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『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

山
梨
に
は
昇
仙
峡
を
は
じ
め
、た
く
さ
ん
の
美
し
い
渓
谷
が
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
修
験
者
が
修
行
の
た
め
に
足
を
運
び
、

付
近
か
ら
産
出
さ
れ
た
水
晶
の
流
通
路
に
も
な
っ
た
昇
仙
峡
。

今
で
は
、景
勝
地
と
し
て
美
し
い
岩
峰
や
滝
が

四
季
折
々
の
表
情
を
見
せ
、訪
れ
た
人
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
昇
仙
峡
の
風
景
の
中
に
息
づ
く
歴
史
や
文
化
、

そ
し
て
、こ
の
地
の
魅
力
を
発
信
す
る
人
々
の
情
熱
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
。

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

昇
仙
峡
の
自
然
に
包
ま
れ
て

山
梨
の
食
を
楽
し
む
癒
や
し
の
カ
フ
ェ

12
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指
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後
世
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え
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に
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の
技
を
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宝
飾
業
界
の
発
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に
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た
い
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実
は
昇
仙
峡
と
い
う
名
称
は
、い
つ
、誰
が
、ど
の
よ

う
に
し
て
名
付
け
た
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。地
質
・

植
物
の
調
査
研
究
や
景
勝
地
開
発
で
功
績
を
残
し
た
石

原
初
太
郎
は
、昭
和
５（
１
９
３
０
）年
に
刊
行
し
た
著

書「
御
嶽
昇
仙
峡
と
其
奥
」の
中
で
、江
戸
時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
に
は
、単
に
御
岳
新
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を

明
治
20（
１
８
８
７
）年
に
漢
学
者
の
三
島
毅
ら
が
巨
摩

渓
と
名
付
け
た
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。御
岳
昇
仙
峡
の
名

称
が
初
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、明
治
27（
１
８
９
４
）年
に

出
版
さ
れ
た
、地
理
学
者
で
あ
る
志
賀
重
昂
の「
日
本
風

景
論
」で
す
。そ
し
て
大
正
元（
１
９
１
２
）年
に
発
行
さ

れ
た
、作
家
で
あ
る
松
崎
天
民
の「
甲
州
見
聞
記
」に
は

「
俗
に
御
嶽
新
道
と
い
い
、ま
た
、金
渓
と
も
昇
仙
峡
と

も
い
う
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
当
時
は
ま

だ
名
称
が
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
大
正
11（
１
９
２
２
）年
９
月
に「
御
岳
に
行
啓
を
仰

ぐ
べ
し 

当
局
者
に
勧
む
」と
題
さ
れ
た
社
説
が
地
元

の
新
聞
の
一
面
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
は
大
正
天

皇
の
摂
政
を
務
め
て
い
た
皇
太
子（
後
の
昭
和
天
皇
）

の
行
啓
日
程
に
昇
仙
峡
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、行
啓
を
懇
願
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
内
容
の
も
の

で
し
た
。そ
こ
に
は
皇
太
子
の
観
光
探
勝
に
よ
っ
て
、

昇
仙
峡
の
名
声
が
高
ま
る
こ
と
へ
の
期
待
も
込
め
ら

れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。願
い
は
現
実
の
も
の
と
な

り
、10
月
に
皇
太
子
は
昇
仙
峡
に
赴
か
れ
、仙
娥
滝
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
昇
仙
橋
の
上
で
知
事
か
ら
説
明

を
受
け
ま
し
た
。そ
の
後
、皇
太
子
は
当
時
か
ら
名
勝

地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
九
州
の
耶
馬
渓
を
引
き
合

い
に
出
し「
予
は
九
州
大
演
習
の
際
、耶
馬
渓
を
見
た

が
、御
岳
の
勝
地
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。耶
馬
渓
以
上

で
あ
る
。記
者
に
こ
の
よ
う
に
伝
え
よ
」と
侍
従
武
官
長

に
話
し
ま
し
た
。そ
の
喜
ば
し
い
出
来
事
を
報
道
し
た

新
聞
に
は
御
岳
昇
仙
峡
の
名
称
が
大
き
く
記
さ
れ
ま
し

た
。皇
太
子
の
行
啓
は
、全
国
に
御
岳
昇
仙
峡
の
素
晴

ら
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
極
め
て
大
き
な
効
果
を
発

揮
し
、行
啓
か
ら
わ
ず
か
２
カ
月
余
り
の
12
月
16
日
に

は
国
の
名
勝
へ
の
指
定
が
決
ま
り
、翌
年
３
月
７
日
の

官
報
で
告
示
さ
れ
て
い
ま
す
。東
京
や
横
浜
方
面
か
ら

鉄
道
で
訪
れ
る
観
光
客
も
大
幅
に
増
え
て
い
き
、昇
仙

峡
は
観
光
地
と
し
て
の
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
い
て

い
っ
た
の
で
す
。

未
開
の
渓
谷
。そ
れ
は
信
仰
の
山
に

つ
な
が
っ
て
い
た

FE ATUR E

御
岳
昇
仙
峡
の

始
ま
り

　
昇
仙
峡
の
奥
に
鎮
座
す
る
奥
秩
父
連
峰
の
名
峰
・

金
峰
山
は
、古
来
よ
り
山
岳
信
仰
の
山
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。昇
仙
峡
を
登
り
詰
め
た
地
に
あ
り
、約

２
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
甲
府
の
金
櫻
神
社
が
登
拝

口
の
一
つ
で
あ
っ
た
た
め
、道
が
開
か
れ
る
前
か
ら
、

金
峰
山
へ
の
参
拝
路（
御
岳
道
）と
し
て
修
験
者
が
昇

仙
峡
を
訪
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。現
在

で
は
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
昇
仙
峡
も
、か

つ
て
は
山
深
い
地
に
ひ
っ
そ
り
と
、そ
の
姿
を
隠
す

よ
う
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
美
し
さ
が
世
に

知
ら
れ
、や
が
て
観
光
名
所
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た

の
は
、江
戸
時
代
後
期
、地
元
の
猪
狩
村
で
農
業
を
営

ん
で
い
た
長
田
円
右
衛
門
ら
が
新
し
い
道
を
切
り
開

い
た
こ
と
が
始
ま
り
で
し
た
。

　
円
右
衛
門
が
暮
ら
し
て
い
た
猪
狩
村
な
ど
、昇
仙
峡

の
上
流
に
位
置
す
る
村
で
は
製
炭
が
主
な
産
業
で
し

た
。当
時
、村
人
た
ち
が
炭
や
ま
き
を
甲
府
城
下
へ
売

り
に
行
き
、日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
済
ま
せ
て
村
に

戻
る
た
め
に
は
、未
整
備
の
山
道
を
通
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
新
し
い
道
の
開
削
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
円
右
衛
門
が
中
心
と
な
り
、天
保
５（
１
８
３
４
）

年
に
渓
流
沿
い
の
新
道
開
削
に
着
手
し
ま
し
た
。し
か

し
大
き
な
岩
盤
な
ど
に
阻
ま
れ
る
難
工
事
と
な
り
、ま

た
途
中
、大
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
中
断
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
な
ど
、新
道
の
開
削
は
苦
難
の
道
の
り
で
し
た
。

そ
し
て
天
保
14（
１
８
４
３
）年
に
よ
う
や
く「
御
岳
新

道
」は
開
通
し
た
の
で
す
。

　
山
梨
を
代
表
す
る
地
場
産
業
の
一
つ
に
宝
飾
産
業

が
あ
り
ま
す
。甲
府
市
を
中
心
に
宝
飾
産
業
が
発
展
し

た
の
は
、昇
仙
峡
を
含
む
甲
府
盆
地
の
北
側
の
山
々
か

ら
水
晶
が
大
量
に
産
出
し
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。水

晶
は
特
に
金
峰
山
周
辺
に
多
く
あ
り
、昇
仙
峡
の
上
流

に
位
置
す
る
黒
平
村
で
は
盛
ん
に
採
掘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
う
し
た
産
物
の
流
通
に
も
新
道
の
恩
恵
は
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
観
光
へ

の
影
響
は
大
き
く
、円
右
衛
門
と
交
遊
の
あ
っ
た
文
人

ら
が
景
勝
地
を
描
き
、詩
文
を
添
え
た「
仙
嶽
闢
路
図
」

が
安
政
元（
１
８
５
４
）年
に
発
行
さ
れ
る
な
ど
、昇
仙
峡

は
観
光
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「仙嶽闢路図」をもとに明治35（1902）年に発行された「御岳探勝案内」の覚円峰の図（山梨県立博物館蔵）

三枝雲岱「御嶽昇仙峡絵巻」（山梨県立博物館蔵） 金櫻神社と昇仙峡が描かれている

水晶の採掘の様子を復元した模型（左）と黒平で産出した水晶（右）
（帝京大学やまなし伝統工芸館）

昇仙峡にある長田円右衛門の碑

　
昇
仙
峡
に
は
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。例
え
ば
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
登
っ
た
先
に
あ
る
山

