
ぶ
ど

う
畑
が
広
が
り
ま
し
た
。
場
所
に
よ
っ
て
は
桃
に

な
っ
た
り
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
に
な
っ
た
り
と
、
山
梨

は
果
樹
王
国
で
す
。
か
つ
て
の
桑
畑
は
影
も
形
も

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
風
に
景
観
が
変

貌
し
て
い
く
か
、
楽
し
み
で
も
あ
り
、
怖
く
も
あ

り
ま
す
。

景
観
は
変
化
し
て
い
る
の
で
す
が
、
遠
く
の
山

の
形
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
生
ま
れ
た
故
郷
で
い
う

と
、
目
の
前
に
太
刀
岡
山
が
あ
り
ま
す
。
四
方
が

切
り
立
っ
た
岩
の
独
特
の
景
観
、
と
り
わ
け
新
緑

と
紅
葉
の
時
期
は
別
格
で
す
。
郷
里
に
帰
っ
て
こ

の
山
を
見
る
度
に
、
ふ
る
さ
と
の
重
み
と
す
ば
ら

し
さ
を
強
く
感
じ
ま
す
。
さ
ら
に
、
南
に
は
御
坂

山
系
を
下
に
置
い
た
霊
峰
富
士
、
西
に
は
日
本
第

二
位
の
高
さ
を
誇
る
北
岳
を
は
じ
め
と
す
る
南
ア

信州大学 副学長　笹本　正治

山梨の魅力
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ル
プ
ス
、
北
西
に
は
美

し
い
裾
野
の
広
が
る
八

ヶ
岳
、
北
に
は
五
丈
岩

の
あ
る
金
峰
山
が
、
そ

れ
ぞ
れ
個
性
的
に
聳
え

て
い
ま
す
。
中
央
線
で

甲
斐
駒
ヶ
岳
を
見
る
と
、

い
つ
も
そ
の
迫
力
に
感

動
し
ま
す
。

盆
地
と
い
う
環
境
の

す
ば
ら
し
さ
に
立
脚
し

な
が
ら
、
常
に
目
を
日

本
に
、
世
界
に
向
け
て

い
る
、
心
豊
か
な
、
チ

ャ
レ
ン
ジ
精
神
旺
盛
な

住
民
が
い
る
。
そ
れ
が

山
梨
の
魅
力
で
す
。

山
梨
県
と
い
え
ば
武

田
信
玄
、
そ
ん
な
意
識

を
変
え
て
く
れ
る
、
新

た
な
誇
り
と
な
る
人
物

を
持
て
る
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。
山
梨
の

本
当
の
宝
物
・
魅
力
は
、

未
来
を
背
負
う
子
ど
も

た
ち
で
あ
り
、
豊
か
な

人
間
性
を
持
っ
た
県
民

で
す
と
、
心
か
ら
い
え

る
よ
う
に
な
り
た
い
で

す
ね
。

3

甲斐駒ヶ岳にしずむ夕陽

笹
本
　
正
治
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

（
さ
さ
も
と
　
し
ょ
う
じ
）

一
九
五
一
年
十
二
月
十
九
日
山
梨
県
敷
島
町
（
現
甲

斐
市
）
生
ま
れ
。
甲
府
第
一
高
等
学
校
、
信
州
大
学

人
文
学
部
を
経
て
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
修
了
。
信
州
大
学
人
文
学
部
教
授
。
博
士
（
歴
史

学
）。
研
究
は
、
武
田
信
玄
、
音
や
色
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
の
変
化
、
災
害
史
、
商
人
・
職
人
史
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
。
地
域
づ
く
り
に
も
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る
。

著
書
に
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
研
究
』、『
蛇
抜
・
異

人
・
木
霊
』、『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』、『
中
世

の
災
害
予
兆
』、『
武
田
信
玄
』（
中
公
新
書
）、『
鳴
動

す
る
中
世
』、『
戦
国
大
名
の
日
常
生
活
』、『
山
に
生

き
る
』、『
異
郷
を
結
ぶ
商
人
と
職
人
』、『
地
域
お
こ

し
と
文
化
財
』、『
武
田
信
玄
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）、

『
実
録
　
戦
国
時
代
の
民
衆
達
』、『
軍
師
山
本
勘
助
』、

『
天
下
凶
事
と
水
色
変
化
』、『
中
世
の
音
・
近
世
の

音
』、『
戦
国
時
代
の
諏
訪
信
仰
』、『
真
田
氏
三
代
』

な
ど
が
あ
る
。
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怒
れ
る
女
神
を

鎮
め
る
た
め
に

今
の
富
士
山
に
は
火
山
と
し
て
の
印
象

は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今

も
ま
ぎ
れ
も
な
い
活
火
山
で
あ
り
、
か
つ

て
は
、
大
き
な
噴
火
を
繰
り
返
し
て
い
た

の
で
す
。

特
に
、
九
世
紀
に
は
、
延
暦
大
噴
火
、

貞
観
大
噴
火
と
二
つ
の
大
噴
火
を
し
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
中
、
荒
ぶ
る
神
を
鎮
め

る
た
め
に
、
九
世
紀
の
後
半
、
静
岡
や
甲

州
側
で
は
富
士
山
麓
に
、
次
々
に
浅
間
神

社
の
お
社
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
浅
間
（
せ
ん
げ
ん
）
明
神
、
浅

間
（
あ
さ
ま
）
神
社
で
、
い
わ
ゆ
る
富
士

4

山
の
噴
火
を
鎮
め
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

の
で
す
。

そ
の
後
も
噴
火
を
繰
り
返
し
た
富
士
山

で
す
が
、
十
一
世
紀
頃
か
ら
、
噴
火
の
頻

度
は
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
十

二
世
紀
の
前
半
に
な
る
と
、
富
士
山
に

人
々
が
登
る
よ
う
に
な
り
、
山
岳
信
仰
が

入
っ
て
き
ま
す
。

富士山との共生

富
士
山
世
界
文
化
遺
産
山
梨
学
術
委
員
会
　
委
員
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

清
雲
俊
元
氏

聞
き
手
　
広
報
委
員
会

東
洋
の
考
え
方
の

奥
深
さ
を
、

世
界
中
の
人
に

理
解
し
て
も
ら
う
仕
事
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そ
れ
と
同
時
に
密
教
、
後
の
言
い
方
を

し
ま
す
と
真
言
宗
や
天
台
宗
に
な
り
ま
す

が
、
そ
う
い
う
も
の
と
習
合
し
て
修
験
道

の
行
場
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
人
た
ち
の
拠
点
に
な
っ
た
の
が
、

静
岡
県
の
熱
海
に
伊
豆
山
権
現
、
富
士
山

村
山
修
験
の
祖
と
い
わ
れ
る
末
代
上
人
が

そ
こ
を
起
点
に
し
て
山
頂
へ
登
っ
て
い
て
、

大
日
寺
と
い
う
お
寺
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

富
士
山
で
は
「
八
葉
の
峰
」
と
い
う
こ

と
が
云
わ
れ
ま
す
。
山
の
地
形
が
ま
る
で

八
葉
の
蓮
華
の
相
を
し
て
お
り
、
大
日
如

来
の
浄
土
で
あ
る
胎
蔵
界
曼
陀
羅
の
中
心

部
で
あ
る
中
台
八
葉
院
に
例
え
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
密
教
に
は
曼
荼

羅
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中

で
も
胎
蔵
界
の
曼
荼
羅
は
母
胎
の
意
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
胎
蔵
界
の
曼
荼
羅
の
中
心

を
富
士
山
の
中
心
に
見
立
て
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
そ
の
一
番
上
に
大
日
堂
が
建

て
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

富
士
山
の
神
様
が
何
故
女
性
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
と
、
噴
火
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

凄
ま
じ
か
っ
た
。
こ
れ
を
怒
れ
る
女
性
に

例
え
て
、
富
士
山
の
神
様
は
女
神
と
さ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

修
行
の
場
と
な
っ
た富

士
山

富
士
山
は
、
標
高
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

程
か
ら
上
は
、
木
や
林
が
無
く
な
り
、
砂

礫
と
岩
盤
に
な
り
ま
す
。
こ
の
様
子
を
焼

き
山
と
称
し
、
他
界
、
す
な
わ
ち
あ
の
世

5

に
見
立
て
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
富
士

山
に
登
る
こ
と
は
、
あ
の
世
に
行
っ
て
帰

っ
て
来
る
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

富
士
山
は
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
護
摩

を
た
い
た
り
、
加
持
祈
祷
を
し
た
り
と
い

っ
た
修
験
の
行
場
と
な
っ
た
の
で
す
。
十

六
世
紀
に
は
、
白
糸
の
瀧
や
人
穴
に
お
い

て
修
行
し
た
長
谷
川
角
行
か
ら
始
ま
っ
た

と
い
う
富
士
講
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
す
。

八
海
め
ぐ
り
と
い
っ
て
、
富
士
山
の
周
辺

を
め
ぐ
っ
て
修
行
し
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

富
士
講
を
支
え
た
の
が
御
師
の
家
で

す
。
今
で
も
代
表
的
に
小
佐
野
家
や
戸

川
家
の
両
家
が
、
国
の
文
化
財
と
し
て
、

ま
た
県
の
文
化
財
と
し
て
残
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
い
っ
た
御
師
の
家
が
全
盛

期
に
は
八
十
軒
余
り
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
来
た
人
た
ち
が
泊
ま
っ
て
、
講

社
の
先
達
か
ら
登
拝
の
こ
と
を
聞
い
た

り
、
教
わ
っ
た
り
、
登
拝
の
案
内
を
し

て
も
ら
っ
た
り
し
た
わ
け
で
す
。

時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
戦
国
時
代
か
ら
、

江
戸
時
代
に
か
け
て
と
い
っ
た
頃
で
す
。

江
戸
の
町
の
こ
と
を
八
百
八
町
と
言
い

ま
す
が
、
そ
の
八
百
八
町
に
八
百
八
講

も
講
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
江
戸
だ
け
で
な
く
、
関
東
一

円
、
今
で
言
え
ば
、
千
葉
や
埼
玉
か
ら

も
登
拝
に
来
た
の
で
す
。
こ
れ
が
富
士

山
の
信
仰
の
最
盛
期
で
す
。

し
か
し
、
明
治
維
新
後
は
廃
仏
毀
釈
に

よ
り
仏
教
的
施
設
は
神
道
系
の
施
設
に
再

編
さ
れ
た
の
で
す
。

明
治
に
な
っ
て
も
富
士
講
は
盛
ん
で
し

■甲府盆地を塩山方向に望む ■放光寺でのインタビュー

■清雲氏が住職をしていた放光寺
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た
が
、
昭
和
に
な
っ
て
富
士
ス
バ
ル
ラ
イ

ン
が
完
成
し
ま
す
。
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
を
通

っ
て
、
五
合
目
ま
で
車
で
行
け
る
よ
う
に

な
る
と
、
御
師
の
家
は
途
端
に
減
少
し
て

い
き
ま
し
た
。

八
百
八
講
あ
っ
た
講
そ
の
も
の
も
、
時

代
と
人
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
衰
退
し
て
、

今
で
は
も
う
数
講
し
か
残
っ
て
い
な
い
よ

う
で
す
。

信
仰
の
対
象
で

あ
り
続
け
た
富
士
山

富
士
山
の
女
神
は
、
木
花
咲
耶
姫
（
コ

ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
）
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
実
は
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
国
学

者
が
言
い
出
し
た
こ
と
な
の
で
す
。
富
士

山
の
女
神
を
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
登
場

す
る
木
花
咲
耶
姫
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の

時
代
の
国
学
者
の
風
潮
で
し
た
が
、
女
神

像
で
あ
る
こ
と
は
古
来
か
ら
変
わ
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。

噴
火
し
て
い
る
時
代
も
、
修
験
が
登
っ

て
い
る
時
代
も
、
富
士
講
の
人
た
ち
が
登

っ
て
い
る
時
代
も
、
神
様
の
呼
び
方
が
変

わ
っ
た
だ
け
で
、
大
昔
か
ら
女
神
で
あ
っ

た
の
で
す
。

も
っ
と
遡
れ
ば
、
静
岡
側
に
千
居
遺
跡

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
五
〇
〇
〇
年
も
前
か

ら
富
士
山
を
遙
拝
の
対
象
に
し
て
い
た
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
よ
そ
人
間
が
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
日
本
人
に
と
っ
て
富
士
山
は
、
生
活

の
中
に
生
き
続
け
た
信
仰
の
対
象
で
あ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

意
識
の
根
底
に
あ
る
も
の

富
士
山
は
、
日
本
人
の
象
徴
だ
と
か
、

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
な
ど
と
皆
さ
ん
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
。
お
よ
そ
、
子
供
か
ら
年
寄
り
ま
で

富
士
山
を
知
ら
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
。

私
が
子
供
の
と
き
は
、
山
の
絵
を
書
け

ば
み
ん
な
富
士
山
で
す
。
山
梨
県
だ
か
ら

か
と
思
っ
て
、
聞
い
て
み
ま
す
と
、
余
所

で
も
そ
う
だ
と
い
う
の
で
す
。
子
供
に
絵

を
書
か
せ
れ
ば
、
特
に
教
え
な
く
て
も
、

い
つ
の
間
に
か
ち
ゃ
ん
と
富
士
山
の
絵
を

書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

新
幹
線
で
走
っ
て
も
、
富
士
山
が
見
え

る
と
こ
ろ
に
行
く
と
、
み
ん
な
無
意
識
に

富
士
山
の
方
を
見
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
子

供
の
う
ち
か
ら
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
も

の
で
、
正
に
文
化
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
で
す
。

富
士
山
の
何
が
特
別
な
の
か
、
一
つ
は
、

姿
形
が
良
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

外
国
の
方
は
、
富
士
山
と
い
う
の
は
本
当

に
す
ば
ら
し
い
、
で
も
、
あ
の
く
ら
い
の

山
は
世
界
に
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
別
に

珍
し
い
こ
と
は
な
い
の
に
、
不
思
議
と
魅

力
的
な
山
だ
と
、
言
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

が
自
然
美
、
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
表

現
を
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
魅
力
を
持
っ

て
い
る
の
が
富
士
山
だ
と
思
い
ま
す
。

万
葉
時
代
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
、
聖
徳
太

子
の
伝
説
の
中
に
も
登
場
し
、
江
戸
時
代

に
は
広
重
や
北
斎
の
絵
に
も
登
場
し
て
く

る
。
富
嶽
三
十
六
景
も
富
士
山
が
な
け
れ

ば
あ
れ
だ
け
の
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
富
士
山
は
、
日
本
の

文
化
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
、

絵
画
、
工
芸
、
庭
園
な
ど
の
文
化
を
育
む

も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

初
め
て
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

世
界
遺
産

世
界
遺
産
に
は
、「
文
化
遺
産
」「
自
然

遺
産
」「
複
合
遺
産
」
の
三
通
り
が
あ
り

ま
す
。
富
士
山
は
、
文
化
遺
産
で
の
登
録

を
目
指
し
て
い
ま
す
が
、
文
化
遺
産
は
、

I
C
O
M
O
S
＝
国
際
記
念
物
遺
跡
会

議
が
調
査
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

知
床
を
自
然
遺
産
と
し
て
調
査
報
告

し
た
の
は
、
I
U
C
N
＝
国
際
自
然
保

護
連
合
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
な
機
関

に
な
り
ま
す
。
富
士
山
を
自
然
遺
産
と

し
て
申
請
出
来
な
か
っ
た
経
緯
は
、
一

時
期
報
道
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
開
発

さ
れ
す
ぎ
て
い
て
、
ゴ
ミ
な
ど
で
汚
れ

て
い
た
た
め
で
す
。

I
C
O
M
O
S
へ
は
、
富
士
山
は
自
然

美
の
中
に
、
信
仰
と
芸
術
が
宿
り
、
日
本

人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
と

し
て
申
請
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
I
C
O
M
O
S
の
方
達
は
、

富
士
山
を
見
て
、
こ
れ
は
世
界
で
も
前
例

は
無
い
が
、
文
化
遺
産
の
中
に
、
自
然
美

を
含
め
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
す
。

6

そ
う
い
わ
れ
る
と
、
複
合
遺
産
の
よ
う

に
思
え
ま
す
が
、
複
合
と
い
う
の
は
、
自

然
と
文
化
が
両
方
あ
る
と
い
う
状
態
の
こ

と
な
の
で
す
。
し
か
し
、
富
士
山
は
、
そ

の
も
の
の
自
然
美
の
中
に
信
仰
が
あ
り
、

芸
術
が
あ
る
の
で
、
複
合
遺
産
で
は
な
い

と
言
う
の
で
す
。

こ
れ
は
今
ま
で
世
界
中
見
渡
し
て
も
前

例
の
無
い
話
で
す
。
前
例
が
無
い
く
ら
い

富
士
山
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
評
価
さ

れ
て
い
る
。
私
は
そ
う
い
う
風
に
受
け
と

っ
て
い
ま
す
。
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は

嬉
し
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
自
然
遺
産
と

し
て
の
視
点
も
入
っ
て
く
る
と
、
範
囲
が

広
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
と
て
も
大
変
な
の

で
す
。

信
仰
は
富
士
山
の
背
骨

も
う
一
つ
の
難
問
が
、
信
仰
を
扱
う
こ

と
の
難
し
さ
で
す
。

例
え
ば
、
御
来
光
を
拝
む
と
い
う
の

は
、
日
本
人
独
特
の
習
慣
の
よ
う
で
す
。

御
来
光
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
信
仰
の

象
徴
で
あ
り
、
御
来
光
を
拝
む
と
は
す

な
わ
ち
、
宇
宙
を
神
格
化
し
た
神
仏
を

拝
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

日
本
人
は
、
富
士
山
に
登
れ
ば
、
皆
、

御
来
光
を
拝
ん
で
お
り
、
知
ら
ぬ
間
に
東

洋
的
考
え
方
を
ち
ゃ
ん
と
学
ん
で
い
る
の

で
す
。
信
仰
と
は
、
お
寺
や
教
会
に
行
っ

て
、
た
だ
拝
ん
で
い
る
こ
と
で
は
な
く
、

そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
の
思
想
が
大

切
な
の
で
す
。
日
本
人
は
、
御
来
光
を
拝
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む
、
自
然
を
拝
む
と
い
う
も
の
の
中
に
、

無
意
識
に
自
然
崇
拝
と
は
ま
た
違
っ
た
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
東
洋
思

想
な
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
な
か
な
か
説
明
出
来

な
い
し
、
理
解
し
て
も
ら
う
の
が
難
し
い

の
で
す
。
東
洋
の
も
の
で
も
、
タ
ー
ジ
・

マ
ハ
ル
の
よ
う
に
建
物
な
ど
を
対
象
に
す

る
の
で
し
た
ら
、
誰
が
ど
う
い
う
考
え
で

つ
く
っ
た
か
、
す
ぐ
文
章
に
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
し
か
し
、
浄
土
庭
園
や
富
士
山

と
な
る
と
、
東
洋
の
思
想
か
ら
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
富
士
山
の
世
界
文
化
遺

産
登
録
を
通
し
て
東
洋
思
想
が
正
し
く
評

価
し
て
も
ら
え
る
良
い
機
会
に
な
ら
な
い

か
な
と
、
思
っ
て
い
ま
す
。
東
洋
の
考
え

方
の
奥
深
さ
を
、
世
界
中
の
人
に
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
の
仕
事
、
そ
う
理
解
し
て

い
ま
す
。

苦
労
す
る
中
で
、
I
C
O
M
O
S
の
方

に
言
わ
れ
た
印
象
深
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
富
士
山
の
背
骨
に
な
っ
て
い
る
の
は
信
仰

だ
」「
信
仰
が
背
骨
に
な
っ
て
い
る
。
す
ご

い
で
す
ね
。
こ
れ
が
一
つ
の
証
で
は
な
い

で
す
か
」
と
言
う
の
で
す
。
理
解
し
て
貰

え
た
う
れ
し
さ
と
共
に
、
そ
の
深
さ
に
驚

か
さ
れ
ま
し
た
。

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
は
、
山
梨
県
の

観
光
部
観
光
資
源
課
に
属
し
て
い
る
非
常

勤
嘱
託
職
員
で
、
平
成
十
七
年
度
に
二
人

で
始
ま
り
、
平
成
二
十
年
度
に
二
名
増
員

さ
れ
、
現
在
四
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
富

士
山
の
環
境
保
全
な
ど
に
専
任
で
当
た
る

県
の
職
員
と
い
う
こ
と
で
、
週
休
二
日
で

ほ
と
ん
ど
常
勤
と
変
わ
ら
な
い
形
で
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。

業
務
の
内
容
は
、
富
士
山
の
来
訪
者
に

対
す
る
利
用
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
の
啓
発
や
、

富
士
山
の
自
然
に
つ
い
て
の
解
説
、
富
士

山
に
あ
る
植
物
や
溶
岩
な
ど
の
不
法
採
集

や
ご
み
の
不
法
投
棄
な
ど
、
不
正
行
為
に

対
す
る
監
視
及
び
是
正
、
指
導
も
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
登
山
道
に
あ
る
指
導
標

識
や
案
内
標
識
・
案
内
板
な
ど
の
自
然
公

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー

（
山
梨
県
観
光
部
観
光
資
源
課
富
士
山
山
岳
担
当
）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

萱
沼
　
進
氏

聞
き
手
　
広
報
委
員
会

今
で
は

ゴ
ミ
は
か
な
り

減
少
し
て
き
て
い
ま
す
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園
施
設
の
点
検
も
活
動
の
一
つ
で
す
。

活
動
範
囲
は
、
富
士
山
の
山
梨
県
側
の
、

主
に
国
立
公
園
で
あ
る
富
士
山
北
麓
で
、

夏
の
時
期
な
ど
は
、
毎
週
末
富
士
山
に
登

る
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
一
日
外
で
活
動
し
て

い
ま
す
。

冬
の
時
期
に
は
、
学
校
な
ど
へ
出
向
い

て
話
を
す
る
出
前
講
座
や
、
ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー
来
訪
者
へ
の
説
明
な
ど
の
室
内
を

中
心
と
し
た
教
育
活
動
が
メ
イ
ン
と
な
り

ま
す
。

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
は
、
県
立
施
設
で

す
が
、
指
定
管
理
者
制
度
を
採
用
し
て
い

て
、
建
物
自
体
の
管
理
・
運
営
は
株
式
会

社
富
士
急
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
が
行
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
県
の
観
光
資
源
課

と
世
界
遺
産
推
進
課
の
各
分
室
が
入
っ
て

い
て
、
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
も
勤
務
し
て

い
ま
す
。

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
主
な
役
割
は
、

来
訪
者
へ
の
観
光
案
内
や
情
報
の
提
供
、

富
士
山
の
環
境
保
全
に
つ
い
て
の
情
報
発

信
、
イ
ベ
ン
ト
や
啓
発
な
ど
と
な
っ
て
い

ま
す
。

富
士
山
ブ
ー
ム

こ
こ
最
近
は
主
に
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
方

面
か
ら
の
来
訪
者
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

富
士
山
の
五
合
目
の
売
店
の
方
は
流
暢
に

中
国
語
を
話
し
た
り
し
て
い
ま
す
し
、
今

み
た
い
な
冬
の
時
期
に
な
る
と
日
本
人
の

お
客
さ
ん
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
も
の
で
す

か
ら
、
私
た
ち
も
普
通
の
格
好
で
歩
い
て

い
れ
ば
中
国
語
で
売
店
の
方
か
ら
声
を
か

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

五
合
目
ま
で
バ
ス
で
行
っ
て
、
お
土
産

を
買
っ
て
、
写
真
を
撮
っ
て
と
い
う
よ
う

な
感
じ
で
、
実
際
に
登
る
方
は
少
な
か
っ

た
で
す
が
、
昨
年
か
ら
中
国
人
観
光
客
の

個
人
旅
行
が
解
禁
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
登
る
方
も
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

人
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
ゴ
ミ
や
溶
岩

持
ち
帰
り
な
ど
の
マ
ナ
ー
の
問
題
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
海
外
か
ら

の
観
光
客
の
方
に
対
す
る
啓
発
や
外
国
語

で
の
マ
ナ
ー
標
識
の
設
置
な
ど
の
対
策
が

よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
の
増
加
や
、
世
界
遺
産
登
録
の

動
き
が
あ
る
こ
と
、
山
小
屋
や
ト
イ
レ
な

ど
が
綺
麗
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
富

士
山
を
訪
れ
る
登
山
客
は
、
年
々
増
え
て

い
ま
す
。

富
士
山
は
駐
車
場
の
台
数
も
限
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
夏
場
な
ど
は
、
ス
バ
ル
ラ

イ
ン
が
渋
滞
し
て
し
ま
っ
て
、
五
合
目
ま

で
行
く
の
に
、
三
、
四
時
間
も
掛
か
っ
た

り
、
ト
イ
レ
も
処
理
能
力
の
限
界
に
近
く

な
っ
て
い
た
り
、
こ
こ
数
年
は
オ
ー
バ
ー

ユ
ー
ズ
と
い
え
る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。

多
く
の
方
が
富
士
山
に
興
味
を
持
っ

て
、
来
て
頂
け
る
の
は
大
変
あ
り
が
た
い

こ
と
な
の
で
す
が
、
あ
ま
り
人
が
多
す
ぎ

る
と
、
せ
っ
か
く
自
然
を
楽
し
み
に
富
士

山
に
来
た
の
に
、
東
京
の
真
ん
中
に
居
る

よ
う
だ
っ
た
、
と
体
験
の
質
も
低
下
し
て

■富士山を巡回するレンジャーのメンバー ■子供への教育も重要な活動

■ビジターセンター
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し
ま
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
は
、
日
本
一
高
い
富
士
山
に
登
っ
て
、

御
来
光
を
拝
む
、
そ
の
た
め
に
、
五
合
目

ま
で
車
で
行
っ
て
、
ひ
た
す
ら
山
頂
を
目

指
す
と
い
う
方
が
多
い
の
で
す
が
、
富
士

山
に
は
樹
海
や
鍾
乳
洞
な
ど
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
魅
力
が
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
り

ま
す
。
も
っ
と
富
士
山
で
の
楽
し
み
方
が

多
様
化
し
て
、
人
の
流
れ
も
分
散
し
て
く

れ
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

富
士
山
のお

勧
め
ス
ポ
ッ
ト

富
士
山
の
山
頂
以
外
の
楽
し
み
方
と
し

て
は
、
や
は
り
樹
海
や
富
岳
風
穴
や
鳴
沢

氷
穴
と
い
っ
た
観
光
洞
窟
が
有
名
で
す
が
、

ガ
イ
ド
が
居
な
い
と
行
け
な
い
よ
う
な
場

所
も
あ
り
ま
す
。
行
く
の
は
大
変
で
す
が
、

そ
の
分
、
手
つ
か
ず
の
自
然
が
残
っ
て
い

ま
す
。

中
で
も
オ
ス
ス
メ
は
、
大
室
山
周
辺
で

す
。
富
士
山
は
、
山
頂
以
外
に
も
周
り
に

も
噴
火
跡
が
あ
り
ま
す
。
大
室
山
は
そ
の

う
ち
の
一
つ
な
の
で
す
が
、
樹
海
の
溶
岩

が
流
れ
る
以
前
か
ら
あ
る
の
で
、
溶
岩
が

流
れ
た
と
こ
ろ
と
、
大
室
山
が
あ
っ
て
流

れ
な
か
っ
た
場
所
で
植
物
の
生
態
系
が
ガ

ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

普
通
、
樹
海
は
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹

が
多
い
の
で
す
が
、
大
室
山
の
山
麓
に
は
、

大
き
な
ブ
ナ
の
木
が
あ
る
な
ど
、
開
放
的

な
空
間
に
な
っ
て
い
て
、
非
常
に
面
白
い

場
所
で
す
。

ま
た
、
大
室
山
周
辺
に
は
、
本
栖

風
穴
や
富
士
風
穴
と
い
っ
た
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
洞
窟
が
あ
っ
て
、

こ
れ
も
エ
コ
ツ
ア
ー
な
ど
の
穴
場
に

な
っ
て
い
ま
す
。

富
士
山
の
今
の
姿

活
動
の
機
会
に
、
富
士
山
の
イ
メ

ー
ジ
に
つ
い
て
、
良
い
面
と
悪
い
面

を
尋
ね
る
と
、
良
い
面
は
、
日
本
一

高
い
、
自
然
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
悪

い
面
と
し
て
は
、
ゴ
ミ
が
た
く
さ
ん

と
い
っ
た
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。

一
時
期
、
富
士
山
に
ゴ
ミ
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
世
界
遺
産
に
な
れ
な
い

と
い
う
報
道
が
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
富
士
山
は
汚
い
山
と
思
っ
て
い

る
人
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、
こ

こ
十
年
ほ
ど
、
報
道
の
影
響
も
あ
っ

て
、
富
士
山
を
綺
麗
に
し
よ
う
と
い

う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の

活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
て
、
今
で

は
ゴ
ミ
は
か
な
り
減
少
し
て
き
て
い

ま
す
。

そ
う
い
う
面
で
は
、
あ
の
報
道
は

良
か
っ
た
の
で
す
が
、
未
だ
に
昔
の

イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
て
、
富
士
山

は
ゴ
ミ
だ
ら
け
、
と
い
う
よ
う
な
発

言
を
テ
レ
ビ
な
ど
で
し
て
い
る
方
も

居
る
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の

努
力
を
目
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
少

し
残
念
に
思
い
ま
す
。

富
士
山
の
自
然
を

守
る
た
め
に

ゴ
ミ
と
い
う
面
で
は
か
な
り
改
善
し
て

い
る
の
で
す
が
、
樹
海
な
ど
を
歩
く
エ
コ

ツ
ア
ー
の
一
部
で
、
本
来
立
ち
入
っ
て
は

い
け
な
い
と
こ
ろ
に
立
ち
入
る
と
い
う
よ

う
な
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

樹
海
は
、
溶
岩
が
流
れ
た
上
に
あ
る
の

で
、
余
り
土
が
無
い
の
で
す
。
そ
の
少
な

い
表
土
に
根
を
張
っ
て
森
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
根
を
覆
う
コ
ケ
が
土
の
役
割
を
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
み
荒
ら
さ
れ
て
し

ま
う
と
、
樹
海
の
木
々
に
と
っ
て
は
大
問

題
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
エ
コ
ツ
ア
ー
を
や
っ
て
い

る
事
業
者
や
県
で
互
い
に
話
し
合
い
を
し

て
「
エ
コ
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い

う
ル
ー
ル
を
作
っ
て
、
歩
く
ル
ー
ト
や
人

数
な
ど
を
定
め
た
り
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
富
士
山
は
国
立
公
園
の
中
で
す

の
で
、
植
物
や
溶
岩
の
採
取
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
余
り
知
ら
れ
て

い
な
い
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
持
ち

帰
ろ
う
と
す
る
方
が
い
る
の
が
残
念
で
す
。

そ
う
い
っ
た
ゴ
ミ
以
外
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
等
で
の
啓
発
が

重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

知
ら
ず
に
富
士
山
の
溶
岩
を
持
っ
て
帰
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
申
し
わ
け
な
い
で
す

が
、
こ
れ
を
返
し
て
く
だ
さ
い
、
と
謝
罪

の
手
紙
が
添
え
ら
れ
て
、
溶
岩
が
送
ら
れ

て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

■山麓啓発キャンペーンで活躍するレンジャー ■富士山の自然を解説するレンジャー
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金
峰
山
か
ら
み
た
富
士

私
が
富
士
山
に
初
め
て
登
っ
た
の
は
、
四
十
歳
ぐ
ら
い

の
こ
ろ
で
す
。
宗
派
の
青
年
会
で
、
富
士
山
の
登
拝
行
を

す
る
こ
と
に
な
り
、
私
が
下
見
を
任
さ
れ
ま
し
た
。
下
見

と
本
番
で
、
一
週
間
の
間
に
二
度
登
り
ま
し
た
。
運
が
よ

か
っ
た
の
か
、
二
度
と
も
御
来
光
が
拝
め
た
の
で
す
。
そ

の
と
き
に
、
す
ご
い
、
と
い
う
感
動
と
共
に
、
信
仰
と
い

う
の
は
こ
う
い
う
感
動
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
な
の
だ
な
、

と
深
く
感
じ
ま
し
た
。

た
だ
、
富
士
山
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、

一
つ
の
素
晴
ら
し
い
景
色
で
す
。
私
が
住
職
を
し
て
い
た

放
光
寺
の
近
く
を
金
峰
山
か
ら
富
士
山
へ
向
か
う
昔
の
道

者
街
道
が
通
っ
て
い
ま
す
。
金
峰
山
か
ら
見
る
富
士
山
は

ど
ん
な
眺
め
か
な
、
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

あ
る
時
、
金
峰
山
へ
登
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時

が
ま
た
良
い
天
気
で
、
金
峰
山
か
ら
見
る
富
士
山
は
本
当

に
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
霊
峰
富
士
山
で
し
た
。

今
、
富
士
山
に
登
っ
て
い
る
人
は
、
御
来
光
を
見
た
く
て

行
く
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
登
っ
た
人
は
、
私
と

同
じ
よ
う
に
、
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
貰
っ
て
帰
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
富
士
山
は
、
そ
う
い
う
大
き
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
持
っ
た
山
で
す
ね
。
古
か
ら
日
本
人
の
文
化
や
宗
教
を
支

え
て
き
た
霊
峰
で
す
。

心
の
中
に
霊
峰
富
士
を
再
び

戦
後
、
日
本
人
は
経
済
優
先
、
効
率
優
先
に
な
り
、
作

っ
て
、
使
っ
て
、
壊
れ
れ
ば
捨
て
て
、
富
士
山
の
麓
に
も

ゴ
ミ
を
捨
て
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
こ
へ
き
て
少

し
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

一
時
期
、
富
士
山
は
ゴ
ミ
だ
ら
け
と
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