の
中
に
は
、胎
内
く
ぐ
り
を
し
た
と
思
わ
れ
る
穴
な
ど
、

修
験
者
が
修
行
の
場
と
し
て
い
た
痕
跡
が
今
で
も
残
っ

て
い
ま
す
。ま
た
山
中
に
は
た
く
さ
ん
の
古
道
が
あ
り
、

昔
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
交
流
を
持
ち
、ル
ー
ト
を

開
拓
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。そ
の
古
道
に
は

独
特
な
石
造
物
も
点
在
し
て
い
ま
す
。残
念
な
が
ら
整
備

が
さ
れ
て
お
ら
ず
、現
時
点
で
は
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、今
年
６
月
に
登
録
さ
れ
た
甲
武
信

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
エ
リ
ア
に
な
り
、日
本
遺
産

へ
の
認
定
も
目
指
し
て
い
る
今
、昇
仙
峡
の
知
ら
れ
ざ

る
文
化
遺
産
の
再
発
見
に
期
待
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
水
晶
が
採
掘
さ
れ
て
い
た
黒
平
は
か
つ
て
有
名
な

温
泉
地
で
も
あ
り
、商
家
の
旦
那
衆
が
湯
治
場
と
し
て

通
い
、ま
た
、金
峰
山
山
頂
に
あ
る
金
櫻
神
社
の
奥
宮
へ

の
参
詣
客
が
立
ち
寄
る
な
ど
、に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。美
し
い
自
然
は
大
切
に
守
ら
れ
、清
ら
か
で
お

い
し
い
水
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
峰
山
の
麓
と
昇
仙
峡
一
帯
は
、修
験
者
の
歴
史
に

と
ど
ま
ら
ず
、炭
や
ま
き
の
生
産
、水
晶
、温
泉
の
歴
史

な
ど
が
、豊
か
な
自
然
の
中
で
刻
ま
れ
た
地
域
な
の
で

す
。今
も
な
お
、い
に
し
え
の
文
化
が
息
づ
く
昇
仙
峡
。

そ
こ
に
は
景
勝
地
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、奥
深
い
魅

力
が
あ
り
ま
す
。

し
も 

べ み  

た
け
み
ち

い 

か
り

く
ろ
べ
ら

せ
ん
が
く
へ
き  

ろ   

ず

苦
難
の
末
に
、開
削
さ
れ
た
新
道
は

産
業
と
観
光
の
可
能
性
も
切
り
開
い
た

き  

き
ん

05 04
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峡
と
其
奥
」の
中
で
、江
戸
時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
に
は
、単
に
御
岳
新
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を

明
治
20（
１
８
８
７
）年
に
漢
学
者
の
三
島
毅
ら
が
巨
摩

渓
と
名
付
け
た
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。御
岳
昇
仙
峡
の
名

称
が
初
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、明
治
27（
１
８
９
４
）年
に

出
版
さ
れ
た
、地
理
学
者
で
あ
る
志
賀
重
昂
の「
日
本
風

景
論
」で
す
。そ
し
て
大
正
元（
１
９
１
２
）年
に
発
行
さ

れ
た
、作
家
で
あ
る
松
崎
天
民
の「
甲
州
見
聞
記
」に
は

「
俗
に
御
嶽
新
道
と
い
い
、ま
た
、金
渓
と
も
昇
仙
峡
と

も
い
う
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
当
時
は
ま

だ
名
称
が
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
大
正
11（
１
９
２
２
）年
９
月
に「
御
岳
に
行
啓
を
仰

ぐ
べ
し 

当
局
者
に
勧
む
」と
題
さ
れ
た
社
説
が
地
元

の
新
聞
の
一
面
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
は
大
正
天

皇
の
摂
政
を
務
め
て
い
た
皇
太
子（
後
の
昭
和
天
皇
）

の
行
啓
日
程
に
昇
仙
峡
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、行
啓
を
懇
願
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
内
容
の
も
の

で
し
た
。そ
こ
に
は
皇
太
子
の
観
光
探
勝
に
よ
っ
て
、

昇
仙
峡
の
名
声
が
高
ま
る
こ
と
へ
の
期
待
も
込
め
ら

れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。願
い
は
現
実
の
も
の
と
な

り
、10
月
に
皇
太
子
は
昇
仙
峡
に
赴
か
れ
、仙
娥
滝
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
昇
仙
橋
の
上
で
知
事
か
ら
説
明

を
受
け
ま
し
た
。そ
の
後
、皇
太
子
は
当
時
か
ら
名
勝

地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
九
州
の
耶
馬
渓
を
引
き
合

い
に
出
し「
予
は
九
州
大
演
習
の
際
、耶
馬
渓
を
見
た

が
、御
岳
の
勝
地
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。耶
馬
渓
以
上

で
あ
る
。記
者
に
こ
の
よ
う
に
伝
え
よ
」と
侍
従
武
官
長

に
話
し
ま
し
た
。そ
の
喜
ば
し
い
出
来
事
を
報
道
し
た

新
聞
に
は
御
岳
昇
仙
峡
の
名
称
が
大
き
く
記
さ
れ
ま
し

た
。皇
太
子
の
行
啓
は
、全
国
に
御
岳
昇
仙
峡
の
素
晴

ら
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
極
め
て
大
き
な
効
果
を
発

揮
し
、行
啓
か
ら
わ
ず
か
２
カ
月
余
り
の
12
月
16
日
に

は
国
の
名
勝
へ
の
指
定
が
決
ま
り
、翌
年
３
月
７
日
の

官
報
で
告
示
さ
れ
て
い
ま
す
。東
京
や
横
浜
方
面
か
ら

鉄
道
で
訪
れ
る
観
光
客
も
大
幅
に
増
え
て
い
き
、昇
仙

峡
は
観
光
地
と
し
て
の
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
い
て

い
っ
た
の
で
す
。

未
開
の
渓
谷
。そ
れ
は
信
仰
の
山
に

つ
な
が
っ
て
い
た
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御
岳
昇
仙
峡
の

始
ま
り

　
昇
仙
峡
の
奥
に
鎮
座
す
る
奥
秩
父
連
峰
の
名
峰
・

金
峰
山
は
、古
来
よ
り
山
岳
信
仰
の
山
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。昇
仙
峡
を
登
り
詰
め
た
地
に
あ
り
、約

２
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
甲
府
の
金
櫻
神
社
が
登
拝

口
の
一
つ
で
あ
っ
た
た
め
、道
が
開
か
れ
る
前
か
ら
、

金
峰
山
へ
の
参
拝
路（
御
岳
道
）と
し
て
修
験
者
が
昇

仙
峡
を
訪
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。現
在

で
は
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
昇
仙
峡
も
、か

つ
て
は
山
深
い
地
に
ひ
っ
そ
り
と
、そ
の
姿
を
隠
す

よ
う
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
美
し
さ
が
世
に

知
ら
れ
、や
が
て
観
光
名
所
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た

の
は
、江
戸
時
代
後
期
、地
元
の
猪
狩
村
で
農
業
を
営

ん
で
い
た
長
田
円
右
衛
門
ら
が
新
し
い
道
を
切
り
開

い
た
こ
と
が
始
ま
り
で
し
た
。

　
円
右
衛
門
が
暮
ら
し
て
い
た
猪
狩
村
な
ど
、昇
仙
峡

の
上
流
に
位
置
す
る
村
で
は
製
炭
が
主
な
産
業
で
し

た
。当
時
、村
人
た
ち
が
炭
や
ま
き
を
甲
府
城
下
へ
売

り
に
行
き
、日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
済
ま
せ
て
村
に

戻
る
た
め
に
は
、未
整
備
の
山
道
を
通
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
新
し
い
道
の
開
削
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
円
右
衛
門
が
中
心
と
な
り
、天
保
５（
１
８
３
４
）

年
に
渓
流
沿
い
の
新
道
開
削
に
着
手
し
ま
し
た
。し
か

し
大
き
な
岩
盤
な
ど
に
阻
ま
れ
る
難
工
事
と
な
り
、ま

た
途
中
、大
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
中
断
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
な
ど
、新
道
の
開
削
は
苦
難
の
道
の
り
で
し
た
。

そ
し
て
天
保
14（
１
８
４
３
）年
に
よ
う
や
く「
御
岳
新

道
」は
開
通
し
た
の
で
す
。

　
山
梨
を
代
表
す
る
地
場
産
業
の
一
つ
に
宝
飾
産
業

が
あ
り
ま
す
。甲
府
市
を
中
心
に
宝
飾
産
業
が
発
展
し

た
の
は
、昇
仙
峡
を
含
む
甲
府
盆
地
の
北
側
の
山
々
か

ら
水
晶
が
大
量
に
産
出
し
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。水

晶
は
特
に
金
峰
山
周
辺
に
多
く
あ
り
、昇
仙
峡
の
上
流

に
位
置
す
る
黒
平
村
で
は
盛
ん
に
採
掘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
う
し
た
産
物
の
流
通
に
も
新
道
の
恩
恵
は
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
観
光
へ