写
真
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
今
で
も
そ
う
思
っ
て
い
る

人
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
全
く
の
誤
解
で
す
。
私
は
三

年
前
に
登
り
ま
し
た
が
、
五
合
目
よ
り
上
に
ゴ
ミ
な
ん
て
全

く
あ
り
ま
せ
ん
。
頂
上
で
、
飴
を
食
べ
よ
う
と
し
た
ら
、
包

み
紙
が
落
ち
た
。
す
る
と
、
近
く
に
居
た
見
知
ら
ぬ
女
性
が

パ
ッ
と
拾
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
く
ら
い
登
山
者
に
マ

ナ
ー
が
浸
透
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
た
取
り
組
み
が
始
ま

っ
た
か
ら
、
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
決
し

て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
日
本
人

の
意
識
や
価
値
観
が
こ
こ
十
年
く
ら
い
で
変
化
し
て
き
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
麓
に
は
不
法
投
棄
の
ゴ
ミ

な
ど
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
富
士
山
は
、
日
本
人
の
魂
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
ら
、
霊
峰
富
士
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
に
早

く
戻
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

富
士
山
を
世
界
遺
産
に
、
と
言
う
と
、
富
士
山
は
素
晴
ら

し
い
も
の
だ
か
ら
、
当
然
だ
よ
ね
、
と
皆
さ
ん
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
で
も
、
何
が
素
晴
ら
し
い
の
か
、
と
聞
く
と
答
え
ら

れ
な
い
の
で
す
。

私
は
、
あ
る
著
名
な
歴
史
の
先
生
に
「
清
雲
さ
ん
、
富

士
山
は
下
手
す
る
と
上
っ
滑
り
す
る
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
富
士
山
の
表
面
だ
け
で
な
く
、

そ
の
内
面
が
持
つ
価
値
を
正
し
く
理
解
し
て
い
く
必
要
性

を
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
。
富
士
山
の
こ
と
は
当
然
み
ん
な

知
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
信
仰
や
芸
術
、
文
化
、
歴
史
の

こ
と
、
御
来
光
と
は
何
な
の
か
、
富
士
山
は
何
故
日
本
人

に
と
っ
て
特
別
な
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
知
ら

な
い
の
で
す
。

こ
れ
は
、
今
ま
で
い
か
に
富
士
山
を
大
事
に
し
て
こ
な

か
っ
た
か
、
と
い
う
現
れ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
は
も
っ
と
富
士
山
の
こ
と
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
貰
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■金峰山から望む富士山（三枝仁也氏撮影）

清
雲
俊
元
氏

PROFILE
1935年山梨県甲州市生まれ
1958年國學院大學文学部文学科卒業
1965年真言宗智山派放光寺住職、現在 同寺長老。
現在 主な役職
・山梨県文化財保護審議委員会会長
・山梨郷土研究会理事長
・富士山世界文化遺産山梨県学術委員会委員長
主な著書
・富士山信仰と芸術の源（共著　小学館）
・山梨県史通史編 中世（共著　山梨県） ほか

富
士
山
と
の
関
わ
り
と
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知
ら
れ
て
い
な
い
富
士
山
の
魅
力

私
は
、
平
成
十
七
年
に
大
学
を
卒
業
し
て
、
そ
の
年
の

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
募
集
に
応
募
し
ま
し
た
。
大
学
時

代
も
山
岳
部
で
し
た
し
、
富
士
吉
田
市
の
出
身
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
山
に
か
か
わ
る
よ
う
な
仕
事
を
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

も
と
も
と
私
に
と
っ
て
、
富
士
山
と
い
う
の
は
、
生
活

の
ご
く
一
部
、
当
た
り
前
の
存
在
で
し
た
。
で
も
、
富
士

山
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
い
う
仕
事
を
通
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人

と
出
会
っ
た
り
、
富
士
山
と
関
わ
る
時
間
が
増
え
た
り
す

る
に
し
た
が
っ
て
、
毎
日
見
て
き
た
当
た
り
前
の
富
士
山

が
、
実
は
奥
深
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま

し
た
。

例
え
ば
、
私
の
出
身
地
の
富
士
吉
田
市
は
、
か
つ
て
、

御
師
の
家
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
子

ど
も
の
こ
ろ
、
と
て
も
立
派
な
庭
の
あ
る
家
が
多
い
な
と

思
っ
て
は
い
た
の
で
す
が
、
御
師
の
家
だ
っ
た
の
で
す
。

最
近
は
、
特
に
富
士
山
の
歴
史
や
文
化
と
い
う
面
に
興
味

を
抱
い
て
い
ま
す
。
自
然
保
護
だ
け
を
突
き
詰
め
る
と
、
結

局
、
人
が
関
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
、
そ

れ
は
違
う
と
思
う
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
富
士
山
に
は

人
が
関
わ
っ
て
生
ま
れ
た
魅
力
も
沢
山
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ

は
、
歴
史
で
あ
り
文
化
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

歴
史
や
文
化
は
、
人
が
関
わ
っ
て
い
な
い
と
消
え
て
い

っ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
私
も
、
富
士
山
の

麓
で
産
ま
れ
育
っ
た
一
人
の
人
間
と
し
て
、
富
士
山
の
歴

史
や
文
化
と
い
う
も
の
を
学
ん
で
、
出
来
る
だ
け
多
く
の

人
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

富
士
山
と
の
共
生

私
も
そ
う
で
し
た
が
、
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
富
士
山
は
、

当
た
り
前
の
も
の
す
ぎ
て
、
あ
ま
り
大
切
に
し
て
こ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
富
士
山
は
、

誰
で
も
簡
単
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
な
っ
て
い

ま
す
。
気
軽
に
来
ら
れ
る
反
面
、
ゴ
ミ
を
捨
て
て
し
ま
っ

た
り
、
溶
岩
を
持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が

起
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

富
士
山
は
観
光
資
源
の
一
つ
で
す
が
、
そ
れ
も
使
い
過

ぎ
て
し
ま
う
と
、
富
士
山
が
持
っ
て
い
る
自
然
な
ど
の
魅

力
を
損
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
富
士
山
を
訪
れ
た
外
国
の

方
は
、
富
士
山
を
日
本
の
顔
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
そ
の

富
士
山
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
大
切

な
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
、
富
士
山
の
自
然

や
歴
史
、
文
化
の
こ
と
を
も
っ
と
知
ら
な
く
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
か
つ
て
の
人
が
富
士
山
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
畏

敬
の
念
や
、
富
士
山
は
特
別
な
山
だ
、
と
い
う
意
識
を
私

た
ち
日
本
人
が
再
び
抱
く
こ
と
が
、
自
然
と
富
士
山
を
大

切
に
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
で
す
。

萱
沼
　
進
氏

PROFILE
1982年山梨県富士吉田市生まれ
山梨学院大学に入学後、山岳部に所属し富士山を
始め多くの山に登る。
夏には富士山の登山ガイドを経験。
2005年富士山レンジャーに就任。その後、富士
山への興味がさらに深まり、自然環境の保全だけ
でなく、歴史文化の伝承にも関心を持つ。

■ビジターセンターでのインタビュー

共
生
に
向
け
た
思
い
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夢
と
希
望
を
の
せ
て

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
前
に
控
え
た

昭
和
三
九
年
、
東
京
・
大
阪
間
を
三
時
間

で
結
ぶ
東
海
道
新
幹
線
の
開
通
は
、
高
度

経
済
成
長
を
加
速
し
、
日
本
を
大
き
く
変

え
ま
し
た
。
そ
し
て
今
、
新
幹
線
の
約
二

倍
の
ス
ピ
ー
ド
「
時
速
五
〇
〇
キ
ロ
」
を

誇
る
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
が
そ
の
実
現
に

向
け
大
き
な
動
き
を
見
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
が
実
現
し
三
大
都
市
圏
が
約

一
時
間
で
結
ば
れ
る
と
、
各
地
域
間
の
交

流
・
連
携
が
一
層
強
化
さ
れ
、
二
一
世
紀

の
我
が
国
の
新
た
な
国
土
の
大
動
脈
と
し

て
、
社
会
経
済
を
支
え
る
と
と
も
に
、
災

害
に
強
い
国
土
づ
く
り
に
大
き
く
貢
献
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

こ
の
驚
異
的
な
ス
ピ
ー
ド
を
生
み
出

し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
問
題
に
お
い
て

も
優
れ
た
特
性
を
有
す
る
リ
ニ
ア
の
歴
史

は
今
か
ら
半
世
紀
近
く
前
の
昭
和
三
七

年
、
旧
国
鉄
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
超
電

導
リ
ニ
ア
の
研
究
開
発
に
遡
り
ま
す
。
そ

の
後
、
四
八
年
に
東
京
都
か
ら
甲
府
、
名

古
屋
、
奈
良
の
各
市
付
近
を
経
由
し
て
大

阪
市
に
至
る
路
線
が
「
中
央
新
幹
線
」
と

し
て
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
以
下

「
全
幹
法
」）
に
基
づ
く
基
本
計
画
に
位
置

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
路
線
を
こ
れ
ま

で
の
鉄
輪
走
行
で
は
な
く
、
超
電
導
リ
ニ

ア
で
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
「
リ
ニ

ア
中
央
新
幹
線
」

と
い
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、

山
梨
リ
ニ
ア
実

験
線
で
の
様
々

な
走
行
試
験
や

高
温
超
電
導
磁

石
等
の
開
発
が

順
調
に
行
わ
れ
、

現
在
、
既
に
実

用
化
の
基
盤
技

術
は
確
立
し
、

実
験
は
実
用
レ

ベ
ル
仕
様
の
確

認
な
ど
を
テ
ー
マ
に
最
終
段
階
を
迎
え
て

お
り
ま
す
。

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
着
工
ま
で
の
流
れ

中
央
新
幹
線
は
、
基
本
計
画
路
線
と
さ

れ
た
昭
和
四
八
年
以
来
、
既
に
三
六
年
も

の
間
そ
の
位
置
付
け
が
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
今
後
は
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
整

備
計
画
へ
の
格
上
げ
が
い
つ
行
わ
れ
る
か

が
焦
点
と
な
り
ま
す
が
、
着
工
ま
で
に
は

地
形
・
地
質
や
建
設
費
な
ど
の
五
項
目
に

つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
国

土
交
通
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
交
通
政

策
審
議
会
の
諮
問
・
答
申
等
を
経
て
、
整

備
計
画
の
決
定
と
な
り
ま
す
。
走
行
方
式

と
し
て
の
リ
ニ
ア
方
式
も
こ
の
中
で
正
式

に
決
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
同
相
の
建

設
指
示
が
出
さ
れ
、
ル
ー
ト
や
中
間
駅
が

確
定
す
る
工
事
実
施
計
画
の
申
請
・
認
可

を
経
て
着
工
と
進
む
わ
け
で
す
が
、
環
境

ア
セ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
手
続
も
必
要
と
な

り
ま
す
。
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リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
実
現
に
向
け
て

山
梨
県
企
画
部
リ
ニ
ア
交
通
課

特
集
1

■写真　実験線を走行するリニアモーターカー

リニアモーターカーの歩みリニアモーターカーの歩み
S37 リニアモーターカーの試験研究開始
S48.11 中央新幹線が基本計画路線に決定（起点：東京都、終点：大阪市）
S52. 7 宮崎実験線で走行試験開始
H 1. 8 新実験線建設適地として山梨県を選定
H 2. 2 運輸大臣が東京・大阪間の地形地質調査指示
H 2.11 山梨リニア実験線先行区間に着工
H 9. 3 先行区間18.4㌔完成
H 9. 4 走行試験開始
H15.12 世界鉄道有人最高速度　時速581㌔を達成
H17. 3 実用技術評価委員会が「実用化の基盤技術が確立した」と評価
H18. 9 JR東海が先行区間の設備更新と一般区間の延伸の建設計画

を発表
H18.12 実用技術評価委員会が平成28年度までに実用化の技術を確立

することを提言
H19. 1 国土交通大臣がＪＲ東海の基本計画と建設計画の変更を承認
H19. 4 JR東海が平成37年（2025年）をめどに首都圏～中京圏での営

業運転開始の目標を発表
H19.12 JR東海が首都圏～中京圏を超電導リニアにより、建設費5兆1千

億円を自己負担で建設する方針を発表
H20. 1 国土交通省が民間主導での新幹線整備を容認
H20. 7 国土形成計画において「中央新幹線について調査を進める」な

どと明記
H20.10 JR東海等が地形・地質等に関する「3ルート全ての建設は技術

的に可能」とする調査報告書を国土交通省に提出
H20.12 国土交通省が輸送需要量に対応する供給輸送力等に関する事

項を始めとする４項目調査を指示
H21. 6 JR東海が「１県１駅」「中間駅の建設費用は地元負担」と正式公

表
H21. 6 JR東海が東京・名古屋市附近間の路線の長さや工事費等を公

表
H21. 7 JR東海が東京・名古屋市附近間の維持運営費や輸送需要量

等を公表
H21. 7 実用技術評価委員会が「実用化に必要な技術の確立に見通し

が得られた」と評価
H21.10 JR東海が東京・大阪市間の工事費や輸送需要量等を公表
H21.12 JR東海が中間駅の建設費を公表

■表　リニアモーターカーの歩み
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間
の
地
形
・
地
質
等
の
調
査
結
果
と
し

て
、
す
べ
て
の
調
査
範
囲
に
お
い
て
路
線

建
設
は
可
能
と
す
る
報
告
書
が
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
十
二
月

に
は
、
輸
送
力
や
建
設
費
用
な
ど
の
追
加

四
項
目
の
調
査
指
示
が
Ｊ
Ｒ
東
海
等
に
出

さ
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て
ル
ー
ト
や
駅
な

ど
に
関
し
て
の
地
域
と
の
調
整
が
、
二
一

年
一
月
か
ら
沿
線
都
県
と
Ｊ
Ｒ
東
海
と
の

間
で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
年
末
に
、

調
査
報
告
書
が
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
今
後
は
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と

し
て
の
国
の
「
交
通
政
策
審
議
会
」
に
お

い
て
具
体
的
な
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
本
県
で
は
、
今
後
も
沿
線

都
県
と
連
携
し
な
が
ら
、
整
備
計
画
の
決

定
が
早
期
に
な
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で

参
り
ま
す
。

リ
ニ
ア
を
活
用
し
た
県
土
づ
く
り

中
央
新
幹
線
は
、
地
域
間
の
交
流
・
連

携
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
巨
大
か
つ
効

率
的
な
経
済
圏
の
形
成
な
ど
に
大
き
な
波

及
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
空
港
や

新
幹
線
を
持
た
な
い
本
県
に
お
い
て
も
、

明
治
三
十
年
代
の
中
央
線
の
開
通
や
昭
和

五
十
年
代
後
半
の
中
央
自
動
車
道
の
開
通

に
匹
敵
す
る
経
済
や
産
業
の
発
展
の
起
爆

剤
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
駅

が
設
置
さ
れ
て
も
首
都
圏
と
中
京
圏
と
の

単
な
る
通
過
駅
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、

リ
ニ
ア
が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限

に
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
開
通
と
い
う
優
位

性
を
活
か
し
「
暮
ら
し
や
す
さ
日
本
一
」

を
実
現
す
る
に
は
、
地
域
の
魅
力
を
高
め
、

多
く
の
人
や
企
業
を
本
県
に
誘
導
す
る
こ

と
に
よ
り
、
県
全
体
を
活
性
化
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

こ
の
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
い
段

階
か
ら
幅
広
い
視
点
に
立
ち
、
リ
ニ
ア
を

活
用
し
た
県
全
体
の
活
性
化
方
策
や
リ
ニ

ア
新
駅
と
県
内
主
要
拠
点
と
の
ア
ク
セ
ス

を
は
じ
め
と
す
る
基
盤
整
備
の
あ
り
方
な

ど
、
リ
ニ
ア
開
通
を
見
据
え
た
県
土
の
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
検
討
し
、
各

種
施
策
に
計
画
的
に
反
映
さ
せ
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

「
リ
ニ
ア
活
用
基
本
構
想
」
に
向
け
て

そ
の
た
め
、
今
年
度
か
ら
庁
内
に
リ
ニ

ア
建
設
推
進
本
部
を
設
置
し
、
建
設
促
進

に
向
け
て
部
局
横
断
的
な
取
り
組
み
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
活
性
化
方
策
に
つ
い

て
も
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
検
討
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

の
開
通
が
本
県
の
人
口
や
経
済
等
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
定
量
的
に

予
測
す
る
と
と
も
に
、
首
都
圏
や
中
京
圏

の
住
民
や
企
業
の
「
山
梨
県
へ
の
期
待
」

と
い
っ
た
意
識
調
査
も
行
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
交
通
、
都
市
計
画
、
産
業
、
観

光
、
農
業
な
ど
幅
広
い
分
野
の
外
部
有
識

者
の
専
門
的
観
点
か
ら
の
意
見
や
助
言
を

い
た
だ
き
、
今
後
の
議
論
の
参
考
に
す
る

た
め
「
リ
ニ
ア
活
用
推
進
懇
話
会
」
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
調
査
や
本
部
で
の
検
討
、
さ
ら
に

は
懇
話
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
将
来
的

に
は
リ
ニ
ア
新
駅
の
位
置
が
概
ね
決
定
し

た
段
階
で
、
リ
ニ
ア
を
最
大
限
活
用
す
る

た
め
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る
「
リ
ニ
ア

活
用
基
本
構
想
」
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
実
現
へ
の
道
の
り

は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
が
大
切
で
あ
り
、

乗
り
越
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
も
数

多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
取

り
組
み
を
着
実
に
施
策
に
反
映
さ
せ
、
リ

ニ
ア
開
通
を
最
大
限
に
活
用
し
た
県
土
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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動
き
出
し
た
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

で
は
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
は
一
体
ど
の

段
階
ま
で
進
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

地
形
・
地
質
等
に
関
す
る
調
査
は
、
昭
和

四
九
年
か
ら
甲
府
・
名
古
屋
間
の
山
岳
ト

ン
ネ
ル
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
中
間

報
告
の
中
で
い
わ
ゆ
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三

つ
の
ル
ー
ト
が
示
さ
れ
、
平
成
二
年
に
は

東
京
・
大
阪
間
の
地
形
・
地
質
調
査
等
の

指
示
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
平
成
十
九
年
四
月
、
Ｊ

Ｒ
東
海
が
東
海
道
新
幹
線
の
代
替
的
な
バ

イ
パ
ス
を
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
も
と

に
推
進
し
、
先
ず
は
平
成
三
七
年
に
首
都

圏
と
中
京
圏
間
で
の
営
業
運
転
開
始
を
目

標
と
す
る
中
長
期
的
な
経
営
方
針
を
発
表

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
長
い
間
大
き

な
進
展
が
み
ら
れ
ず
実
現
を
危
ぶ
む
声
さ

え
聞
こ
え
て
き
た
状
況
が
一
変
し
ま
す
。

さ
ら
に
同
年
十
二
月
、
Ｊ
Ｒ
東
海
は
首
都

圏
か
ら
中
京
圏
間
の
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

を
全
額
自
己
負
担

で
建
設
す
る
方
針

を
発
表
、
こ
の
方

針
を
国
土
交
通
省

が
容
認
し
た
こ
と

か
ら
、
リ
ニ
ア
中

央
新
幹
線
実
現
へ

新
た
な
第
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

二
十
年
十
月
に

は
、
Ｊ
Ｒ
東
海
等

に
よ
り
、
十
九
年

余
り
に
わ
た
り
行

わ
れ
て
き
た
東
京

〜
大
阪
間
の
全
区

■図　ルート図

山梨県立リニア見学センター
山梨リニア実験線での走行試験の様子を見学したり、超電導リニアやリニア中央新幹線の概要を模型や
各種の展示物等よって紹介しております。
※走行試験予定等はJR東海ＨＰをご確認いただくか当センターにお問い合わせ下さい。

場　所 山梨県都留市小形山2381
電　話 0554-45-8121
開　館 午前9時～午後5時（入館無料）
休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日）祝日の翌日、年末年始
駐車場 無料（バス、乗用車）

リニアに関する情報や関連イベント等の情報を提供しております
リニア交通課ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp/linear-kt/index.html
リニアファンクラブ http://www.pref.yamanashi.jp/linear-kt/linear-fc-top.html 
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「
日
本
・
上
流
文
化
圏
構
想
」

山
梨
県
の
南
西
部
、
富
士
川
の
支
流
で

あ
る
早
川
流
域
沿
い
に
位
置
す
る
早
川
町

は
、
面
積
三
七
〇
平
方
km
の
九
十
六
%
を

森
林
が
占
め
、
人
口
約
一
四
〇
〇
人
の
ほ

ぼ
半
数
が
高
齢
者
と
い
う
典
型
的
な
過
疎

高
齢
化
の
町
だ
。
そ
れ
で
も
平
成
十
四
年

に
平
成
の
大
合
併
に
は
組
し
な
い
こ
と
を

い
ち
早
く
表
明
し
、
町
の
生
き
残
り
を
か
け

自
主
自
立
の
道
を
探
っ
て
い
る
最
中
で
あ

る
。そ

ん
な
早
川
町
で
は
、
平
成
六
年
に
策

定
し
た
第
四
次
総
合
計
画
「
日
本
・
上
流

文
化
圏
構
想
」
を
核
と
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
る
。
こ
の
構
想
は
、
地
域
で

培
わ
れ
て
き
た
自
然
と
上
手
く
付
き
合
う

た
め
の
生
活
文
化
や
生
活
哲
学
を
掘
り
起

こ
し
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
と
し
て
再
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
早
川
町
の
暮
ら
し
の
中

で
具
現
化
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
と
と

も
に
、
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
様
々
な
社

会
問
題
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
広
く

社
会
に
提
示
し
て
い
く
こ
と
を
理
念
と
し

て
掲
げ
、
平
成
八
年
に
構
想
推
進
の
担
い

手
と
な
る
日
本
上
流
文
化
圏
研
究
所
（
以

下
、
研
究
所
）
を
設
立
し
た
。

研
究
所
は
設
立
当
初
、
町
役
場
の
一
組

織
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
八
年
に
N
P
O

法
人
と
し
て
独
立
し
、
町
の
中
間
支
援
組

織
と
し
て
地
域
資
源
の
調
査
研
究
や
収
集

整
理
、
町
民
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
支
援
、

都
市
農
村
交
流
の
推
進
と
い
っ
た
活
動
を
、

五
名
の
職
員
が
町
内
外
の
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー

な
力
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
。

研
究
所
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

研
究
所
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
言
で
言
う

と
、「
山
の
暮
ら
し
を
守
る
」
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
以
下
の
三
つ
の
取
り

組
み
を
進
め
て
い
る
。

①
山
の
暮
ら
し
の
価
値
を
伝
え
る
（
地

域
資
源
の
掘
り
起
こ
し
と
情
報
発
信
）

②

山
の
暮
ら
し
の
担
い
手
を
育
て
る

（
町
民
参
加
型
の
活
動
展
開
、
住
民
活
動

の
サ
ポ
ー
ト
）

③
山
の
暮
ら
し
の
課
題
を
解
決
す
る
（
調

査
研
究
、
政
策
提
言
、
及
び
社
会
実
験
）

山
の
暮
ら
し
の
価
値
を
伝
え
る

研
究
所
設
立
当
初
、
ま
ず
始
め
た
の
は

地
域
資
源
の
調
査
で
あ
っ
た
。
町
民
と
と

も
に
昔
の
遊
び
、
郷
土
食
、
古
文
書
な
ど

を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
班
を
立
ち
上
げ
、

町
民
全
員
を
取
材
し
w
e
b
上
で
紹
介
す

る
「
二
〇
〇
〇
人
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を

展
開
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
歴

史
や
文
化
、
ま
た
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
や

人
材
と
い
っ
た
様
々
な
地
域
資
源
が
掘
り

起
こ
さ
れ
た
。

山
の
暮
ら
し
の
担
い
手
を
育
て
る

平
成
十
四
年
に
は
、
掘
り
起
こ
さ
れ
た

地
域
資
源
の
活
用
と
活
性
化
の
担
い
手
育

成
を
目
的
と
し
た
「
あ
な
た
の
や
る
気
応

援
事
業
」
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
れ
は
住

民
か
ら
地
域
資
源
を
活
用
し
た
商
品
開
発

や
起
業
の
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
、
活
動
資

金
を
助
成
す
る
と
い
う
事
業
で
、
三
年
間

で
二
十
四
グ
ル
ー
プ
に
助
成
し
た
。

そ
ば
屋
を
復
活
さ
せ
た
女
性
グ
ル
ー

プ
、
地
元
の
大
豆
を
使
っ
た
豆
腐
料
理
を

14

山
の
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ら
し
を
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た
め
に
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人
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上
流
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出
す
宿
泊
施
設
、
有
給
農
地
を
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
農
園
に
し
た
地
元
の
団
体
な
ど
、

徐
々
に
成
果
が
形
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
住
民
活
動
や
早
川
町
の
ま
ち

づ
く
り
全
体
を
、
町
外
か
ら
も
応
援
し
て

も
ら
う
仕
組
み
と
し
て
、
平
成
十
六
年
に

「
早
川
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
」
を
立
ち

上
げ
た
。
ク
ラ
ブ
会
員
か
ら
頂
く
年
会
費

の
半
分
を
住
民
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
原

資
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

会
員
数
は
約
三
〇
〇
名
で
、
毎
年
五
〇

万
円
程
度
が
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
使
わ
れ

て
い
る
。
会
員
に
は
、
隔
月
発
行
の
会
報

「
や
ま
だ
ら
け
」
を
通
じ
て
、
知
ら
れ
ざ

る
早
川
町
の
魅
力
、
住
民
活
動
で
生
ま
れ

た
商
品
、
町
民
が
ガ
イ
ド
や
講
師
役
と
な

っ
た
体
験
教
室
や
ツ
ア
ー
な
ど
を
紹
介
、

販
売
、
実
施
し
て
い
る
。

山
の
暮
ら
し
の
課
題
を
解
決
す
る

大
学
生
と
の
関
わ
り
が
深
い
の
も
研
究

所
の
特
徴
で
あ
る
。
早
川
町
を
フ
ィ
ー
ル

ド
に
卒
業
論
文
や
修
士
論
文
を
書
く
学
生

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
学
生
研
究
奨
励
制
度
」

や
、
ま
ち
づ
く
り
や
山
村
に
興
味
の
あ
る

誠
込
め
て
育
て
た
農
作
物
が
荒
ら
さ
れ
、

さ
ら
に
耕
作
意
欲
を
減
退
さ
せ
る
と
い
っ

た
悪
循
環
も
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
研
究
所

で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
、
集

落
で
管
理
し
て
い
る
獣
害
防
止
用
の
電
気

柵
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
を
サ
ポ
ー
ト
し

た
り
、
地
域
の
新
た
な
担
い
手
と
し
て
移

住
希
望
者
に
空
き
家
を
紹
介
す
る
と
い
っ

た
事
業
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
今
年
か

ら
は
町
と
協
力
し
て
、
全
集
落
か
ら
、
共

同
作
業
の
現
状
を
聞
き
取
る
調
査
も
開
始

し
た
。
集
落
を
維
持
・
活
性
化
し
て
い
く

た
め
、
あ
る
い
は
衰
退
す
る
に
し
て
も
最

後
ま
で
町
民
が
幸
せ
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ

る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
、
こ
の

調
査
に
よ
っ
て
そ
の
糸
口
を
探
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

「
山
の
暮
ら
し
」
の
再
生
に
向
け
て

研
究
所
の
目
標
と
す
る
住
民
自
治
に
よ

る
「
山
の
暮
ら
し
」
の
再
生
に
は
、
町
民

自
ら
が
、
地
域
の
様
々
な
問
題
を
解
決
し
、

活
性
化
策
を
考
え
、
自
分
た
ち
の
意
思
と

責
任
の
上
で
地
域
を
作
っ
て
い
く
風
土
を

作
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
研
究

所
の
役
割
は
、
そ
う
し
た
町
民
の
挑
戦
を
、

調
査
研
究
や
社
会
実
験
を
通
し
て
先
導
、

ま
た
サ
ポ
ー
ト
す
る
事
に
あ
る
。

さ
ら
に
研
究
所
を
N
P
O
法
人
化
し
た
こ

と
で
、
町
の
活
性
化
と
自
ら
の
経
営
の
両
立

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
行
政
が
支
え
る
研
究
所
か
ら
、
町

民
が
（
会
員
と
し
て
）
支
え
る
研
究
所
へ
の

転
換
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
事
業

化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
起
業
の
視
点

が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

も
う
一
方
で
、
地
域
の
努
力
だ
け
で
こ

う
し
た
課
題
が
解
決
す
る
と
は
到
底
思
え

な
い
。
多
く
の
山
林
を
抱
え
る
農
山
村
は
、

様
々
な
側
面
で
公
益
的
な
機
能
を
発
揮
し

下
流
部
や
都
市
部
の
人
々
の
暮
ら
し
を
守

っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
考
え
に
立
ち
、
国

と
し
て
農
山
村
を
ど
う
守
っ
て
い
く
の
か
、

社
会
全
体
で
の
議
論
を
喚
起
し
て
行
く
事

も
研
究
所
の
役
割
の
一
つ
と
感
じ
て
い
る
。

【
写
真
提
供
】

N
P
O
法
人
日
本
上
流
文
化
圏
研
究
所

学
生
を
夏
休
み
に
三
週
間
程
度
受
け
入
れ
、

町
内
の
観
光
施
設
の
改
善
策
等
を
提
案
し

て
も
ら
う
「
地
域
づ
く
り
イ
ン
タ
ー
ン
事

業
」
な
ど
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
一
〇

〇
人
を
超
え
る
学
生
が
町
を
訪
れ
た
。

移
住
者
受
け
入
れ
に
よ
る
空
き
家
の
有

効
活
用
な
ど
、
実
際
に
町
の
施
策
と
な
っ

た
論
文
も
あ
れ
ば
、
町
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
「
南
ア
ル
プ
ス

プ
ラ
ザ
」
を
改
装
し
た
り
、
集
落
と
協
働

で
地
元
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介
す
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
と
い
っ
た
具
体
的

な
成
果
も
生
ま
れ
て
い
る
。

集
落
の
今
後
を
ど
う
考
え
る
か

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通
し
て
少
し

ず
つ
成
果
も
出
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、

ま
だ
ま
だ
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
と
い

う
よ
り
、
状
況
は
悪
く
な
っ
て
い
る
と
言

っ
た
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
十
年
で
人
口
が
五
〇
〇
人
以
上
減

少
す
る
な
ど
、
過
疎
化
に
歯
止
め
は
か
か

っ
て
い
な
い
。「
山
の
暮
ら
し
」
の
原
点

で
あ
る
集
落
で
は
人

口
減
少
と
と
も
に
高

齢
化
が
著
し
く
進

み
、
祭
り
、
葬
式
、

草
刈
り
、
水
源
の
管

理
と
い
っ
た
共
同
作

業
が
ま
ま
な
ら
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。

手
入
れ
の
行
き
届
か

な
い
山
林
や
耕
作
放

棄
地
も
増
加
し
、
そ

う
し
た
土
地
が
野
生

生
物
の
住
処
と
な

り
、
お
年
寄
り
が
丹

15

■写真3 地域づくりインターン事業。学生と住民のワー
クショップ風景

鞍打大輔 プロフィール
（くらうちだいすけ）

山梨県南巨摩郡早川町在住
特定非営利活動法人日本上流文化圏研究所　主任研究員
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1997年　早稲田大学理工学部建築学科卒
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週
末
は
山
梨
に
い
ま
す

全
国
的
な
傾
向
と
し
て
、

中
山
間
地
域
に
お
け
る
人
口

の
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
問

題
に
な
っ
て
く
る
中
で
、
都

市
住
民
を
地
方
に
移
住
、
あ

る
い
は
定
住
さ
せ
る
こ
と
を

施
策
的
に
進
め
る
自
治
体
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、

定
年
を
迎
え
た
団
塊
の
世
代

の
方
を
中
心
に
、
第
二
の
人

生
を
都
会
で
は
な
く
田
舎
の

自
然
の
中
で
過
ご
し
た
い
と

い
う
ニ
ー
ズ
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、

東
京
に
隣
接
し
て
い
る
山
梨

県
は
、
移
住
・
定
住
よ
り
も
、

二
地
域
居
住
と
い
う
形
で
の

田
舎
暮
ら
し
が
適
し
て
い
ま

す
。
平
日
は
都
会
で
仕
事
を

し
て
週
末
は
山
梨
の
自
然
の

中
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
と

い
う
こ
と
が
現
役
世
代
で
も

十
分
可
能
で
す
。

山
梨
県
で
は
、
観
光
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
で
「
週
末
は
山
梨
に
い
ま
す
。」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
使
っ
て
い

ま
す
。
も
と
も
と
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
用

の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、
ま
さ
に
二
地

域
居
住
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
も

そ
の
ま
ま
使
え
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

「
週
末
」
と
い
う
言
葉
に
は
団
塊
の
世
代

の
方
々
の
退
職
後
と
い
う
意
味
合
い
も
込

め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

山
梨
県
は
そ
の
地
域
優
位
性
を
生
か
し
て

二
地
域
居
住
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る

県
な
の
で
す
。

田
舎
は
不
便
!?