の
影
響
は
大
き
く
、円
右
衛
門
と
交
遊
の
あ
っ
た
文
人

ら
が
景
勝
地
を
描
き
、詩
文
を
添
え
た「
仙
嶽
闢
路
図
」

が
安
政
元（
１
８
５
４
）年
に
発
行
さ
れ
る
な
ど
、昇
仙
峡

は
観
光
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「仙嶽闢路図」をもとに明治35（1902）年に発行された「御岳探勝案内」の覚円峰の図（山梨県立博物館蔵）

三枝雲岱「御嶽昇仙峡絵巻」（山梨県立博物館蔵） 金櫻神社と昇仙峡が描かれている

水晶の採掘の様子を復元した模型（左）と黒平で産出した水晶（右）
（帝京大学やまなし伝統工芸館）

昇仙峡にある長田円右衛門の碑

　
昇
仙
峡
に
は
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。例
え
ば
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
登
っ
た
先
に
あ
る
山

の
中
に
は
、胎
内
く
ぐ
り
を
し
た
と
思
わ
れ
る
穴
な
ど
、

修
験
者
が
修
行
の
場
と
し
て
い
た
痕
跡
が
今
で
も
残
っ

て
い
ま
す
。ま
た
山
中
に
は
た
く
さ
ん
の
古
道
が
あ
り
、

昔
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
交
流
を
持
ち
、ル
ー
ト
を

開
拓
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。そ
の
古
道
に
は

独
特
な
石
造
物
も
点
在
し
て
い
ま
す
。残
念
な
が
ら
整
備

が
さ
れ
て
お
ら
ず
、現
時
点
で
は
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、今
年
６
月
に
登
録
さ
れ
た
甲
武
信

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
エ
リ
ア
に
な
り
、日
本
遺
産

へ
の
認
定
も
目
指
し
て
い
る
今
、昇
仙
峡
の
知
ら
れ
ざ

る
文
化
遺
産
の
再
発
見
に
期
待
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
水
晶
が
採
掘
さ
れ
て
い
た
黒
平
は
か
つ
て
有
名
な

温
泉
地
で
も
あ
り
、商
家
の
旦
那
衆
が
湯
治
場
と
し
て

通
い
、ま
た
、金
峰
山
山
頂
に
あ
る
金
櫻
神
社
の
奥
宮
へ

の
参
詣
客
が
立
ち
寄
る
な
ど
、に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。美
し
い
自
然
は
大
切
に
守
ら
れ
、清
ら
か
で
お

い
し
い
水
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
峰
山
の
麓
と
昇
仙
峡
一
帯
は
、修
験
者
の
歴
史
に

と
ど
ま
ら
ず
、炭
や
ま
き
の
生
産
、水
晶
、温
泉
の
歴
史

な
ど
が
、豊
か
な
自
然
の
中
で
刻
ま
れ
た
地
域
な
の
で

す
。今
も
な
お
、い
に
し
え
の
文
化
が
息
づ
く
昇
仙
峡
。

そ
こ
に
は
景
勝
地
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、奥
深
い
魅

力
が
あ
り
ま
す
。

し
も 

べ み  

た
け
み
ち

い 

か
り

く
ろ
べ
ら

せ
ん
が
く
へ
き  

ろ   

ず

苦
難
の
末
に
、開
削
さ
れ
た
新
道
は

産
業
と
観
光
の
可
能
性
も
切
り
開
い
た

き  

き
ん
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実
は
昇
仙
峡
と
い
う
名
称
は
、い
つ
、誰
が
、ど
の
よ

う
に
し
て
名
付
け
た
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。地
質
・

植
物
の
調
査
研
究
や
景
勝
地
開
発
で
功
績
を
残
し
た
石

原
初
太
郎
は
、昭
和
５（
１
９
３
０
）年
に
刊
行
し
た
著

書「
御
嶽
昇
仙
峡
と
其
奥
」の
中
で
、江
戸
時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
に
は
、単
に
御
岳
新
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を

明
治
20（
１
８
８
７
）年
に
漢
学
者
の
三
島
毅
ら
が
巨
摩

渓
と
名
付
け
た
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。御
岳
昇
仙
峡
の
名

称
が
初
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、明
治
27（
１
８
９
４
）年
に

出
版
さ
れ
た
、地
理
学
者
で
あ
る
志
賀
重
昂
の「
日
本
風

景
論
」で
す
。そ
し
て
大
正
元（
１
９
１
２
）年
に
発
行
さ

れ
た
、作
家
で
あ
る
松
崎
天
民
の「
甲
州
見
聞
記
」に
は

「
俗
に
御
嶽
新
道
と
い
い
、ま
た
、金
渓
と
も
昇
仙
峡
と

も
い
う
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
当
時
は
ま

だ
名
称
が
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
大
正
11（
１
９
２
２
）年
９
月
に「
御
岳
に
行
啓
を
仰

ぐ
べ
し 

当
局
者
に
勧
む
」と
題
さ
れ
た
社
説
が
地
元

の
新
聞
の
一
面
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
は
大
正
天

皇
の
摂
政
を
務
め
て
い
た
皇
太
子（
後
の
昭
和
天
皇
）

の
行
啓
日
程
に
昇
仙
峡
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、行
啓
を
懇
願
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
内
容
の
も
の

で
し
た
。そ
こ
に
は
皇
太
子
の
観
光
探
勝
に
よ
っ
て
、

昇
仙
峡
の
名
声
が
高
ま
る
こ
と
へ
の
期
待
も
込
め
ら

れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。願
い
は
現
実
の
も
の
と
な

り
、10
月
に
皇
太
子
は
昇
仙
峡
に
赴
か
れ
、仙
娥
滝
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
昇
仙
橋
の
上
で
知
事
か
ら
説
明

を
受
け
ま
し
た
。そ
の
後
、皇
太
子
は
当
時
か
ら
名
勝

地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
九
州
の
耶
馬
渓
を
引
き
合

い
に
出
し「
予
は
九
州
大
演
習
の
際
、耶
馬
渓
を
見
た

が
、御
岳
の
勝
地
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。耶
馬
渓
以
上

で
あ
る
。記
者
に
こ
の
よ
う
に
伝
え
よ
」と
侍
従
武
官
長

に
話
し
ま
し
た
。そ
の
喜
ば
し
い
出
来
事
を
報
道
し
た

新
聞
に
は
御
岳
昇
仙
峡
の
名
称
が
大
き
く
記
さ
れ
ま
し

た
。皇
太
子
の
行
啓
は
、全
国
に
御
岳
昇
仙
峡
の
素
晴

ら
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
極
め
て
大
き
な
効
果
を
発

揮
し
、行
啓
か
ら
わ
ず
か
２
カ
月
余
り
の
12
月
16
日
に

は
国
の
名
勝
へ
の
指
定
が
決
ま
り
、翌
年
３
月
７
日
の

官
報
で
告
示
さ
れ
て
い
ま
す
。東
京
や
横
浜
方
面
か
ら

鉄
道
で
訪
れ
る
観
光
客
も
大
幅
に
増
え
て
い
き
、昇
仙

峡
は
観
光
地
と
し
て
の
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
い
て

い
っ
た
の
で
す
。
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円
右
衛
門
が
暮
ら
し
て
い
た
猪
狩
村
な
ど
、昇
仙
峡

の
上
流
に
位
置
す
る
村
で
は
製
炭
が
主
な
産
業
で
し

た
。当
時
、村
人
た
ち
が
炭
や
ま
き
を
甲
府
城
下
へ
売

り
に
行
き
、日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
済
ま
せ
て
村
に

戻
る
た
め
に
は
、未
整
備
の
山
道
を
通
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
新
し
い
道
の
開
削
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
円
右
衛
門
が
中
心
と
な
り
、天
保
５（
１
８
３
４
）

年
に
渓
流
沿
い
の
新
道
開
削
に
着
手
し
ま
し
た
。し
か

し
大
き
な
岩
盤
な
ど
に
阻
ま
れ
る
難
工
事
と
な
り
、ま

た
途
中
、大
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
中
断
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
な
ど
、新
道
の
開
削
は
苦
難
の
道
の
り
で
し
た
。

そ
し
て
天
保
14（
１
８
４
３
）年
に
よ
う
や
く「
御
岳
新

道
」は
開
通
し
た
の
で
す
。

　
山
梨
を
代
表
す
る
地
場
産
業
の
一
つ
に
宝
飾
産
業

が
あ
り
ま
す
。甲
府
市
を
中
心
に
宝
飾
産
業
が
発
展
し

た
の
は
、昇
仙
峡
を
含
む
甲
府
盆
地
の
北
側
の
山
々
か

ら
水
晶
が
大
量
に
産
出
し
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。水

晶
は
特
に
金
峰
山
周
辺
に
多
く
あ
り
、昇
仙
峡
の
上
流

に
位
置
す
る
黒
平
村
で
は
盛
ん
に
採
掘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
う
し
た
産
物
の
流
通
に
も
新
道
の
恩
恵
は
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
観
光
へ