田
舎
は
、
都
会
に
比
べ
て
ど
う
し
て
も

利
便
性
が
高
く
な
い
こ
と
は
事
実
で
す
。

「
坂
が
な
く
て
、
ス
ー
パ
ー
が
近
く
て
、

駅
が
近
い
と
こ
ろ
」
を
希
望
さ
れ
る
都
会

の
方
も
な
か
に
は
い
ま
す
が
、
駅
が
近
い

と
い
う
の
は
都
会
に
い
る
感
覚
な
の
で

す
。
田
舎
に
都
市
的
な
利
便
性
を
求
め
れ

ば
ど
う
し
て
も
不
自
由
に
感
じ
る
で
し
ょ

う
。
で
も
田
舎
暮
ら
し
の
本
質
と
目
的
を

考
え
た
時
に
、
果
た
し
て
そ
う
し
た
感
覚

は
ど
う
な
の
か
。
発
想
を
変
え
て
自
分
の

生
活
を
も
っ
と
ゆ
っ
た
り
さ
せ
る
と
、
そ

れ
は
何
の
不
自
由
さ
も
な
い
と
い
う
こ
と

に
気
付
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
（
佐
藤
）
も
山
梨
に
二
地
域
居
住
し

て
い
る
一
人
で
す
が
、
本
当
に
素
晴
ら
し

い
と
こ
ろ
で
す
。

高
原
地
帯
が
多
い
で
す
か
ら
涼
し
く
て

過
ご
し
や
す
い
で
す
。
そ
れ
と
景
観
の
す

ば
ら
し
さ
で
す
。
例
え
ば
日
本
百
名
山
を

全
部
登
っ
た
方
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
頂
経
験
の

あ
る
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
が
、
最
も
山
の
美
し

い
地
と
い
う
こ
と
で
終
の
棲
家
に
選
ん
だ

の
が
山
梨
の
八
ヶ
岳
だ
っ
た
と
い
う
話
も

聞
い
て
い
ま
す
。
朝
日
に
輝
く
南
ア
ル
プ

ス
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
そ
し
て
富
士
山
…
…

こ
れ
ら
を
眺
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
す
ば
ら

し
い
で
す
ね
。

田
舎
暮
ら
し
元
年

戦
後
の
日
本
社
会
は
、
若
者
も
、
物
も

お
金
も
情
報
も
全
て
の
流
れ
が
「
田
舎
か

ら
都
会
へ
！
」
で
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ

に
乗
っ
て
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
て
き
た

と
い
う
の
は
歴
史
的
な
事
実
で
す
。
し
か

し
社
会
が
成
熟
し
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
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行
き
づ
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

徹
底
し
た
効
率
性
と
合
理
性
が
追
求
さ

れ
、
分
秒
を
刻
む
よ
う
な
環
境
下
に
置
か

れ
た
人
間
は
、
高
い
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て

い
ま
す
。
ど
ん
な
に
自
己
制
御
出
来
る
立

派
な
人
も
、
一
生
命
体
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

自
然
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
長
い
歴

史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
閉
じ
込
め

ら
れ
続
け
る
と
、
そ
こ
か
ら
自
然
へ
帰
ろ

う
と
い
う
流
れ
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で

す
。
い
わ
ゆ
る
自
然
回
帰
で
す
。
田
舎
暮

ら
し
へ
の
憧
れ
は
、
都
会
人
が
、
自
然
回

帰
を
渇
望
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
す
。

で
は
、
日
本
で
い
つ
頃
か
ら
田
舎
暮
ら

し
へ
の
憧
れ
が
始
ま
っ
た
か
と
考
え
る

都
市
生
活
へ
の
不
安

特
に
最
近
は
、
田
舎
暮
ら
し
ブ
ー
ム
と
呼

べ
る
よ
う
な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
一
つ
に
は
「
食
の

不
安
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
産
地
、
賞

味
期
限
、
農
薬
、
添
加
物
、
B
S
E
…
…

特
に
最
近
は
海
外
か
ら
何
が
入
っ
て
く
る

か
わ
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
自
分
や
家
族

の
口
に
入
る
物
は
自
分
の
手
で
つ
く
り
た

い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
高
い
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、「
災
害
の
不
安
」

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
昨
今
は
大
震
災
が

い
つ
ど
こ
で
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い

う
状
況
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
阪
神
・
淡

路
大
震
災
が
よ
い
例
で
す
。
皆
、
都
会
で

は
大
丈
夫
と
、
思
い
な
が
ら
生
活
を
楽
し

ん
で
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は

起
き
て
し
ま
っ
た
。
い
ざ
起
き
て
み
る
と

マ
ン
シ
ョ
ン
は
崩
壊
し
て
ロ
ー
ン
だ
け
が

残
る
と
い
う
現
実
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
次
は
首
都
・
東
京
で
起
き
る

か
も
し
れ
な
い
、
足
元
が
バ
ッ
サ
リ
い
く

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
、
都
会
生
活

に
依
存
し
た
現
在
の
暮
ら
し
が
持
続
可
能

か
と
い
う
不
安
に
襲
わ
れ
た
の
で
す
。

二
地
域
居
住
と
い
う
新
し
い
発
想
は
、

こ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
一
種
の
保
険
で

あ
り
、「
災
害
に
遭
っ
て
も
健
全
に
発
展

し
続
け
ら
れ
る
大
都
市
」
へ
の
期
待
な
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
宝
物
を
再
発
見

田
舎
暮
ら
し
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
一
過
性
の
ブ
ー
ム
で
終
わ
ら
せ
な

い
た
め
に
、
田
舎
の
人
達
自
身
が
、
自

分
達
の
地
域
に
あ
る
か
け
が
え
の
な
い

も
の
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
美
し
い
川
、
棚
田

と
い
っ
た
、
農
村
的
な
風
景
で
あ
っ
た

り
、
そ
の
土
地
で
と
れ
る
食
材
で
あ
っ

た
り
、
昔
な
が
ら
の
人
付
き
合
い
で
あ

っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
何
気
な
い
ど
こ

に
で
も
あ
る
も
の
な
の
で
す
。

都
会
か
ら
来
た
人
が
田
舎
を
散
策
す
る

と
、
日
々
刻
々
、
紅
葉
し
て
い
く
風
景
が

と
て
も
新
鮮
に
映
る
。
地
元
の
人
に
と
っ

て
は
そ
ん
な
風
景
は
当
た
り
前
の
も
の
で

す
が
、
都
会
の
人
が
感
動
す
る
姿
を
目
の

当
た
り
に
し
て
、「
あ
あ
、
こ
こ
も
捨
て

た
も
の
じ
ゃ
な
い
」
と
初
め
て
気
が
つ
く

の
で
す
。

郷
土
愛
を
育
み
つ
つ
、
新
た
な
地
域
づ

く
り
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
で

す
。
都
会
の
人
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
要

素
は
特
別
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少

し
だ
け
新
鮮
な
目
で
見
渡
せ
ば
、
ど
こ
に

で
も
宝
物
が
見
つ
か
る
し
、
そ
れ
に
気
づ

く
と
こ
ろ
か
ら
地
域
の
発
展
は
始
ま
る
の

で
す
。

都
会
で
得
た
も
の
を
地
域
に

よ
く
、
い
か
に
し
て
地
元
の
若
者
を
田

舎
に
留
め
る
か
、
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ

ま
す
が
、
私
は
、
逆
に
一
度
、
若
者
を
都

会
に
送
り
出
し
て
み
る
こ
と
も
「
あ
り
」

だ
と
思
い
ま
す
。

Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ
タ
ー
ン
、
Ｊ
タ
ー
ン
と

い
う
よ
う
に
若
者
を
田
舎
へ
呼
び
寄
せ
る

パ
タ
ー
ン
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
Ｉ
タ
ー
ン
が
中
心
で

す
。
で
も
私
は
、
最
も
力
を
入
れ
る
べ
き

は
Ｕ
タ
ー
ン
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
都
会

へ
働
き
に
出
て
第
一
線
で
活
躍
す
る
。
そ

と
、
一
九
九
〇
年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
が
一
つ

の
契
機
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
よ
り
豊
か

な
生
活
を
追
い
求
め
る
と
い
う
「
生
き
が

い
」
が
あ
っ
さ
り
破
綻
し
て
し
ま
っ
た
。

す
る
と
人
々
の
心
の
中
か
ら
「
果
た
し
て

こ
れ
ま
で
の
自
分
の
生
き
方
は
正
し
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
念
が
ふ
つ
ふ

つ
と
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。

週
末
は
農
業
に
励
む
大
会
社
の
社
長
の

姿
が
T
V
に
映
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
の
時
期
は
、
都
会
暮
ら
し
か
ら
田
舎

暮
ら
し
へ
の
転
換
元
年
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
都
会
の
人
々
が
、
生
活
理
念
と
か

思
想
で
は
な
く
、
ご
く
自
然
な
形
で
そ
う

い
う
暮
ら
し
を
求
め
た
の
で
す
。
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し
て
一
線
を
退
い

た
ら
自
分
の
生
ま

れ
故
郷
に
戻
り
、

都
会
で
得
た
も
の

を
地
域
に
活
か
し

て
い
く
。
こ
う
し

た
好
循
環
が
続
く

社
会
構
造
が
最
も

望
ま
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
「
野

菜
が
思
う
よ
う
な

値
で
売
れ
な
い
、

そ
れ
は
価
値
の
低

い
野
菜
だ
か
ら

だ
」
と
思
っ
て
い

る
農
家
の
方
が
い

た
と
し
ま
す
。
で

も
そ
れ
は
単
な
る

思
い
込
み
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
品
質

は
決
し
て
悪
く
は
な
い
の
に
売
り
方
が

上
手
く
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

都
会
の
人
に
買
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は

そ
れ
な
り
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
販
売

ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
な
わ
け
で
す
が
、
そ

う
し
た
こ
と
は
田
舎
の
人
達
よ
り
も
む

し
ろ
都
会
の
人
の
方
が
詳
し
か
っ
た
り

し
ま
す
。
体
験
的
に
都
会
の
ニ
ー
ズ
を

よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か

ら
都
会
の
人
が
そ
う
い
う
土
地
に
移
り

住
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
地

場
産
業
が
活
性
化
し
た
例
は
全
国
に
た

く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。

伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ

都
会
か
ら
来
る
方
は
貴
重
な
戦
力
で

す
か
ら
、
受
け
入
れ
る
側
も
、
若
者
が

ま
た
戻
り
た
く
な
る

環
境
や
、
都
会
の
人

達
が
地
元
の
人
達
と

一
緒
に
な
っ
て
地
域

を
興
し
て
い
け
る
よ

う
な
環
境
を
い
か
に

つ
く
る
か
、
も
っ
と

考
え
て
い
く
こ
と
が

重
要
な
の
で
す
。

た
だ
、
田
舎
暮
ら

し
の
魅
力
を
ど
の
よ

う
に
都
会
へ
伝
え
る

か
と
い
う
こ
と
は
非

常
に
難
し
い
と
こ
ろ

な
の
で
す
。
あ
る
調

査
に
よ
れ
ば
、
四
割

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が

い
ず
れ
田
舎
に
暮
ら

し
た
い
と
思
っ
て
い

る
そ
う
で
す
。
で
も

実
際
に
行
動
へ
移
す

人
は
そ
の
う
ち
何
人

い
る
と
思
い
ま
す

か
。
砂
漠
の
中
の
砂

の
一
粒
と
い
う
感
じ

が
現
実
で
す
。
そ
ん

な
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
な
と
こ
ろ
に
情
報
を

送
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
至
難
の

技
で
す
。

今
日
は
何
し
よ
う
か
な

実
際
に
二
地
域
居
住
し
て
い
る
人
の
満

足
度
は
非
常
に
高
い
の
で
す
。

満
足
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
張
り
切
り
す
ぎ
て
し
ま
う
く
ら
い
で

す
。
田
舎
に
行
く
と
、
大
の
大
人
が
子
供

が
遠
足
に
行
く
よ
う
な
興
奮
状
態
に
な
っ

ち
ゃ
う
わ
け
で
す
。
毎
朝
四
時
ぐ
ら
い
に

目
が
覚
め
て
、
「
今
日
は
何
し
よ
う
か

な
！
」
っ
て
。

し
か
も
た
だ
で
さ
え
最
初
か
ら
そ
ん
な

勢
い
で
作
業
を
し
て
い
る
の
に
、
お
昼
の

時
間
に
な
っ
て
も
「
い
や
こ
れ
は
や
っ
ぱ

り
午
前
中
に
終
え
な
く
ち
ゃ
」
っ
て
感
じ

で
や
め
な
い
わ
け
で
す
よ
。
結
局
、
お
昼

ご
飯
が
午
後
二
時
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り

し
て
…
…
。

悲
し
い
か
な
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
感
覚

を
そ
の
ま
ま
田
舎
に
持
ち
込
ん
で
し
ま
っ
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を
組
み
込
ん
で
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
ま
す
。
一
口
に
民
間
企
業
と
い

っ
て
も
い
ろ
ん
な
業
種
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
ま
た
大
き
な
特
徴
な
の
で
す
が
、
二

地
域
居
住
者
の
立
場
か
ら
ト
ー
タ
ル
な
生

活
支
援
方
法
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
そ
う

し
た
業
種
の
多
様
性
が
成
功
の
秘
訣
に
な

っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
が
も
つ
得
意
分
野
を

活
か
し
な
が
ら
連
携
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
て
も
ら
う
こ
と
を
狙
っ
て
い

ま
す
。
業
種
を
超
え
た
つ
な
が
り
が
新
た

な
可
能
性
、
す
な
わ
ち
需
要
を
つ
く
り
出

す
、
こ
れ
は
二
地
域
居
住
活
動
と
民
間
企

業
双
方
に
と
っ
て
、

非
常
に
重
要
な
こ
と

で
す
。
二
地
域
居
住

を
推
進
す
る
活
動
が
、

民
間
企
業
の
ビ
ジ
ネ

ス
と
し
て
も
成
立
す

る
と
こ
ろ
ま
で
行
け

た
ら
い
い
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
行
政
で

な
け
れ
ば
で
き
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
都
会
へ
の
呼

び
か
け
と
か
、
空
き
家
情
報
の
提
供
を
地

元
へ
呼
び
か
け
る
、
そ
こ

に
行
政
が
一
枚
噛
む
か
噛

ま
な
い
か
で
結
果
は
全
く

違
っ
て
き
ま
す
。
行
政
は

や
は
り
信
頼
感
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
利
用
者
は
安
心

し
て
応
募
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
す
。
行
政
が
や

る
べ
き
こ
と
と
民
間
が
や

る
べ
き
こ
と
、
そ
の
二
つ

が
上
手
く
噛
み
あ
っ
て
、
初

め
て
成
功
す
る
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
都
会
と
田

舎
、
す
な
わ
ち
都
市
と
地

方
が
対
立
す
る
関
係
で
は

な
く
、
互
い
に
手
を
取
り

合
っ
て
共
生
し
て
い
く
時

代
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
く
し
て
は
、
田
舎

は
も
と
よ
り
都
会
も
成
り

立
ち
得
な
い
状
況
に
な
っ

て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

19

て
い
る
の
で
す
。
自
分
の
行
動
に
ノ
ル
マ

を
課
し
て
達
成
感
を
得
た
い
と
い
う
。
そ

う
い
う
田
舎
暮
ら
し
を
す
る
人
が
結
構
い

る
の
で
す
。
肉
体
的
な
こ
と
を
あ
ま
り
意

識
し
な
い
で
勢
い
に
任
せ
て
や
っ
て
し
ま

い
、
最
後
に
体
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

平
日
は
東
京
で
会
社
員
を
し
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
本
当
は
、
あ
ま
り
無
理
し

過
ぎ
な
い
こ
と
が
コ
ツ
な
の
で
す
が
。

民
間
と
行
政
が
手
を
取
り
合
っ
て

協
議
会
で
は
、
今
後
い
か
に
民
間
企
業

佐藤彰啓　プロフィール
（さとうあきひろ）
1944年岐阜県生まれ。
早稲田大学法学部卒業後、農村雑誌『家の光』編集者として、全国各区地の農業問題・
農村社会のあり方や地域おこしの仕事に従事。その経験を踏まえ、自然豊かな地域を求
める都会の人々を支援するため、1990年東京・四谷に「ふるさと情報館」を設立。現
在、「ふるさと情報館」の運営会社である（株）ラーバンならびに（株）ふるさとネッ
トの代表取締役。現在、「やまなし二地域居住推進協議会」会長も務める。

近藤直也　プロフィール
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山梨県観光部観光振興課やまなしライフ推進担当
山梨県生まれ、1983年山梨県庁入庁。
総務部国際課、土木部土木総務課、観光部大阪事務所を経て、2009年から現職（やまな
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日
本
の
ぶ
ど
う
と
ワ
イ
ン
産
業
の
発
祥

地
で
あ
る
甲
州
市
は
、
甲
府
盆
地
の
東
の

玄
関
口
に
位
置
し
、
人
口
三
万
六
千
人
、

平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
に
塩
山
市
・
勝

沼
町
・
大
和
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
ま
し

た
。「
果
樹
園
交
流
都
市
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
、
果
樹
を
中
心
に
し
た
観
光
交

流
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

特
に
旧
勝
沼
町
の
地
域
は
、
町
の
歴
史

が
そ
の
ま
ま
ぶ
ど
う
と
ワ
イ
ン
の
歴
史
に

つ
な
が
り
、
ぶ
ど
う
栽
培
千
三
百
年
、
ワ

イ
ン
造
り
百
三
十
年
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

観
光
ぶ
ど
う
園
は
百
軒
余
り
、
ワ
イ
ナ
リ

ー
は
大
小
三
十
社
が
操
業
し
て
い
ま
す
。

近
代
化
産
業
遺
産
を
活
か
す

勝
沼
地
域
の
観
光
は
、
ぶ
ど
う
と
ワ
イ

ン
を
核
に
し
た
振
興
が
図
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、
平
成
十
年
代
に
入
る
と
、
観
光
客

数
の
減
少
傾
向
が
見
ら
れ
、
新
た
な
振
興

策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め

旧
勝
沼
町
で
は
、
明
治
以
降
の
地
域
の
発

展
に
貢
献
し
た
近
代
化
産
業
遺
産
が
多
く

残
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
平
成
十
六

年
度
に
遺
産
群
を
活
か
し
た
活
性
化
策

『
勝
沼
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
百
年
構
想
』
を
策

定
し
ま
し
た
。

構
想
で
は
、
近
代
化
産
業
遺
産
群
に
ス

ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
ぶ
ど
う
と
ワ
イ
ン
の
歴

史
ス
ト
ー
リ
ー
を
前
面
に
出
し
て
、
文
化

的
な
厚
み
を
感
じ
て
も
ら
え
る
観
光
地
づ

く
り
を
提
唱
し
ま
し
た
。
貴
重
な
歴
史
遺

産
の
修
復
を
行
う
と
と
も
に
、
遺
産
群
を

結
ぶ
散
策
ル
ー
ト
（
フ
ッ
ト
パ
ス
）
を
構

築
し
、
交
流
人
口
を
増
や
し
て
い
く
こ
と

を
目
標
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
埋
も
れ
て
い
る
地
域
資
源
の
発

掘
、
再
発
見
を
通
じ
て
、
住
民
の
地
域
に

対
す
る
愛
着
や
誇
り
を
醸
成
し
、
観
光
関

係
者
だ
け
で
な
く
、
住
民
と
一
体
と
な
っ

た
生
涯
学
習
に
よ
る
観
光
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
を
目
指
し
ま
し
た
。

理
想
的
な
ワ
イ
ン
カ
ー
ヴ

具
現
化
に
向
け
て
は
、
国
交
省
の
ま
ち

づ
く
り
交
付
金
や
県
補
助
金
な
ど
を
充
て

て
整
備
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

テ
ー
マ
に
応
じ
て
、
地
域
を
三
つ
の
エ

リ
ア
①
鉄
道
遺
産
エ
リ
ア
②
ワ
イ
ン
の
歴

史
エ
リ
ア
③
ぶ
ど
う
の
歴
史
と
勝
沼
宿
の

エ
リ
ア
、
に
分
け
ま
し
た
。
ま
ず
取
り
組

ん
だ
の
が
、
中
央
本
線
の
廃
線
ト
ン
ネ
ル

の
活
用
で
し
た
。
平
成
九
年
に
時
間
短
縮

の
た
め
、
新
し
い
ト
ン
ネ
ル
が
建
設
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
勝
沼
地
域
に
あ
る
二
本

の
ト
ン
ネ
ル
が
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

両
ト
ン
ネ
ル
は
、
明
治
三
十
六
年
（
一

九
〇
三
）
に
開
通
し
た
ト
ン
ネ
ル
で
、
内

部
は
建
設
当
時
の
ま
ま
の
レ
ン
ガ
造
り
で
、

百
年
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
雰
囲
気
を
残

し
て
い
ま
す
。

J
R
東
日
本
か
ら
無
償
譲
渡
を
受
け
た

旧
勝
沼
町
で
は
、
一
本
を
ワ
イ
ン
カ
ー
ヴ

（
貯
蔵
庫
）、
一
本
を
遊
歩
道
と
し
て
整
備

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

平
成
十
六
年
度
に
、
ま
ず
東
京
寄
り
に

あ
る
深
沢
ト
ン
ネ
ル
を
ワ
イ
ン
カ
ー
ヴ
に

再
生
さ
せ
る
事
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

供
用
開
始
は
平
成
十
七
年
五
月
で
し
た
。

長
さ
千
百
メ
ー
ト
ル
の
内
部
は
レ
ー
ル
が

取
り
払
わ
れ
、
手
前
二
百
メ
ー
ト
ル
が
個

人
用
、
奥
の
九
百
メ
ー
ト
ル
が
ワ
イ
ナ
リ

ー
用
の
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。

レ
ン
ガ
造
り
の
坑
内
は
、
年
間
を
通
し

て
気
温
が
一
五
度
前
後
で
保
た
れ
、
ワ
イ

ン
の
貯
蔵
に
は
最
適
の
環
境
で
す
。
大
き

な
セ
ラ
ー
を
持
て
な
い
地
場
ワ
イ
ナ
リ
ー

で
は
、
近
く
に
大
量
に
貯
蔵
で
き
る
セ
ラ

ー
が
あ
る
こ
と
は
非
常
に
有
難
い
こ
と
で

あ
り
、
ワ
イ
ン
産
業
の
振
興
に
役
立
っ
て

い
ま
す
。
個
人
用
は
、
貸
セ
ラ
ー
と
な
っ

て
い
て
、
借
主
の
方
の
ワ
イ
ン
を
貯
蔵
し

て
い
ま
す
。
首
都
圏
を
中
心
に
県
外
者
の

利
用
が
多
く
、
常
に
空
き
待
ち
の
状
態

20

鉄
道
ト
ン
ネ
ル
を
ワ
イ
ン
カ
ー
ヴ
と
遊
歩
道
に
再
生

三
森
哲
也
（
甲
州
市
観
光
産
業
部
観
光
課
）

特
集
4

近
代
化
産
業
遺
産
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

■写真1 一面にぶどう畑が広がる甲州市勝沼町
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で
す
。

個
人
用
ラ
ッ
ク
の
使
用
料
金
は
、
一
ユ

ニ
ッ
ト
（
約
三
百
本
）
で
月
額
二
千
五
百

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
市
営
の
観
光
施
設

で
あ
る
勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘
が
管
理
運
営
を

行
っ
て
い
ま
す
。

ト
ン
ネ
ル
の
ワ
イ
ン
セ
ラ
ー
は
、
急
に

思
い
つ
い
た
話
で
は
な
く
、
勝
沼
で
は
歴

史
的
な
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
十
年

に
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
し
、
二
年
後
に
帰
国

し
て
ワ
イ
ン
産
業
の
基
礎
を
築
い
た
土
屋

龍
憲
が
、
中
央
本
線
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
明
治
三
十
一
年
こ
ろ

に
自
宅
の
醸
造
所
に
セ
ラ
ー
を
造
り
ま
し

た
。
ト
ン
ネ
ル
と
同
じ
レ
ン
ガ
や
工
法
を

用
い
ま
し
た
。
こ
の
セ
ラ
ー
は
「
龍
憲
セ

ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
、
国
の
登
録
文
化
財
と

し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
セ
ラ
ー
を
身
近
に
見
て
い

た
地
元
で
は
、
ト
ン
ネ
ル
が
廃
線
に
な
る

こ
ろ
か
ら
「
ワ
イ
カ
ー
ヴ
に
し
よ
う
」
と

い
う
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

臨
場
感
あ
ふ
れ
る
遊
歩
道
ト
ン
ネ
ル

遊
歩
道
化
し
た
ト
ン
ネ
ル
は
、
勝
沼

こ
と
は
、
ま
さ
に
流
通
革
命
で
し
た
。
鉄

道
開
通
以
降
、
増
産
が
図
ら
れ
る
と
と
も

に
観
光
団
の
招
聘
も
行
わ
れ
、
ぶ
ど
う
狩

り
と
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
見
学
と
い
う
今
日
の

観
光
の
も
と
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

近
代
化
産
業
遺
産
は
「
活
用
さ
れ
る
こ

と
に
意
義
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
鉄

道
ト
ン
ネ
ル
の
役
割
を
終
え
た
二
本
の
ト

ン
ネ
ル
は
、
ワ
イ
ン
セ
ラ
ー
と
遊
歩
道
と

い
う
新
た
な
使
命
を
与
え
ら
れ
て
、
今
な

お
現
役
の
ト
ン
ネ
ル
と
し
て
地
域
社
会
に

貢
献
し
て
い
ま
す
。

人
を
つ
な
ぐ
フ
ッ
ト
パ
ス
の
輪

今
回
の
取
り
組
み
で
は
、
遺
産
群
の
修

復
な
ど
ハ
ー
ド
事
業
と
並
行
し
て
、
遺
産

群
を
つ
な
ぐ
フ
ッ
ト
パ
ス
を
活
か
し
た
ソ

フ
ト
事
業
を
展
開
し
ま
し
た
。

フ
ッ
ト
パ
ス
は
、
十
九
世
紀
に
英
国
で

始
ま
っ
た
取
り
組
み
で
、
自
然
や
歴
史
文

化
を
楽
し
み
な
が
ら
歩
く
散
策
道
の
こ
と

で
す
。
市
民
も

参
画
し
て
資

源
の
発
掘
や

ル
ー
ト
の
設

定
を
行
い
、

勝
沼
ぶ
ど
う

郷
駅
を
起
点

に
ル
ー
ト
を

つ
く
り
ま
し

た
。
大
日
影

ト
ン
ネ
ル
や

明
治
の
ワ
イ

ン
醸
造
所
の

遺
構
な
ど
近

代
化
産
業
遺

産
を
は
じ
め
、

奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
史
跡
、
数
々

の
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
ま
わ
り
ま
す
。
場
所
に

よ
っ
て
は
、
ぶ
ど
う
畑
の
間
を
縫
う
よ
う

に
歩
き
ま
す
。
勝
沼
な
ら
で
は
の
コ
ー
ス

で
す
。

市
民
有
志
に
よ
る
フ
ッ
ト
パ
ス
の
会
も

立
ち
上
が
り
、
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い

ま
す
。
沿
道
の
農
家
の
皆
さ
ん
が
自
宅
を

利
用
し
て
「
縁
側
カ
フ
ェ
」
を
開
く
な
ど
、

新
た
な
展
開
も
見
ら
れ
ま
す
。
人
を
つ
な

ぐ
フ
ッ
ト
パ
ス
の
輪
が
徐
々
に
広
が
り
、

地
域
の
活
性
化
が
よ
り
一
層
、
図
ら
れ
て

い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

【
写
真
提
供
】

甲
州
市
観
光
産
業
部
提
供

ぶ
ど
う
郷
駅
寄
り
に
あ
る
大
日
影
ト
ン

ネ
ル
で
す
。
平
成
十
九
年
八
月
に
再
開

通
し
ま
し
た
。
長
さ
千
三
百
六
十
七
メ

ー
ト
ル
の
坑
内
は
、
蒸
気
機
関
車
の
煤

（
す
す
）
が
付
着
し
た
レ
ン
ガ
や
、
鉄
道

標
識
、
待
避
抗
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

レ
ー
ル
や
枕
木
は
そ
の
ま
ま
で
、
両
側

を
歩
き
や
す
く
舗
装
し
た
以
外
は
、
可

能
な
限
り
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
当
時
の
雰
囲

気
を
残
し
て
い
ま
す
。

一
直
線
に
延
び
た
レ
ー
ル
沿
い
に
歩
い

て
い
る
と
、
ふ
と
向
こ
う
か
ら
列
車
が
走

っ
て
来
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
実
際
、
入
口
付
近
は
隣
り
の
ト
ン

ネ
ル
を
通
過
す
る
列
車
の
音
が
大
き
く
聞

こ
え
る
た
め
、
驚
い
て
悲
鳴
を
上
げ
た
人

も
い
る
ほ
ど
で
す
。
臨
場
感
あ
る
鉄
道
ト

ン
ネ
ル
は
、
鉄
道
フ
ァ
ン
以
外
の
方
も
大

勢
訪
れ
て
い
ま
す
。

中
央
本
線
の
開
通
は
、
勝
沼
の
ぶ
ど
う

と
ワ
イ
ン
産
業
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
。
東
京
ま
で
馬
の
背
に
載

せ
て
何
日
も
か
か
っ
て
運
ん

で
い
た
ぶ
ど
う
や
ワ
イ
ン

が
、
わ
ず
か
半
日
足
ら
ず
で

輸
送
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

21

三森哲也　プロフィール
（甲州市観光産業部観光課）

1955年山梨県勝沼町（現甲州市）生まれ。

大学時代の4年間を除き勝沼に在住。78年に

旧勝沼町役場に入る。広報、観光、ワイン

振興、ぶどうの丘勤務など、対外的な仕事

の経験が多く、住民としてもまちづくり活

動に関わる。合併前から近代化産業遺産の

整備事業を担当、ぶどうとワインの歴史文

化を活かした地域活性化に取り組んでいる。

■写真3 「龍憲セラー」国の登録文化財

■写真2 深沢トンネルはワインカーヴに生ま
れ変わった

■写真5 近代化産業遺産をめぐるフットパスツアーは人気
がある

■写真4 レールが残る遊歩道

09_特集4.qxd  09.12.24 3:37 PM  ページ 21



22

渡
良
瀬
遊
水
地
は
栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、

茨
城
四
県
の
県
境
に
ま
た
が
り
、
面
積
は
三

三
〇
〇
ha
、
治
水
容
量
は
一
七
一
八
〇
万
3m

と
日
本
最
大
の
遊
水
地
で
あ
る
。
遊
水
地
に

は
渡
良
瀬
川
、
思
川

お
も
い
が
わ
、
巴
波
川

う
ず
ま
が
わ

の
三
河
川
が

集
ま
り
、
利
根
川
水
系
の
治
水
上
、
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

渡
良
瀬
遊
水
地
の
歴
史

渡
良
瀬
遊
水
地
の
計
画
は
一
九
〇
三
年
に

遡
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
二

二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
渡
良
瀬
川
の
改
修

工
事
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
。

遊
水
地
誕
生
以
前
の
当
地
は
、
沼
地
や
湿

地
が
広
が
る
洪
水
常
襲
地
帯
で
あ
っ
た
。
そ

の
為
、
当
地
の
谷
中
村
の
人
々
は
集
落
を
堤

防
で
囲
み
、
母
屋
の
近
く
に
土
を
盛
り
、
水

塚
を
造
っ
て
洪
水
に
備
え
て
い
た
。
し
か
し
、

一
八
九
〇
年
、
一
八
九
六
年
の
洪
水
で
氾
濫

水
と
と
も
に
足
尾
銅
山
の
鉱
滓
こ
う
さ
い

等
が
沿
川
の

農
地
に
流
出
、
そ
の
被
害
は
広
範
囲
に
及
び

鉱
毒
反
対
運
動
が
拡
大
し
た
。
さ
ら
に
一
九

〇
二
年
の
洪
水
で
谷
中
村
は
水
没
し
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
一
九
〇
三
年
、
政
府
に
よ
る
第
二

次
鉱
毒
調
査
委
員
会
は
「
足
尾
銅
山
に
関
す

る
調
査
報
告
書
」
を
提
出
、
そ
の
過
程
で
谷

中
村
の
遊
水
地
化
案
が
具
体
化
し
た
も
の
の

反
対
闘
争
が
発
生
す
る
な
ど
、
工
事
着
手
に

至
る
ま
で
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
や
が
て
村

民
の
移
住
が
始
ま
り
一
九
〇
六
年
に
谷
中
村

は
廃
村
、
一
九
一
八
年
に
は
渡
良
瀬
川
付
け

替
え
工
事
が
完
了
し
、
人
々
の
大
き
な
犠
牲

の
も
と
、
一
九
二
二
年
に
遊
水
地
は
完
成
し
た
。

治
水
事
業
の
推
進

そ
の
後
も
相
次
い
だ
大
洪
水
を
契
機
に
、

渡
良
瀬
川
、
思
川
、
巴
波
川
に
沿
っ
て
新
し

く
囲
繞
堤

い
ぎ
ょ
う
て
い

や
越
流
堤
が
設
け
ら
れ
、
大
洪
水

時
だ
け
調
節
池
に
川
の
水
を
流
入
さ
せ
て
洪

水
調
節
機
能
を
増
大
さ
せ
る
事
業
が
実
施
さ

れ
た
。
こ
の
事
業
は
一
九
六
三
年
に
着
工
さ

れ
、
一
九
七
〇
年
に
第
一
調
節
池
、
一
九
七

二
年
に
第
二
調
節
池
が
概
成
、
一
九
九
七
年

に
は
第
三
調
節
池
も
概
成
し
た
。
さ
ら
に
、

第
一
調
節
池
内
を
掘
削
し
て
貯
水
池
を
設

け
、
洪
水
調
節
の
容
量
増
大
と
新
規
都
市
用

広
報
委
員
会
　
遠
藤
徹
也

渡
良
瀬
遊
水
地

坂
東
の
原
風
景

1
35 4

6 2

7 8
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水
の
容
量
確
保
等
を
目
的
と
し
た
事
業
が
進