の
影
響
は
大
き
く
、円
右
衛
門
と
交
遊
の
あ
っ
た
文
人

ら
が
景
勝
地
を
描
き
、詩
文
を
添
え
た「
仙
嶽
闢
路
図
」

が
安
政
元（
１
８
５
４
）年
に
発
行
さ
れ
る
な
ど
、昇
仙
峡

は
観
光
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昇
仙
峡
、そ
の
名
の
由
来
は

謎
に
満
ち
て
い
る

皇
太
子
の
行
啓
に
よ
り
御
岳
昇
仙
峡
の

名
は
定
着
し
全
国
に
広
ま
っ
た

人
々
が
生
き
た
歴
史
が
刻
ま
れ
た

魅
力
あ
る
地

石原初太郎「御嶽昇仙峡と其奥」
（山梨県立博物館蔵）

昭和初期の「御嶽昇仙峡絵葉書」（山梨県立博物館蔵）昇仙橋

新道開削工事でできた石門

仙娥滝

「甲府市を中心とする甲斐大観」（山梨県立博物館蔵） 甲府盆地を中心とした観光名所案内。右下に昇仙峡が描かれている

　
昇
仙
峡
に
は
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。例
え
ば
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
登
っ
た
先
に
あ
る
山

の
中
に
は
、胎
内
く
ぐ
り
を
し
た
と
思
わ
れ
る
穴
な
ど
、

修
験
者
が
修
行
の
場
と
し
て
い
た
痕
跡
が
今
で
も
残
っ

て
い
ま
す
。ま
た
山
中
に
は
た
く
さ
ん
の
古
道
が
あ
り
、

昔
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
交
流
を
持
ち
、ル
ー
ト
を

開
拓
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。そ
の
古
道
に
は

独
特
な
石
造
物
も
点
在
し
て
い
ま
す
。残
念
な
が
ら
整
備

が
さ
れ
て
お
ら
ず
、現
時
点
で
は
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、今
年
６
月
に
登
録
さ
れ
た
甲
武
信

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
エ
リ
ア
に
な
り
、日
本
遺
産

へ
の
認
定
も
目
指
し
て
い
る
今
、昇
仙
峡
の
知
ら
れ
ざ

る
文
化
遺
産
の
再
発
見
に
期
待
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
水
晶
が
採
掘
さ
れ
て
い
た
黒
平
は
か
つ
て
有
名
な

温
泉
地
で
も
あ
り
、商
家
の
旦
那
衆
が
湯
治
場
と
し
て

通
い
、ま
た
、金
峰
山
山
頂
に
あ
る
金
櫻
神
社
の
奥
宮
へ

の
参
詣
客
が
立
ち
寄
る
な
ど
、に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。美
し
い
自
然
は
大
切
に
守
ら
れ
、清
ら
か
で
お

い
し
い
水
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
峰
山
の
麓
と
昇
仙
峡
一
帯
は
、修
験
者
の
歴
史
に

と
ど
ま
ら
ず
、炭
や
ま
き
の
生
産
、水
晶
、温
泉
の
歴
史

な
ど
が
、豊
か
な
自
然
の
中
で
刻
ま
れ
た
地
域
な
の
で

す
。今
も
な
お
、い
に
し
え
の
文
化
が
息
づ
く
昇
仙
峡
。

そ
こ
に
は
景
勝
地
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、奥
深
い
魅

力
が
あ
り
ま
す
。

け
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実
は
昇
仙
峡
と
い
う
名
称
は
、い
つ
、誰
が
、ど
の
よ

う
に
し
て
名
付
け
た
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。地
質
・

植
物
の
調
査
研
究
や
景
勝
地
開
発
で
功
績
を
残
し
た
石

原
初
太
郎
は
、昭
和
５（
１
９
３
０
）年
に
刊
行
し
た
著

書「
御
嶽
昇
仙
峡
と
其
奥
」の
中
で
、江
戸
時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
に
は
、単
に
御
岳
新
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を

明
治
20（
１
８
８
７
）年
に
漢
学
者
の
三
島
毅
ら
が
巨
摩

渓
と
名
付
け
た
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。御
岳
昇
仙
峡
の
名

称
が
初
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、明
治
27（
１
８
９
４
）年
に

出
版
さ
れ
た
、地
理
学
者
で
あ
る
志
賀
重
昂
の「
日
本
風

景
論
」で
す
。そ
し
て
大
正
元（
１
９
１
２
）年
に
発
行
さ

れ
た
、作
家
で
あ
る
松
崎
天
民
の「
甲
州
見
聞
記
」に
は

「
俗
に
御
嶽
新
道
と
い
い
、ま
た
、金
渓
と
も
昇
仙
峡
と

も
い
う
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
当
時
は
ま

だ
名
称
が
定
着
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
大
正
11（
１
９
２
２
）年
９
月
に「
御
岳
に
行
啓
を
仰

ぐ
べ
し 

当
局
者
に
勧
む
」と
題
さ
れ
た
社
説
が
地
元

の
新
聞
の
一
面
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
は
大
正
天

皇
の
摂
政
を
務
め
て
い
た
皇
太
子（
後
の
昭
和
天
皇
）

の
行
啓
日
程
に
昇
仙
峡
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、行
啓
を
懇
願
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
内
容
の
も
の

で
し
た
。そ
こ
に
は
皇
太
子
の
観
光
探
勝
に
よ
っ
て
、

昇
仙
峡
の
名
声
が
高
ま
る
こ
と
へ
の
期
待
も
込
め
ら

れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。願
い
は
現
実
の
も
の
と
な

り
、10
月
に
皇
太
子
は
昇
仙
峡
に
赴
か
れ
、仙
娥
滝
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
昇
仙
橋
の
上
で
知
事
か
ら
説
明

を
受
け
ま
し
た
。そ
の
後
、皇
太
子
は
当
時
か
ら
名
勝

地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
九
州
の
耶
馬
渓
を
引
き
合

い
に
出
し「
予
は
九
州
大
演
習
の
際
、耶
馬
渓
を
見
た

が
、御
岳
の
勝
地
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。耶
馬
渓
以
上

で
あ
る
。記
者
に
こ
の
よ
う
に
伝
え
よ
」と
侍
従
武
官
長

に
話
し
ま
し
た
。そ
の
喜
ば
し
い
出
来
事
を
報
道
し
た

新
聞
に
は
御
岳
昇
仙
峡
の
名
称
が
大
き
く
記
さ
れ
ま
し

た
。皇
太
子
の
行
啓
は
、全
国
に
御
岳
昇
仙
峡
の
素
晴

ら
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
極
め
て
大
き
な
効
果
を
発

揮
し
、行
啓
か
ら
わ
ず
か
２
カ
月
余
り
の
12
月
16
日
に

は
国
の
名
勝
へ
の
指
定
が
決
ま
り
、翌
年
３
月
７
日
の

官
報
で
告
示
さ
れ
て
い
ま
す
。東
京
や
横
浜
方
面
か
ら

鉄
道
で
訪
れ
る
観
光
客
も
大
幅
に
増
え
て
い
き
、昇
仙

峡
は
観
光
地
と
し
て
の
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
築
い
て

い
っ
た
の
で
す
。

FE ATUR E

　
円
右
衛
門
が
暮
ら
し
て
い
た
猪
狩
村
な
ど
、昇
仙
峡

の
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流
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位
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村
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は
製
炭
が
主
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産
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で
し
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。当
時
、村
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炭
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ま
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売
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削
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い
ま
し
た
。
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右
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８
３
４
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。

そ
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８
４
３
）年
に
よ
う
や
く「
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。
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あ
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ら
水
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が
大
量
に
産
出
し
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。水

晶
は
特
に
金
峰
山
周
辺
に
多
く
あ
り
、昇
仙
峡
の
上
流

に
位
置
す
る
黒
平
村
で
は
盛
ん
に
採
掘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
う
し
た
産
物
の
流
通
に
も
新
道
の
恩
恵
は
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
観
光
へ

の
影
響
は
大
き
く
、円
右
衛
門
と
交
遊
の
あ
っ
た
文
人

ら
が
景
勝
地
を
描
き
、詩
文
を
添
え
た「
仙
嶽
闢
路
図
」

が
安
政
元（
１
８
５
４
）年
に
発
行
さ
れ
る
な
ど
、昇
仙
峡

は
観
光
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昇
仙
峡
、そ
の
名
の
由
来
は

謎
に
満
ち
て
い
る

皇
太
子
の
行
啓
に
よ
り
御
岳
昇
仙
峡
の

名
は
定
着
し
全
国
に
広
ま
っ
た

人
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が
生
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た
歴
史
が
刻
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た

魅
力
あ
る
地

石原初太郎「御嶽昇仙峡と其奥」
（山梨県立博物館蔵）

昭和初期の「御嶽昇仙峡絵葉書」（山梨県立博物館蔵）昇仙橋

新道開削工事でできた石門
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「甲府市を中心とする甲斐大観」（山梨県立博物館蔵） 甲府盆地を中心とした観光名所案内。右下に昇仙峡が描かれている

　
昇
仙
峡
に
は
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。例
え
ば
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
登
っ
た
先
に
あ
る
山

の
中
に
は
、胎
内
く
ぐ
り
を
し
た
と
思
わ
れ
る
穴
な
ど
、

修
験
者
が
修
行
の
場
と
し
て
い
た
痕
跡
が
今
で
も
残
っ

て
い
ま
す
。ま
た
山
中
に
は
た
く
さ
ん
の
古
道
が
あ
り
、

昔
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
交
流
を
持
ち
、ル
ー
ト
を

開
拓
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。そ
の
古
道
に
は

独
特
な
石
造
物
も
点
在
し
て
い
ま
す
。残
念
な
が
ら
整
備

が
さ
れ
て
お
ら
ず
、現
時
点
で
は
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、今
年
６
月
に
登
録
さ
れ
た
甲
武
信

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の
エ
リ
ア
に
な
り
、日
本
遺
産

へ
の
認
定
も
目
指
し
て
い
る
今
、昇
仙
峡
の
知
ら
れ
ざ

る
文
化
遺
産
の
再
発
見
に
期
待
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
水
晶
が
採
掘
さ
れ
て
い
た
黒
平
は
か
つ
て
有
名
な

温
泉
地
で
も
あ
り
、商
家
の
旦
那
衆
が
湯
治
場
と
し
て

通
い
、ま
た
、金
峰
山
山
頂
に
あ
る
金
櫻
神
社
の
奥
宮
へ

の
参
詣
客
が
立
ち
寄
る
な
ど
、に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。美
し
い
自
然
は
大
切
に
守
ら
れ
、清
ら
か
で
お

い
し
い
水
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
峰
山
の
麓
と
昇
仙
峡
一
帯
は
、修
験
者
の
歴
史
に

と
ど
ま
ら
ず
、炭
や
ま
き
の
生
産
、水
晶
、温
泉
の
歴
史

な
ど
が
、豊
か
な
自
然
の
中
で
刻
ま
れ
た
地
域
な
の
で

す
。今
も
な
お
、い
に
し
え
の
文
化
が
息
づ
く
昇
仙
峡
。

そ
こ
に
は
景
勝
地
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、奥
深
い
魅

力
が
あ
り
ま
す
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中央自動車道

中央自動車道

411

411

140

140

141

358

300

137

52

52

139

139

413

138

139

20

20

20

大月ＪＣＴ

山中湖ＩＣ

甲府昭和ＩＣ

双葉JCT

増穂ＩＣ
都留ＩＣ

下部温泉早川ＩＣ
下部温泉駅

甲斐大泉駅

甲斐大和駅

鰍沢口駅

身延駅

山
梨
市
駅

清里駅

小淵沢駅

日野春駅

甲府駅

大月駅

河口湖駅

都留市駅

須玉ＩＣ

JR中央本線

JR身延線

JR小海線

東富士五湖道路

中
部
横
断
自
動
車
道

勝沼ＩＣ

富沢ＩＣ

富士急行線
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甲斐駒ケ岳

地蔵ケ岳

北岳

金峰山

大菩薩嶺

瑞牆山
甲武信ケ岳

八ケ岳

富士山

　山梨は四方を急峻な山 に々囲まれ、その豊かな自然を源とする
清らかな水が流れる渓谷が各地にあります。芽吹きの春から新緑
の初夏、緑深まる夏から紅葉の秋、そして雪をまとう冬。移ろう季
節それぞれに描き出される渓谷を見に出掛けてみませんか。一度
は訪れてみたい、山梨の渓谷をご紹介します。

四
季
折
々
に
移
り
変
わ
る

山
梨
の
渓
谷
美

昇仙峡

板敷渓谷

早川渓谷

西沢渓谷

日川渓谷

尾白川渓谷

石空川渓谷

大柳川渓谷

川俣川渓谷

板敷渓谷（甲府市）

尾白川渓谷（北杜市）

荒川ダムの先、奥昇仙峡にある渓
谷。手つかずの自然が残る静かな
渓谷には大小いくつもの滝がある。
落差約10ｍの白髪滝を眺めてさ
らに奥に進むと落差約30mの大
迫力の大滝が現れる。

JR甲府駅からバスで約50分
昇仙峡滝上下車後、徒歩で約50分
甲府昭和ICから車で約50分

アクセス

甲斐駒ケ岳を源とする尾白川は
名水百選にも選ばれている。花こ
う岩の岩肌を流れ下る清流はエメ
ラルド色に輝く。滝や淵も多く、雄
大な自然の中で渓谷美を堪能で
きる。

JR小淵沢駅からタクシーで約20分
須玉ICから車で約30分

アクセス

石空川渓谷（北杜市）

日川渓谷（甲州市）

鳳凰三山の一つ・地蔵ケ岳を源と
する石空川の渓谷。上流の標高
1400m付近には、日本の滝百選
にも選ばれた、東日本最大の落差
約121mを誇る精進ケ滝がある。
壮大な名爆と紅葉は絶景。

JR日野春駅からタクシーで約25分
須玉ICから車で約30分

アクセス

三段に連なる落合三つの滝や竜
門の滝などが点在する渓谷には
巨岩もあり、春にはツツジ、秋には
紅葉が彩りを添える。遊歩道が整
備され、ゆったりと散策を楽しむこと
ができる。

JR甲斐大和駅からバスで約10分
勝沼ICから車で約15分

アクセス

西沢渓谷（山梨市）

川俣川渓谷（北杜市）

秩父多摩甲斐国立公園に位置
し、日本の滝百選にも選ばれた名
爆・七ツ釜五段の滝をはじめ、いく
つもの滝がある。豊かな森林環境
に恵まれ、森林セラピー基地に認
定されている。

JR山梨市駅からバスで約60分
勝沼ICから車で約60分

アクセス

八ケ岳南麓を流れる渓谷で、遊
歩道も整備されている。ぜひ訪れ
たいのが吐竜の滝。落差約10m、
幅約15mの滝は、岩の間からまる
で絹糸のように水が流れ落ち、神
秘的な雰囲気。

JR甲斐大泉駅または清里駅からタクシー
で約10分、下車後、徒歩で約15分
須玉ICから車で約30分、駐車場から徒歩で約15分

アクセス

戸川渓谷（富士川町）

道志渓谷（道志村）

三段の滝や妙蓮の滝など「戸川
48滝」と呼ばれる大小48のさまざま
な表情の滝が見られる渓谷。ブナ
やカエデ、クヌギなどの紅葉も美し
く、近くには秘湯・赤石温泉もある。

JR鰍沢口駅からタクシーで約30分
増穂ICから車で約30分

アクセス

山伏峠を源とする道志川の渓谷。
日本有数の清流はアユやイワナ、
ヤマメなどの宝庫としても知られて
いる。レジャー施設も点在している
ので渓谷美を楽しみながら遊ぶこ
とができる。

富士急行都留市駅からタクシーで約30分
都留ICまたは山中湖ICから車で約30分

アクセス

早川渓谷（早川町）

大柳川渓谷（富士川町）

左右に切り立った山々の間を流れ
る早川。渓谷沿いは快適なドライ
ブコースでもある。上流の奈良田
湖近くには温泉施設もあり、山深く
豊かな森林に囲まれて温泉と渓
谷を満喫することができる。

JR身延駅からタクシーバスで約60分
新倉下車後、徒歩で約30分
下部温泉早川ICから車で約45分

アクセス

甲斐源氏の祖・源義光の居城跡
と伝えられる源氏山を源とする渓
谷。渓谷内には「く」の字に曲がる
全国的に珍しいつり橋や、観音様
が宿るといわれる観音滝がある。

JR鰍沢口駅からタクシーで約20分
増穂ICから車で約20分

アクセス

昇仙峡（甲府市・甲斐市）
甲府市内を流れる荒川の源流に広がり、昭和28（1953）年には国の特
別名勝に指定されている。渓谷沿いに整備された遊歩道からは、覚円
峰や仙娥滝をはじめとする日本有数の景観が楽しめる。平成の名水百
選にも選ばれている。

JR甲府駅からバスで昇仙峡滝上まで約50分
甲府昭和ICから車で約40分

アクセス

戸川渓谷

道志渓谷

きゅうしゅん

お   じら

いし  うとろ

※10月の台風19号の影響で
　アクセスが困難な地域があ
　ります。

荒川ダム
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全
国
の
皆
さ
ん
に
昇
仙
峡
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、日
本