め
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
に
谷
中
湖
が
概
成
し

た
。三

枚
の
空
中
写
真
の
う
ち
、
一
九
四
七
年

は
関
東
各
地
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た

カ
ス
リ
ー
ン
台
風
が
来
襲
し
た
年
の
も
の
で

あ
る
。
一
九
八
一
年
は
ハ
ー
ト
型
の
谷
中
湖

が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

渡
良
瀬
遊
水
地
の
自
然
環
境

渡
良
瀬
遊
水
地
は
湿
地
環
境
が
保
た
れ
、

特
に
ヨ
シ
原
は
一
五
〇
〇
ha
と
本
州
最
大
の

面
積
を
誇
り
、
九
〇
〇
種
以
上
の
植
物
が
生

息
す
る
。
こ
れ
は
、
遊
水
地
と
し
て
の
機
能

を
保
持
す
る
為
に
ヨ
シ
原
や
沼
を
ご
く
自
然

に
残
し
て
き
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

ヨ
シ
焼
等
、
人
の
手
に
よ
っ
て
自
然
環
境
を

保
全
す
る
営
み
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

現
在
の
渡
良
瀬
遊
水
地
に
は
谷
中
湖
を
中

心
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
が
整
備
さ
れ
、

多
く
の
利
用
者
で
賑
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、

広
大
な
ヨ
シ
原
に
は
、
一
〇
〇
年
以
上
前
か
ら

始
ま
っ
た
遊
水
地
整
備
に
よ
り
、
そ
こ
が
洪
水

常
襲
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
く
ら
い
静

か
な
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

『
渡
良
瀬
遊
水
地
成
立
史(

通
史
編)

』
渡
良
瀬
遊

水
地
成
立
史
編
纂
委
員
会
　
二
〇
〇
六
年

『
渡
良
瀬
遊
水
地
』
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
国
土
交

通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事

務
所

「
財
団
法
人
渡
良
瀬
遊
水
地
ア
ク
リ
メ
ー
シ
ョ

ン
振
興
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

http://w
w
w
1.odn.ne.jp/̃aan53170/w

trs/

1 遊水地内部の河道部と調整池を区切る囲繞堤。背後には広大なヨシ原が
広がる

2 遊水地内を流れる渡良瀬川

3 空中写真 1947年【米軍撮影の空中写真（1947年撮影）】

4 空中写真 1981年【国土地理院撮影の空中写真（1981年撮影）】

5 空中写真 2004年【国土地理院撮影の空中写真（2004年撮影）】

6 一定の水位以上となった際、洪水を調整池に流入させる役割を持つ越流堤。

囲繞堤の一部が低くされている

7 谷中湖周辺は広場として整備され、人々で賑わう

8 旧谷中村役場跡。遊水地の一部が谷中村史跡保全ゾーンとなっている
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自
転
車
ブ
ー
ム
の
到
来

最
近
、”
エ
コ
“を
テ
ー
マ
に
し
た
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
や
、
メ
タ
ボ
対
策
な
ど
の
健
康

志
向
の
影
響
で
、
自
転
車
ブ
ー
ム
が
到
来

し
て
お
り
、
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ

ィ
ア
で
も
、
高
級
自
転
車
の
特
集
や
、
芸

能
人
、
政
治
家
の
自
転
車
移
動
の
様
子
が

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
本
格
的
な
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
プ
の
も
の

だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
マ
マ
チ
ャ
リ
も

電
動
ア
シ
ス
ト
が
つ
い
た
も
の
が
普
及
し

て
き
て
お
り
、
ま
さ
に
、
子
ど
も
か
ら
大

人
ま
で
、
遊
び
か
ら
本
気
ま
で
、
い
ろ
い

ろ
な
シ
ー
ン
で
利
用
さ
れ
る
乗
り
物
と
な

っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
都
心
部
で
は
五
km
く
ら
い
の
短

い
距
離
な
ら
実
は
歩
き
や
車
よ
り
早
い
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
通
勤
時
間
帯
に
ス

ー
ツ
で
自
転
車
に
の
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

姿
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
自
転
車
と
は
一

番
縁
遠
い
、
坂
の
街
長
崎
出
身
の
私
で
も
、

毎
朝
、
自
宅
か
ら
駅
ま
で
自
転
車
で
通
っ

て
い
ま
す
。

自
転
車
と
歩
行
者
の
共
存

自
転
車
の
利
用
者
数
が
増
え
る
こ
と
は

環
境
や
健
康
面
な
ど
か
ら
色
々
良
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
同
じ
空

間
を
使
っ
て
い
る
歩
行
者
に
し
わ
寄
せ
が

き
て
い
ま
す
。
自
転
車
と
歩
行
者
が
区
分

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
高
速
で
向

か
っ
て
く
る
若
者
や
群
れ
だ
っ
て
く
る
学

生
達
、
後
ろ
か
ら
ベ
ル
を
鳴
ら
し
ま
く
る

お
じ
さ
ん
等
々
、
な
ぜ
か
歩
行
者
が
よ
け

る
立
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
自
転
車
か
ら
の
攻
撃

に
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
な
い

高
齢
者
や
子
ど
も
、
障
害
者
な

ど
が
、
自
転
車
と
の
事
故
に
巻

き
込
ま
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い

ま
す
。

そ
こ
で
、
全
国
的
に
自
転
車

の
走
行
環
境
を
整
え
よ
う
と
い

う
動
き
が
あ
り
、
国
土
交
通
省

と
警
察
庁
が
手
を
組
ん
で
、
平

成
二
十
年
一
月
に
戦
略
的
に
整

備
を
進
め
る
「
モ
デ
ル
地
区
」

を
全
国
九
十
八
地
区
選
定
し
ま

し
た
。

東
京
都
内
で
は
モ
デ
ル
地
区

と
し
て
、
江
東
区
（
亀
戸
地
区
）、

渋
谷
区
（
渋
谷
区
幡
ヶ
谷
地
区
）、

三
鷹
市
（
か
え
で
通
り
・
三
鷹

地
区
）、
武
蔵
野
市
（
か
え
で
通

り
・
武
蔵
野
地
区
）
の
四
自
治
体
が
選
ば

れ
て
い
ま
す
。

モ
デ
ル
地
区
〜
三
鷹
市
か
え
で
通
り

モ
デ
ル
地
区
の
ひ
と
つ
、
三
鷹
市
と
武

蔵
野
市
に
ま
た
が
る
『
か
え
で
通
り
』
で

は
、
昨
年
度
か
ら
二
つ
の
市
が
一
緒
に
な

っ
て
自
転
車
道
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

か
え
で
通
り
は
JR
中
央
線
武
蔵
境
駅
の

駅
南
口
か
ら
南
へ
、
東
八
道
路
ま
で
の
間

を
つ
な
い
で
お
り
、
通
り
沿
い
に
は
大
型

の
ス
ー
パ
ー
、
小
学
校
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
が
び
っ
し
り
と
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
。

ま
さ
に
”
暮
ら
し
“に
密
着
し
た
通
り
で
、

犬
を
散
歩
す
る
女
性
、
通
学
す
る
学
生
、

通
勤
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
ベ
ビ
ー
カ
ー

を
押
し
て
買
い
物
に
行
く
女
性
、
井
戸
端

会
議
す
る
主
婦
、
日
向
ぼ
っ
こ
す
る
お
じ

い
さ
ん
な
ど
様
々
で
す
。

「
か
え
で
通
り
」
を
訪
れ
て

か
え
で
通
り
の
自
転
車
道
は
、
三
鷹
市

の
東
八
道
路
か
ら
武
蔵
野
市
の
武
蔵
境
駅

ま
で
を
つ
な
ぐ
約
一.

六
km
の
区
間
で
計
画

さ
れ
て
い
ま
す
。
元
々
幅
員
が
広
く
路
上

駐
車
も
多
く
み
ら
れ
た
車
道
を
二
m
狭

め
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
自
転
車
が
専
用
で

走
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
（
自
転
車
道
）

を
整
備
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
歩
道

か
ら
自
転
車
が
い
な
く
な
り
、
歩
行
者
、

24
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三鷹市かえで通り自転車道

■自転車道がまだ整備されていない区間のかえで通り
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自
転
車
両
方
に
気
持
ち
よ
く
通

行
で
き
る
空
間
が
で
き
て
い
ま

す
。事

業
は
平
成
二
十
年
度
、
平

成
二
十
一
年
度
の
予
定
で
、
既

に
昨
年
度
に
は
か
え
で
通
り
が

連
雀
通
り
・
山
中
通
り
と
交
わ

る
約
〇.

六
km
の
区
間
が
完
成
し

て
い
ま
す
。
今
は
、
今
年
度
の

開
通
に
む
け
、
残
り
の
区
間
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

自
転
車
道
は
、
車
道
や
歩
道

と
は
縁
石
ブ
ロ
ッ
ク
で
区
切
ら

れ
て
い
て
、
構
造
的
に
も
見
た

目
に
も
別
の
空
間
と
な
っ
て
い

ま
す
。
車
道
と
の
間
に
は
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
も
設
置

さ
れ
て
い
て
、
自

転
車
は
車
に
お
び

え
る
こ
と
な
く
安

心
し
て
走
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
自
転

車
道
は
車
道
と
同

じ
高
さ
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
歩
道

に
面
し
た
車
庫
入

口
の
凸
凹
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
転
車

道
の
は
じ
ま
り
に

は
路
面
が
青
で
塗

ら
れ
て
い
て
、
違

い
が
は
っ
き
り
分

か
り
ま
す
。

バ
ス
停
部
分
が

ど
う
な
っ
て
い
る

か
と
い
う
と
、
そ
こ
は
バ
ス
停
の
島
を
車

道
寄
り
に
作
り
、
そ
の
区
間
は
自
転
車
の

ほ
う
が
歩
道
寄
り
を
走
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
バ
ス
停
の
島
に
は
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
や
、
自
転
車
道
を
横
切
る
横
断
歩
道
も

つ
い
て
お
り
、
何
と
も
凝
っ
た
つ
く
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。

自
転
車
道
の
安
心
を
支
え
る

平
日
の
日
中
に
現
地
を
訪
れ
て
み
る

と
、
自
転
車
道
を
次
か
ら
次
に
自
転
車
が

通
っ
て
い
て
、
そ
の
脇
の
歩
道
で
は
高
齢

者
や
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
す
人
た
ち
が
ゆ
っ

た
り
と
歩
く
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
自
転

車
と
歩
行
者
を
分
け
た
こ
と
で
ど
ち
ら
に

と
っ
て
も
安
心
、
快
適
に
利
用
で
き
る
環

境
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
別
の
自

転
車
が
い
る
と
き
な
ど
に
歩
道
を
走
行
す

る
人
も
見
う
け
ら
れ
、
ま
だ
十
分
に
自
転

車
道
の
利
用
が
定
着
し
て
な
い
よ
う
で

し
た
。

土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
こ
の
よ

う
な
整
備
の
計
画
に
関
わ
っ
て
い
る
身
と

し
て
は
、
環
境
に
や
さ
し
い
自
転
車
が
”

悪
者
“
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
こ

れ
か
ら
も
自
転
車
の
利
用
環
境
の
整
備

（
ハ
ー
ド
整
備
）
と
あ
わ
せ
て
、
自
転
車

を
利
用
す
る
人
の
マ
ナ
ー
の
向
上
を
促
す

様
々
な
取
り
組
み
（
ソ
フ
ト
施
策
）
を
セ

ッ
ト
で
進
め
て
い
く
必
要
性
を
し
み
じ
み

と
感
じ
ま
し
た
。
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若
松
│
有
識
者
に
よ

る
診
断
及
び
検
討
会

を
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
す
が
。

今
井
│
道
路
防
災
対

策
を
よ
り
確
実
な
も

の
に
す
る
た
め
、
各

地
域
に
精
通
し
た
学

識
経
験
者
に
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
想
定

さ
れ
る
災
害
規
模
や

問
題
点
お
よ
び
対
策

工
の
設
計
諸
元
を
提

示
し
、
対
策
施
設
や

道
路
防
災
上
の
留
意

点
や
不
足
点
の
指
摘

と
、
今
後
の
道
路
防

災
対
策
事
業
へ
の
意

見
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

若
松
│
そ
の
他
ど
の

よ
う
な
検
討
を
さ
れ

ま
し
た
か
。

今
井
│
こ
れ
ま
で
、

こ
の
区
間
は
通
行
規

制
が
多
く
、
沿
道
住
民
の
負
担
も
大
き
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
規
制
解
除
を
実
施

し
た
際
の
影
響
集
落
数
や
影
響
人
口
を
把

握
し
て
、
ど
の
位
の
沿
道
住
民
の
方
の
利

便
性
が
良
く
な
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。

若
松
│
今
井
さ
ん
は
今
後
ど
の
よ
う
な
技

術
者
を
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
か
?

今
井
│
専
門
的
な
知
識
や
経
験
は
ま
だ
ま

だ
勉
強
す
べ
き
事
が
多
い
で
す
が
、
発
注

者
や
社
内
外
の
方
に
「
あ
の
人
な
ら
」
と

地
域
に
密
着
し
た
道
路
防
災
計
画

を
目
指
し
て

今
井
│
技
術
監
理
セ
ン
タ
ー
地
質
防
災
グ

ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
る
今
井
で
す
。
平

成
十
三
年
に
入
社
し
、
九
年
目
に
な
り
ま

す
。
主
に
斜
面
防
災
設
計
や
地
盤
に
関
す

る
解
析
や
検
討
業
務
に
携
わ
っ
て
き
ま
し

た
。

若
松
│
関
東
地
方
整
備
局
表
彰
業
務
の

「
H
20
管
内
道
路
防
災
検
討
業
務
」
を
担
当

さ
れ
ま
し
た
が
、
業
務
の
技
術
的
特
徴
な

ど
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

今
井
│
こ
の
業
務
で
は
、
国
道
二
十
号
お

よ
び
五
十
二
号
の
事
前
通
行
規
制
区
間
に

お
い
て
、
有
識
者
に
よ
る
現
地
診
断
や
検

討
会
を
通
し
て
、
落
石
や
崩
壊
等
の
お
そ

れ
が
あ
る
箇
所
の
対
策
施
設
や
点
検
方
法

に
関
す
る
留
意
事
項
を
検
討
し
、
国
道
五

言
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
技
術
者
に
な

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
松
│
ま
だ
お
若
い
で
す
が
、
後
輩
の
方

に
ア
ド
バ
イ
ス
を
。

今
井
│
昨
今
、
公
共
事
業
へ
の
風
当
た
り

も
強
い
で
す
が
、
社
会
に
貢
献
し
て
い
る

と
い
う
意
識
と
自
信
を
持
っ
て
日
々
の
業

務
に
取
り
組
め
ば
、
き
っ
と
地
域
の
住
民

の
方
に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
結

果
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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連載 業務インタビュー 技術人に聞く

十
二
号
の
規
制
解
除
に
係
わ
る
申
請
を
行

い
ま
し
た
。
技
術
的
特
徴
と
し
て
は
、
雨

量
規
制
を
解
除
し
て
も
規
制
区
間
全
体
の

安
全
性
が
十
分
か
、
ま
た
、
現
在
の
防
災

カ
ル
テ
等
に
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
他
に
災

害
要
因
は
無
い
か
を
評
価
し
た
と
こ
ろ
で

す
。
さ
ら
に
、
空
中
写
真
判
読
の
他
、
ラ

ジ
コ
ン
ヘ
リ
に
よ
る
空
中
写
真
撮
影
を
行

い
、
最
新
の
斜
面
状
況
を
確
認
す
る
と
共

に
、
対
象
地
を
く
ま
な
く
現
地
踏
査
し
て

災
害
要
因
の
把
握
に
努
め
ま
し
た
。

若
松
│
道
路
防
災
業
務
の
着
眼
点
は
ど
の

よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
か
?