遺
産
へ
の
認
定
を
目
指
す
な
ど
、訪
れ
て
も
ら
え
る
観
光
地

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。昇
仙
峡
を
観
光
地
と
し
て

再
興
し
て
い
く
た
め
に
は
、今
あ
る
良
い
と
こ
ろ
は
継
承

し
、そ
こ
に
新
し
い
発
想
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、こ
れ
か
ら

の
観
光
の
あ
り
方
を
見
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。全

盛
期
の
頃
、観
光
客
は
昇
仙
峡
の
入
り
口
で
あ
る
長
潭
橋
ま

で
バ
ス
で
来
て
い
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
渓
谷
沿
い
の
道
を
観

光
遊
覧
ト
テ
馬
車
に
乗
っ
た
り
、歩
い
た
り
し
て
四
季
折
々

の
風
景
に
彩
ら
れ
る
渓
谷
を
眺
め
な
が
ら
、上
流
に
あ
る
仙

娥
滝
を
目
指
し
ま
し
た
。道
す
が
ら
昇
仙
峡
を
代
表
す
る
覚

円
峰
や
渓
流
に
点
在
す
る
奇
岩
な
ど
を
楽
し
め
、観
光
客
は

一
日
ゆ
っ
く
り
と
滞
在
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。し
か
し
マ

イ
カ
ー
で
滝
上
ま
で
行
け
る
よ
う
に
な
る
と
、風
情
あ
る
ト

テ
馬
車
の
数
も
減
り
、下
流
部
は
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。

今
後
は
、見
ど
こ
ろ
も
多
い
下
流
部
に
も
訪
れ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
プ
ラ
ン
を
考
え
て
い
き
た
い
で
す
」

　「
昇
仙
峡
を
訪
れ
た
方
々
に
、こ
の
地
の
魅
力
を
満
喫
し

て
い
た
だ
く
た
め
、私
た
ち
も
改
め
て
昇
仙
峡
の
歴
史
や
自

然
の
素
晴
ら
し
さ
を
見
つ
め
直
し
、散
策
の
モ
デ
ル
コ
ー
ス

を
つ
く
る
な
ど
、自
然
と
調
和
し
た
楽
し
み
方
を
提
案
し
て

い
ま
す
。昇
仙
峡
が
甲
武
信
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
に
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、自
然
や
食
、ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー

2年前に運行を終了したトテ馬車。最盛期には30台以上が活躍

も
充
実
さ
せ
、子
ど
も
た
ち
に
も
昇
仙
峡
で
い
ろ
い
ろ
な
経

験
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。大
人
に
な
っ
て

か
ら
、幼
い
頃
、昇
仙
峡
で
遊
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
て
、今

度
は
自
分
の
子
を
連
れ
て
来
て
く
れ
る
、そ
ん
な
観
光
地
を

目
指
し
て
い
ま
す
。昇
仙
峡
は
甲
府
駅
か
ら
車
で
30
分
ほ
ど

で
、ま
た
バ
ス
で
も
行
け
る
エ
リ
ア
で
す
が
、都
会
で
は
味
わ

え
な
い
自
然
の
恵
み
に
溢
れ
た
非
日
常
の
心
地
よ
さ
が
あ

り
ま
す
。さ
ら
に
仙
娥
滝
よ
り
奥
に
は
、私
た
ち
が
奥
昇
仙

峡
と
呼
ん
で
い
る
板
敷
渓
谷
や
荒
川
ダ
ム
な
ど
、あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
見
ど
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。観
光
と
い
う
と
昨

今
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
す
が
、私
は
、ま
ず

日
本
人
の
皆
さ
ん
に
こ
そ
訪
れ
て
い
た
だ
き
、日
本
人
の
感

性
に
訴
え
る
美
し
さ
に
満
ち
た
、歴
史
あ
る
昇
仙
峡
を
楽
し

ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。私
た
ち
も
行
き
届
い
た
お
も
て
な

し
を
心
掛
け
な
が
ら
、日
本
が
誇
る
景
勝
地
が
後
世
に
受
け

継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」

心
に
残
る
思
い
出
に

本
物
の
魅
力
を
伝
え
る
観
光
地
を
目
指
し
て

日
本
屈
指
の
渓
谷
美

昇
仙
峡
を
後
世
に

伝
え
て
い
く
た
め
に昇仙峡ロープウェイ株式会社 常務取締役

会長 芦澤  卓夫 さ  ん

ロープウェイパノラマ台駅から行ける弥三郎岳から望む富士山新緑の覚円峰 昇仙峡ロープウェイ

ト
テ
馬
車
が
渓
谷
を
行
く
古
き
良
き
時
代

ゆ
っ
た
り
と
昇
仙
峡
を
楽
し
ん
で
い
た
人
々

　「昇
仙
峡
は
日
本
を
代
表
す
る
渓
谷
美
を
誇
る
景
勝
地
で

す
が
、昭
和
時
代
の
全
盛
期
と
比
べ
る
と
観
光
客
の
数
は
減

少
し
て
い
ま
す
。山
梨
県
民
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
昇
仙
峡

も
、実
は
全
国
的
に
み
る
と
若
い
世
代
で
の
知
名
度
が
低
い

の
が
現
状
で
す
。

　そ
こ
で
地
元
の
自
治
体
や
観
光
協
会
が
一
丸
と
な
っ
て
、

「昇仙峡は春夏秋冬といろいろな表情を見せてくれます。特に私は、新緑の頃
が好きですね。若葉に彩られた覚円峰を見ると元気が出てきます」と芦澤さん

昇仙峡観光協会

な
が
と
ろ
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く
り
と
滞
在
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。し
か
し
マ

イ
カ
ー
で
滝
上
ま
で
行
け
る
よ
う
に
な
る
と
、風
情
あ
る
ト

テ
馬
車
の
数
も
減
り
、下
流
部
は
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。

今
後
は
、見
ど
こ
ろ
も
多
い
下
流
部
に
も
訪
れ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
プ
ラ
ン
を
考
え
て
い
き
た
い
で
す
」

　「
昇
仙
峡
を
訪
れ
た
方
々
に
、こ
の
地
の
魅
力
を
満
喫
し

て
い
た
だ
く
た
め
、私
た
ち
も
改
め
て
昇
仙
峡
の
歴
史
や
自

然
の
素
晴
ら
し
さ
を
見
つ
め
直
し
、散
策
の
モ
デ
ル
コ
ー
ス

を
つ
く
る
な
ど
、自
然
と
調
和
し
た
楽
し
み
方
を
提
案
し
て

い
ま
す
。昇
仙
峡
が
甲
武
信
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
に
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、自
然
や
食
、ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー

2年前に運行を終了したトテ馬車。最盛期には30台以上が活躍

も
充
実
さ
せ
、子
ど
も
た
ち
に
も
昇
仙
峡
で
い
ろ
い
ろ
な
経

験
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。大
人
に
な
っ
て

か
ら
、幼
い
頃
、昇
仙
峡
で
遊
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
て
、今

度
は
自
分
の
子
を
連
れ
て
来
て
く
れ
る
、そ
ん
な
観
光
地
を

目
指
し
て
い
ま
す
。昇
仙
峡
は
甲
府
駅
か
ら
車
で
30
分
ほ
ど

で
、ま
た
バ
ス
で
も
行
け
る
エ
リ
ア
で
す
が
、都
会
で
は
味
わ

え
な
い
自
然
の
恵
み
に
溢
れ
た
非
日
常
の
心
地
よ
さ
が
あ

り
ま
す
。さ
ら
に
仙
娥
滝
よ
り
奥
に
は
、私
た
ち
が
奥
昇
仙

峡
と
呼
ん
で
い
る
板
敷
渓
谷
や
荒
川
ダ
ム
な
ど
、あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
見
ど
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。観
光
と
い
う
と
昨

今
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
す
が
、私
は
、ま
ず

日
本
人
の
皆
さ
ん
に
こ
そ
訪
れ
て
い
た
だ
き
、日
本
人
の
感

性
に
訴
え
る
美
し
さ
に
満
ち
た
、歴
史
あ
る
昇
仙
峡
を
楽
し

ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。私
た
ち
も
行
き
届
い
た
お
も
て
な

し
を
心
掛
け
な
が
ら
、日
本
が
誇
る
景
勝
地
が
後
世
に
受
け

継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」

心
に
残
る
思
い
出
に

本
物
の
魅
力
を
伝
え
る
観
光
地
を
目
指
し
て

日
本
屈
指
の
渓
谷
美

昇
仙
峡
を
後
世
に

伝
え
て
い
く
た
め
に昇仙峡ロープウェイ株式会社 常務取締役

会長 芦澤  卓夫 さ  ん

ロープウェイパノラマ台駅から行ける弥三郎岳から望む富士山新緑の覚円峰 昇仙峡ロープウェイ

ト
テ
馬
車
が
渓
谷
を
行
く
古
き
良
き
時
代

ゆ
っ
た
り
と
昇
仙
峡
を
楽
し
ん
で
い
た
人
々

　「昇
仙
峡
は
日
本
を
代
表
す
る
渓
谷
美
を
誇
る
景
勝
地
で

す
が
、昭
和
時
代
の
全
盛
期
と
比
べ
る
と
観
光
客
の
数
は
減

少
し
て
い
ま
す
。山
梨
県
民
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
昇
仙
峡

も
、実
は
全
国
的
に
み
る
と
若
い
世
代
で
の
知
名
度
が
低
い

の
が
現
状
で
す
。

　そ
こ
で
地
元
の
自
治
体
や
観
光
協
会
が
一
丸
と
な
っ
て
、

「昇仙峡は春夏秋冬といろいろな表情を見せてくれます。特に私は、新緑の頃
が好きですね。若葉に彩られた覚円峰を見ると元気が出てきます」と芦澤さん

昇仙峡観光協会

な
が
と
ろ
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テロワールわらび餅
ぶどうともものピザ

　カ
フ
ェ 

テ
ロ
ワ
ー
ル
は
、和
テ
イ
ス
ト
で
落
ち
着
い
た

雰
囲
気
が
漂
う
お
店
。代
表
の
飯
嶋
晃
代
さ
ん
は
、フ
ル
ー

ツ
を
は
じ
め
山
梨
県
産
の
食
材
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
、

工
夫
を
凝
ら
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を
心
を
込
め
て
提
供
し
て
い