今
井
│
対
象
地
域
の
地
形
・
地
質
の
形
成

史
、
気
象
状
況
、
災
害
履
歴
、
周
辺
地
域

の
土
地
利
用
な
ど
を
よ
く
調
べ
た
う
え
で
、

個
々
の
事
象
に
ど
ん
な
繋
が
り
が
あ
り
、

ど
ん
な
問
題
点
が
あ
る
か
を
総
合
的
に
判

断
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 H20管内道路防災検討業務

東京コンサルタンツ株式会社
技術監理センター地質防災グループ今井　秀浩さん

発注者：国土交通省関東地方整備局

■現地での有識者を交えた診断状況
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災
害
発
生
時
の
迅
速
な
復
旧
と
正

確
な
情
報
伝
達
を
目
指
し
て

中
野
│
道
路
計
画
部
の
部
長
を
し
て
お
り

ま
す
中
野
で
す
。

技
術
歴
二
十
六
年
の
中
で
道
路
の
計
画
や

設
計
を
中
心
に
二
十
年
間
、
最
近
の
六
年

間
は
主
に
道
路
環
境
や
防
災
の
業
務
に
携

わ
っ
て
お
り
ま
す
。

若
松
│
業
務
の
内
容
を
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

中
野
│
こ
の
業
務
は
、
大
規
模
な
地
震
が

発
生
し
た
場
合
を
想
定
し
て
、
横
浜
国
道

事
務
所
が
実
施
し
て
い
る
改
築
工
事
現
場

や
管
理
区
間
の
被
災
箇
所
の
復
旧
に
必
要

な
情
報
を
迅
速
に
収
集
す
る
方
策
と
初
期

活
動
の
検
討
を
実
施
し
た
も
の
で
す
。
道

路
を
管
理
す
る
事
務
所
の
使
命
は
、
管
理

路
線
の
迅
速
な
復
旧
と
二
次
災
害
の
防
止

と
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
迅

速
で
か
つ
正
確
な
被
害
状
況
の
把
握
が
重

要
と
な
り
ま
す
。

若
松
│
技
術
的
特
徴
は
何
で
す
か
。

中
野
│
技
術
的
な
特
徴
と
し
て
は
、
検
討

の
手
法
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

業
務
で
は
、
何
を
ど
の
レ
ベ
ル
で
検
討
す

る
か
が
課
題
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
管
内

に
発
生
が
予
測
さ
れ
る
地
震
の
災
害
シ
ナ

リ
オ
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
顕
在

化
し
て
く
る
問
題
点
と
そ
の
解
決
策
を
検

討
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
近
年
発
生

し
た
地
震
災
害
事
例
か
ら
、
初
動
時
に
お

け
る
留
意
事
項
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て

整
理
・
分
析
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、

災
害
発
生
時
の
情
報
収
集
・
処
理
・
伝
達
、

組
織
間
調
整
・
指
示
・
要
請
、
応
急
復
旧

等
に
つ
い
て
、
今
後
対
応
す
べ
き
方
針
を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

若
松
│
ご
苦
労
さ
れ
た
点
は
ど
の
よ
う
な

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か

中
野
│
類
例
の
少
な
い
業
務
で
あ
っ
た
め
、

「
検
討
内
容
に
漏
れ
が
な
い
こ
と
」「
検
討

の
内
容
が
適
切
で
あ
る
こ
と
」
を
検
証
す

る
手
法
に
工
夫
が
あ
り
ま
す
。
過
去
の
震

災
事
例
を
活
か
し
た
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
す

る
た
め
に
、
北
陸
地
方
整
備
局
（
中
越
・

能
登
沖
・
中
越
沖
地
震
）
へ
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
検
証
手

法
が
評
価
を
頂
い
た
と
も
思
い
ま
す
。

若
松
│
発
注
者
自
身
が
被
災
者
と
な
っ
た
場

合
に
も
役
立
つ
も
の
と
思
い
ま
す
が
。

中
野
│
災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
防

災
業
務
計
画
や
業
務
継
続
計
画
（
B
C
P
）

も
別
途
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
業
務
で
は
横
浜
国
道
事
務
所
の
リ

ソ
ー
ス
を
分
析
し
た
上
で
、
情
報
収
集
、

情
報
発
信
を
如
何
に
迅
速
に
執
り
行
う
か

に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
B
C
P
な
ど
の

既
存
計
画
に
、
不
足
す
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
今
後
実
施
す
べ
き
内
容
と
し
て
提
案

し
ま
し
た
。
業
務
改
善
に
対
す
る
一
助
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

若
松
│
今
後
ど
の
よ
う
な
技
術
者
を
目
指

さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か

中
野
│
今
年
で
五
十
歳
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
様
々
な
人
に
支
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
今
後
は
今
ま
で
経
験
し
て
き
た
も

の
を
よ
り
多
く
の
人
に
伝
え
、
支
え
る
側

に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

も
、
新
し
い
分
野
に
も
興
味
を
持
ち
続
け
、

技
術
者
と
し
て
進
化
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

若
松
│
後
進
の
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

中
野
│
振
り
返
る
と
「
継
続
は
力
な

り
」
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
仕

事
を
二
十
六
年
続
け
て
き
ま
し
た
が
、

長
か
っ
た
と
も
、
も
う
飽
き
た
と
も

思
い
ま
せ
ん
。
い
つ
も
新
し
い
課
題

が
前
に
現
れ
、
余
裕
を
持
た
せ
て
も

ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
音
で

す
ね
。
こ
こ
ま
で
楽
し
く
仕
事
が
続

け
ら
れ
た
の
は
、
興
味
を
持
ち
続
け

ら
れ
た
こ
と
、
好
き
に
な
れ
た
こ
と

が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
是
非
、
若

い
技
術
者
の
方
に
も
興
味
を
持
ち
続

け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

BUSINESS INTERVIEW

聞き手：広報委員会　若松孝至

H20横浜国道事務所災害発
生時における迅速な情報収
集に関する検討業務

株式会社建設環境研究所
執行役員 道路計画部 部長 中野　裕之さん

発注者：国土交通省関東地方整備局■南関東地震を被災シナリオとした課題抽出図

連載3.qxd  10.1.4 10:36 AM  ページ 27



28

関
東
支
部
は
創
立
以
来
四
十
一
年
目

を
迎
え
、正
会
員
・
地
域
研
究
員
を
含
め

一
七
四
社
を
擁
す
る
全
国
最
大
の
支
部

で
あ
り
、コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
い
う
職
域

の
確
立
・
地
位
向
上
を
目
的
と
し
て
、対

外
活
動
・
技
術
向
上
活
動
を
主
体
に
、歴

史
あ
る
厚
生
事
業
な
ど
を
含
め
た
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
外
活
動
は
、
今
年
度
も
国
・
県
・
政

令
市
な
ど
の
発
注
者
に
対
し
幹
部
訪
問

や
意
見
交
換
会
を
実
施
し
て
、
取
り
巻

く
環
境
に
関
す
る
課
題
や
対
応
に
つ
い

て
の
討
議
・
情
報
交
換
を
行
い
、よ
り
良

い
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
向
け
た
提
案
・
要

望
等
を
行
い
ま
し
た
。
今
年
の
話
題
は
、

低
価
格
入
札
等
に
伴
う
設
計
品
質
の
低

下
や
企
業
経
営
の
疲
弊
に
よ
る
人
材
の

流
失
な
ど
、
将
来
の
社
会
基
盤
整
備
を

担
う
技
術
と
技
術
者
の
消
失
に
つ
い
て
、

ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
多
く
さ

れ
ま
し
た
。（
写
真
1
）

技
術
向
上
活
動
は
、
関
東
支
部
が
主

催
・
関
与
し
た
研
修
会
・
講
演
会
・
現
場

見
学
会
な
ど
今
年
度
は
延
べ
三
十
五
件

で
、
専
門
技
術
に
関
す
る
も
の
、
環
境
・

品
質
向
上
・
災
害
復
旧
な
ど
に
関
す
る

も
の
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
今
後
の
イ

ン
フ
ラ
整
備
に
関
す
る
も
の
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

事
務
局
だ
よ
り

関東支部
活動紹介

関
東
支
部
の
あ
る
ビ
ル
の
近
郊

は
今
、
新
築
ビ
ル
の
ラ
ッ
シ
ュ
で

す
。
大
き
な
ビ
ル
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
小
さ
な
一
戸
建
て
住
宅
と

隣
接
す
る
ビ
ル
を
壊
し
て
新
た
な

ビ
ル
を
建
て
た
り
、
隣
接
す
る
小

さ
な
ビ
ル
三
棟
を
一
棟
に
す
る
な

ど
の
方
法
の
よ
う
で
す
。

事
務
所
の
ベ
ラ
ン
ダ
を
喫
煙
コ

ー
ナ
ー
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
見
え
る
範
囲
の
ビ

ル
で
も
、
テ
ナ
ン
ト
が
よ
く
引
越

し
を
し
て
い
ま
す
。

事
務
所
に
通
勤
す
る
道
は
、
神

田
駅
西
口
を
出
て
、「
西
口
商
店

街
」
を
歩
き
ま
す
が
、
お
店
の

出
・
退
店
も
多
く
見
え
け
ら
れ
ま

す
。「
長
崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」
が
閉

店
し
「
麺
屋
武
蔵
神
山
」
と
な
り
、

「
携
帯
電
話
のa

u

」
が
東
口
に
移

転
し
「
つ
け
麺
専
門
店
三
田
製
麺

所
」
と
な
り
ま
し
た
。
西
口
商
店

街
に
は
鰻
屋
が
「
う
な
正
」「
名

代
宇
奈
と
と
」
と
二
軒
あ
り
、
麺

の
店
も
「
神
田
ラ
ー
メ
ン
」「
名

代
富
士
そ
ば
」
「
博
多
流
斗
樹
」

餃
子
専
門
店
「ch

a
ch
a
o

」
等
な

ど
、
弁
当
戦
争
も
大
変
で
二
六
〇

円
〜
五
〇
〇
円
前
後
で
販
売
合
戦

で
す
。

す
ぐ
近
く
に
十
月
よ
り
弁
当
の

「
新
潟
本
舗
ふ
る
さ
と
屋
」
が
開

店
し
昼
休
み
は
長
蛇
の
列
で
す
。

夕
方
に
な
り
ま
す
と
、
焼
鳥
屋

「
二
番
鶏
」
が
盛
況
で
す
。（
一
番

鶏
で
な
い
の
が
み
そ
?
）

コ
ー
ヒ
ー
専
門
店
も
沢
山
あ
り

ま
す
。「
斉
藤
コ
ー
ヒ
ー
内
神
田

店
」
の
ブ
レ
ン
ド
は
絶
品
で
す
ぞ
。

そ
の
他
に
も
東
京
十
二
チ
ャ
ン

ネ
ル
の
「
ア
ド
マ
チ
ッ
ク
天
国
」

で
紹
介
さ
れ
た
そ
ば
処
「
浅
野
屋
」

は
隣
り
、
ゴ
ル
フ
好
き
に
は
「
ゴ

ル
フ
ジ
ャ
パ
ン
」、
食
べ
す
ぎ
で

体
調
を
こ
わ
し
た
ら
「
内
科
・
胃

腸
科

神
田
診
療
所
」
等
々
、
便

利
な
事
務
所
の
近
所
で
す
。

今
年
は「
低
炭
素
社

会
の
ま
ち
づ
く
り
」（
写

真
2
）、「
自
ら
を
律
す

る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
」「
災
害
復
旧
に
向
け

た
技
術
」等
の
講
習
会

が
人
気
を
博
し
多
数

の
技
術
者
の
参
加
を

得
ま
し
た
。
そ
の
他
、

日
進
月
歩
の
設
計
・
施

工
技
術
に
関
す
る
勉

強
会
に
も
多
く
の
技
術

者
の
参
加
が
あ
り
、こ

の
職
域
の
技
術
者
の

高
い
上
昇
志
向
と
プ
ロ

意
識
が
窺
え
ま
し
た
。

関
東
支
部
で
は
、
創

立
の
初
期
か
ら
会
員

の
厚
生
事
業
と
し
て
、

野
球
大
会
・
テ
ニ
ス
大

会
・
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
な
ど
を
継
続
し

て
開
催
し
、
野
球
大
会
は
今
年
度
で
第

四
十
二
回
に
至
っ
て
い
ま
す（
写
真
3
）。

五
月
の
青
葉
爽
や
か
な
神
宮
外
苑
球
場

に
各
会
員
四
十
チ
ー
ム
の
熱
戦
が
展
開

さ
れ
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
勝
ち
上
が
る

毎
に
応
援
席
も
熱
狂
し
、
普
段
の
多
忙

な
業
務
を
忘
れ
た
楽
し
い
親
睦
の
ひ
と

時
を
過
ご
し
て
頂
き
ま
し
た
。

今
、我
々
の
団
体
を
取

り
巻
く
環
境
は
大
変
革

の
時
を
迎
え
て
い
ま
す

が
、関
東
支
部
は
よ
り
良

い
国
土
イ
ン
フ
ラ
整
備

に
資
す
る
職
域
団
体
と

し
て
、
今
後
と
も
こ
の
よ

う
な
活
動
を
粛
々
と
継

続
し
て
ゆ
く
所
存
で
す
。 ■ 写真1 自治体意見交換会

■写真2 講習会風景■ 写真3 野球大会風景
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和食と和飲（ワイン）
秋のぶどう狩りのシーズンも終わりに近づき、中央高速の笹子トンネルを抜け甲府

盆地に入ると、ピンク色のたわわに実ったぶどう畑が目に飛び込んできます。
このぶどうは古くから「甲州ぶどう」または「本ぶどう」とも呼ばれ、奈良時代から栽

培されてきました。当時、高僧行基が甲斐国内を遍歴の途中、薬効のある甲州ぶどう
の栽培方法を村人に伝えたとされています。
この頃は遣唐使の往来が盛んで、中国の文化が多く導入されましたが、ぶどう栽

培、ぶどう酒製造の導入もその一つです。甲州ぶどうの分類はヨーロッパ種の東洋系
に属しており、明らかに山ぶどうや、デラウェアや巨峰のようなアメリカ系ぶどうとは異
なっており、中国から入ってきたことを物語っています。
甲州ぶどうがワイン用として本格的に登場するのは、昭和初期になってからです。

それ以前は、主として生食用として栽培されていました。芭蕉の句、『勝沼や馬子も葡萄を食ひながら』はよく知られています。
甲州ぶどうのワインは戦後、醸造技術や品質管理の向上もあり、和食が海外で認められるようになるのに比例して、甲州種特

有のやや渋味を帯びた呈味と爽やかな香り、ほのかな酸味を持ったフレッシュでフルーティーなワインは世界的に脚光を浴びる
ようになりました。近年甲州種のワインはこの良さが認められ、本場の欧州に輸出されるようになりました。
特に和食特有の脂肪分の少ない、懐石料理等とのマッチングは最高です。甲州種ワインは、和食料理を引き立て、ワインが表

に出ない取り合わせは、まさに薄化粧をした奥ゆかしい日本女性に例えられます。
ヨーロッパのワインには無い山梨特有の甲州種ワインは、前出の料理の他、鮨、海産物料理、天ぷらにも良く合うので益々広

まるものと思われます。
ワインはその国、地域で育んだ食文化の一つであり、その地域の食物と良くマッチした飲み物です。そういう意味で、甲州種

ワインも日本の食文化の一員を成しており、これからも米の文化（清酒）と共に新しい文化を構築していくものと考えられます。
さて、山梨地域委員会ですが地元に一般社団法人の協会があり１８社が加盟しております。３社がJCCA正会員、５社が関東支

部地域研究員、広域業者が６社　計１４社で地域委員会を構成しております。従いまして、委員会活動は地元協会と共同開催す
ることが多く成功を収めております。山梨の特色と自負しております。

理事・山梨地域委員長　山寺健二（株式会社サンポー代表取締役）

地域委員会だより～山梨地域委員会

発行日 平成22年1月1日発行
編　集 広報委員会
発　行 JCCA 社団法人 建設コンサルタンツ協会 関東支部 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-10 松楠ビル4階

Phone…03-5297-5951 Fax…03-5297-5952 http://www.jcca-kt.jp

レイアウト制作印刷 株式会社 大　應

グローカル関東　Vol.3 January 2010

◇大日影トンネルの前に立つ。奥からは、良く冷やされた風が駆け抜け、少し肌寒くもあり清々しくもある。向こう側への期待と恐れ
を胸に、一歩を踏み出す。美味しいぶどうとワインが待っているといいな。（浅野）
◇四方を山で囲まれている。今号の特集の取材で訪れた山梨県の印象である。そこから、山々に囲まれているという安心感と、この地
の人々が抱く山に対する畏敬の念を少し理解することができた。（遠藤）
◇公共事業費削減の中、時勢に流されずに、技術的に高いものを提供するために努力されていることが改めて分かり、彼らの存在がコ
ンサル業界の宝であり、伝統の力となっていくものと確信しました。（若松）
◇今回は山梨の特集で，最初に山梨県庁を訪れた。そこでいろいろお話を伺ったが，これまで自分が知らなかった山梨の魅力も含めて，
山梨再発見の旅であった。特に，都会暮らしの私には，二地域居住には興味が沸いた。（稲田）
◇山梨県企画部リニア交通課の方には不確定な部分がありデリケートな時期にもかかわらずリニアの特集に寄稿して頂き感謝しており
ます。時速500km、東京－名古屋間が40分、東京－山梨間は15分位かな。近い、すごすぎる。（加納）
◇今回は2回目の担当なので慣れたものと思いきや、トラブルや自身のスランプに見舞われ、編集の難しさを思い知りました。その分、
思い入れもひとしおです。（佐藤）
◇大日影トンネルの取材を通じて知った「勝沼フットパス」。さながらまち全体をミニテーマパークに見立てて地元の観光資産を上手
に活用しており、その新鮮な発想に敬意を感じずにはいられませんでした。（趙）
◇早川町を訪れ、農山村の暮らしのほんの一端ですが触れることができました。 農山村の様々な課題や取り巻く環境・社会状況に
色々と考えさせられ、自分の生活を見つめ直す良い機会になったと思います。（荻島）

【グローカル関東　制作者】
広報委員会
委員長 浅野泰弘 セントラルコンサルタント（株）
副委員長 遠藤徹也 大日本コンサルタント（株）
委　員 若松孝至 （株）建設環境研究所
委　員 稲田栄作 東京コンサルタンツ（株）

編 集 後 記

■ 甲州ぶどう（本ぶどう）

委　員 佐藤真理子 （株）オリエンタルコンサルタンツ
委　員 加納　肇 いであ（株）
委　員 趙　学龍 八千代エンジニヤリング（株）
委　員 荻島　晃 日本上下水道設計（株）
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