ま
す
。そ
の
ス
タ
ー
ト
は
山
梨
を
魅
力
あ
る
場
所
に
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　「結
婚
し
て
子
ど
も
を
授
か
る
前
ま
で
は
、実
は
山
梨
に

そ
れ
ほ
ど
魅
力
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。子
育
て

を
す
る
中
で
、子
ど
も
が
大
学
進
学
な
ど
で
山
梨
を
離
れ

て
も
、ま
た
帰
っ
て
き
た
い
と
思
え
る
す
て
き
な
山
梨
に

し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
観
光
に

関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
経
験
の
あ
る
私
に
で
き
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、活
動
を
始
め
た
ん
で
す
。武

田
信
玄
ゆ
か
り
の
地
や
温
泉
、休
耕
田
の
活
用
な
ど
に
絡

め
た
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
、運
営
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
た
後
、

縁
あ
っ
て
昇
仙
峡
で
お
店
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

山
梨
の
観
光
地
と
い
え
ば
昇
仙
峡
は
外
せ
な
い
存
在
で

す
。こ
こ
で
お
店
を
営
業
す
れ
ば
山
梨
の
観
光
を
盛
り
上

げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
、迷
い
は
あ
り
ま
し
た
が
、

思
い
切
っ
て
や
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。

　当
店
は
今
年
4
年
目
を
迎
え
ま
し
た
が
、お
店
を
開
く

ま
で
は
、家
で
パ
ン
を
焼
い
た
り
、子
ど
も
に
お
や
つ
を

作
っ
た
り
す
る
だ
け
の
素
人
で
し
た
。だ
か
ら
こ
そ
、遊

び
心
が
あ
る
メ
ニ
ュ
ー
が
思
い
付
く
の
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
」

　「元
々
、少
し
傷
が
あ
る
だ
け
で
出
荷
で
き
な
い
果
物
を

何
か
に
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、そ
れ

を
農
家
さ
ん
か
ら
買
い
取
っ
て
、一
年
を
通
し
て
果
物
を
お

出
し
で
き
る
よ
う
に
、旬
の
時
季
に
た
く
さ
ん
煮
て
保
存
す

る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。そ
し
て
考
案
し
た
の
が
、本
来
の

甘
さ
や
食
感
を
生
か
し
丁
寧
に
煮
込
ん
だ
果
物
を
使
っ
た

ピ
ザ
で
す
。他
に
も
昇
仙
峡
産
の
ワ
ラ
ビ
を
使
っ
た
ピ
ザ

や
、甲
州
ワ
イ
ン
ビ
ー
フ
を
煮
込
ん
だ
ハ
ッ
シ
ュ
ド
ビ
ー
フ

な
ど
、お
食
事
の
メ
ニ
ュ
ー
も
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。

　昇
仙
峡
の
四
季
折
々
の
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
情
報
発
信
し
、多
く
の
観
光
客
の
皆
さ
ん
に

訪
れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。ぜ
ひ
お
店
で
す
て
き
な
思
い
出

を
つ
く
り
に
来
て
く
だ
さ
い
」

昇仙峡の自然に包まれて
山梨の食を楽しむ癒やしのカフェ

山
梨
の
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
て

思
い
出
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い

甲府市猪狩町479
TEL.070-3222-8672
営業時間：10:00～17:00
※不定休あり

Café Terroir
カフェ テロワール

山
梨
を
も
っ
と
す
て
き
に
し
た
い
か
ら

観
光
地 

昇
仙
峡
で
山
梨
の
魅
力
を
発
信

カフェ テロワール さ  ん代 表 飯嶋  晃代
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活
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、運
営
す
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携
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後
、
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っ
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昇
仙
峡
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お
店
を
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こ
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き
ま
し
た
。

山
梨
の
観
光
地
と
い
え
ば
昇
仙
峡
は
外
せ
な
い
存
在
で

す
。こ
こ
で
お
店
を
営
業
す
れ
ば
山
梨
の
観
光
を
盛
り
上

げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
、迷
い
は
あ
り
ま
し
た
が
、

思
い
切
っ
て
や
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。

　当
店
は
今
年
4
年
目
を
迎
え
ま
し
た
が
、お
店
を
開
く

ま
で
は
、家
で
パ
ン
を
焼
い
た
り
、子
ど
も
に
お
や
つ
を

作
っ
た
り
す
る
だ
け
の
素
人
で
し
た
。だ
か
ら
こ
そ
、遊

び
心
が
あ
る
メ
ニ
ュ
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が
思
い
付
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の
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な
と
思
っ
て

い
ま
す
」
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、少
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が
あ
る
だ
け
で
出
荷
で
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な
い
果
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を
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に
活
用
し
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い
と
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た
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こ
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を
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い
取
っ
て
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を
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果
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を
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し
で
き
る
よ
う
に
、旬
の
時
季
に
た
く
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ん
煮
て
保
存
す

る
こ
と
に
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で
す
。そ
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て
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し
た
の
が
、本
来
の
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や
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感
を
生
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し
丁
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に
煮
込
ん
だ
果
物
を
使
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た

ピ
ザ
で
す
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も
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の
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を
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た
ピ
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や
、甲
州
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を
煮
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だ
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ド
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ー
フ

な
ど
、お
食
事
の
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も
充
実
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せ
て
い
ま
す
。
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の
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季
折
々
の
自
然
の
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ら
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さ
を
知
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
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し
、多
く
の
観
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客
の
皆
さ
ん
に
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れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。ぜ
ひ
お
店
で
す
て
き
な
思
い
出

を
つ
く
り
に
来
て
く
だ
さ
い
」
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梨
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カフェ テロワール さ  ん代 表 飯嶋  晃代
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静
岡
県
浜
松
市
出
身
の
大
城
か
ん
奈
さ
ん
は
、大
学
卒
業
後
、

東
京
で
映
画
な
ど
の
小
道
具
の
仕
事
に
就
き
ま
し
た
。そ
の
中
で

も
、女
優
さ
ん
が
身
に
着
け
る
ジ
ュ
エ
リ
ー
な
ど
を
借
り
に
行
っ

た
際
に
、職
人
さ
ん
が
も
の
を
作
り
上
げ
る
姿
に
感
動
し
、忘
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
、自
分
も
そ
の
よ
う
な
職
人
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
こ
と
が
、宝
飾
業
界
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　「
仕
事
を
辞
め
て
、宝
飾
の
勉
強
を
一
か
ら
始
め
よ
う
と
思
い

学
校
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、山
梨
で
は
ジ
ュ
エ
リ
ー
産
業
が
と

て
も
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校

へ
の
入
学
を
決
め
ま
し
た
。現
在
勤
務
し
て
い
る
シ
ミ
ズ
貴
石
の

清
水
幸
雄
社
長
は
、こ
の
学
校
で
宝
石
研
磨
の
非
常
勤
講
師
を
務

め
て
い
ま
し
た
が
、在
学
中
は
あ
ま
り
接
点
を
持
つ
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。で
す
が
卒
業
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、こ
ち
ら

で
働
か
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。宝
石
研
磨
を
志

す
学
生
は
多
い
も
の
の
、受
け
皿
が
な
く
断
念
し
て
い
く
人
も
い

る
中
で
、職
人
と
し
て
ジ
ュ
エ
リ
ー
業
に
携
わ
れ
る
こ
と
は
、本

当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、一
生
懸
命
修
業
に
励
ま
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
常
に
思
っ
て
い
ま
す
」

　
大
城
さ
ん
が
さ
ら
な
る
技
術
習
得
を
目
指
し
て
修
業
し
て
い

る
の
は
、甲
府
が
水
晶
の
産
地
と
し
て
栄
え
て
い
た
時
代
か
ら

あ
っ
た「
手
ず
り
」と
い
う
伝
統
あ
る
研
磨
技
法
で
す
。

　「
宝
石
研
磨
は
主
に
フ
ァ
セ
ッ
タ
ー
と
い
う
道
具
に
石
を
固
定

し
て
行
い
ま
す
が
、甲
府
に
伝
わ
る『
手
ず
り
』は
石
を
手
で
持

ち
、回
転
す
る
研
磨
盤
に
当
て
、指
先
の
感
覚
だ
け
で
角
度
を
付

け
削
っ
て
い
く
技
法
で
す
。指
先
の
感
覚
を
養
う
の
に
最
低
で
も

10
年
か
か
り
、や
っ
と
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
て
る
と
い
う
厳
し

い
世
界
で
す
。私
は
入
社
し
て
６
年
と
、ま
だ
ま
だ
未
熟
で
す
が
、

社
長
は
50
年
も
の
長
い
職
人
歴
と
素
晴
ら
し
い
技
術
を
持
ち
な

が
ら
も
、柔
軟
な
姿
勢
で
私
の
や
る
こ
と
も
受
け
止
め
て
く
れ
ま

す
。人
間
と
し
て
も
尊
敬
で
き
る
師
匠
の
下
で
働
く
こ
と
が
で

き
、こ
れ
だ
け
の
環
境
を
与
え
て
も
ら
え
て
い
る
こ
と
に
本
当
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
現
在『
手
ず
り
』を
受
け
継
ぐ
宝
石
研
磨
職
人
は
、10
人
も
い
な

い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
女
性
は
私
だ
け
の
よ
う
で
す
。

こ
の
技
術
を
し
っ
か
り
と
習
得
し
て
、将
来
は
女
性
な
ら
で
は

の
感
性
を
生
か
し
た
ジ
ュ
エ
リ
ー
を
提
案
し
て
い
き
た
い
で

す
。そ
し
て
後
世
に
技
術
を
継
承
し
、宝
飾
業
界
に
貢
献
で
き
る

職
人
を
目
指
し
ま
す
」

大
城
か
ん
奈

株
式
会
社
シ
ミ
ズ
貴
石

宝
石
研
磨
職
人

さ  ん

水晶のオブジェ（上）
大城さんが手ずりしたルース（裸石）（下） ジュエリーにも仕立てられる

清水社長が確立した「180面体桔梗カット」に加工
した水晶を前に笑顔を見せる大城さん

「水晶が採掘されていた昇仙峡にも興味があり、石に携わる者として、火の
玉、水の玉という水晶が祭られている金櫻神社にもお参りに行きました」
と大城さん

「現代の名工」であり黄綬褒章も授与された清水社長も「『手ずり』という
伝統を受け継いでくれる若い女性の職人さんが現れたことはうれしいです
ね。大城さんはセンスもあり、技術も高めていますので、この伝統を後世に
伝えてほしいです」とまな弟子の活躍に期待を寄せている

伝
統
の
技
を
受
け
継
ぎ

宝
飾
業
界
の
発
展
に

貢
献
し
た
い

移
住
先
／
甲
府
市

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

やまなし暮らし支援センター

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

やまなしUIターン就職支援センター
山梨への移住・就職相談はこちらへ

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

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館８Ｆ ＮＰＯふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：水～日曜日 10:00～18:00
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静
岡
県
浜
松
市
出
身
の
大
城
か
ん
奈
さ
ん
は
、大
学
卒
業
後
、

東
京
で
映
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な
ど
の
小
道
具
の
仕
事
に
就
き
ま
し
た
。そ
の
中
で

も
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さ
ん
が
身
に
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け
る
ジ
ュ
エ
リ
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な
ど
を
借
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に
行
っ

た
際
に
、職
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さ
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が
も
の
を
作
り
上
げ
る
姿
に
感
動
し
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れ
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こ
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が
で
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ず
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分
も
そ
の
よ
う
な
職
人
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
こ
と
が
、宝
飾
業
界
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
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梨
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梨
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磨
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あ
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懸
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ず
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高さ約3Omの壮麗な滝。
大人気スポット！

　　

112

7

N

散策コース

01

04

03

05

06

07

08

02

昇仙峡ロープウェイ

カフェ
テロワール

金櫻神社

夫婦木神社

市営無料駐車場

荒川ダム

［仙娥滝駅］

板敷渓谷

能　泉　湖

県営無料駐車場

昇仙峡影絵の森美術館

昇仙峡物語 円右衛門伝承館

石門

羅漢寺

渓谷沿いの
奇岩・奇石

猿石

長潭橋

市営無料駐車場

天鼓林

弥三郎岳

覚円峰

［パノラマ台駅］

昇仙橋

（夢の松島）

P

P

P

五百羅漢

昇
仙
峡
グ
リ
ー
ン

ラ
イ ン

36O度の絶景パノラマを
楽しめる♪

覚円峰の
眺めが抜群！！

大正1４年に
完成したレトロな
アーチ橋

長田円右衛門の碑

昇仙峡滝上バス停

昇仙峡口バス停

甲府市街へ

甲斐市街へ

グリーンライン昇仙峡バス停

水晶の噴水

土産店が
いっぱい♪

迫力満点！
巨大な花こう岩の
石門をくぐろう
　　

昇仙峡へは、JR甲府駅からグリーンライン経由昇仙峡行き
バスに乗り、昇仙峡滝上バス停にて下車

仙娥滝

0 1
昭
和
39（
1
9
6
4
）年
に
運
行
を
開
始

し
た
長
い
歴
史
が
あ
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
。標

高
1
0
5
8
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
の
パ
ノ
ラ

マ
台
駅
ま
で
は
約
5
分
の
空
中
散
歩
。窓

か
ら
は
四
季
折
々
の
自
然
が
眺
め
ら
れ
る
。

0 5

花
こ
う
岩
の
岩
肌
を
削
る
よ
う
に
落
下

す
る
落
差
約
30
メ
ー
ト
ル
の
滝
。仙
娥
と

は
中
国
神
話
に
登
場
す
る
月
に
行
っ
た

女
性
嫦
娥
の
こ
と
。名
前
か
ら
も
神
秘

的
な
イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る
。

0 6
弘
法
大
師
空
海
の
作
と
い
わ
れ
る
岩
正
五

百
大
阿
羅
漢
の
木
彫
像
が
安
置
さ
れ
て
い

る
。
1
5
4
体
が
現
存
し
、像
底
に
は
応

永
30（
1
4
2
3
）年
の
墨
書
が
あ
る
阿

弥
陀
如
来
坐
像
も
安
置
さ
れ
て
い
る
。

石
門

昇
仙
峡
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
頂
の
パ
ノ
ラ
マ
台
駅
か

ら
徒
歩
約
20
分
。弥
三
郎
岳
の
山
頂
か

ら
は
、富
士
山
、南
ア
ル
プ
ス
、金
峰
山

な
ど
の
山
々
が
一
望
で
き
、3
6
0
度

の
絶
景
が
楽
し
め
る
。

覚
円
峰

（
夢
の
松
島
）

0 2

渓
谷
沿
い
の

奇
岩
・
奇
石

長
潭
橋

仙
娥
滝

0 8

0 7
渓
谷
沿
い
の
遊
歩
道
か
ら
は
、数
々
の
奇

岩
・
奇
石
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。亀
石
、

オ
ッ
ト
セ
イ
石
、大
砲
岩
な
ど
名
前
も
ユ

ニ
ー
ク
。イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら

探
す
の
が
楽
し
い
。（
写
真
は
猿
岩
）

羅
漢
寺

0 3

仙
娥
滝
を
過
ぎ
る
と
間
も
な
く
見
え

て
く
る
、巨
大
な
花
こ
う
岩
が
天
然
の

ア
ー
チ
状
に
な
っ
て
い
る
石
門
。ア
ー
チ

の
先
端
部
が
わ
ず
か
に
離
れ
て
い
る

が
、絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。

大
正
14（
1
9
2
5
）年
完
成
の
橋
。昇

仙
峡
の
玄
関
口
で
あ
り
観
光
の
歴
史
を
物

語
る
風
情
が
あ
る
。戦
前
に
完
成
し
た
県

内
の
三
つ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ア
ー
チ
道
路
橋

の
一
つ
。土
木
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

0 4

覚
円
峰
の
名
称
は
、そ
の
昔
、僧
侶
覚

円
が
頂
上
で
修
行
し
た
こ
と
に
由
来
。

遊
歩
道
の
途
中
に
あ
る
撮
影
ス
ポ
ッ
ト

「
夢
の
松
島
」か
ら
見
る
直
立
約
1
8
0

メ
ー
ト
ル
の
覚
円
峰
は
大
迫
力
。

甲府駅からバスに乗り

「昇仙峡滝上」に向かえば、標高が上がるほどに

周囲には豊かな自然が溢れ、見事な景観が広がります。

やがて山中に現れる昇仙峡は、

まるで水墨画に描かれているような幽玄の世界。

自然が長い時間をかけてつくり出した絶景と、

そこに息づく歴史や文化を感じながらてくてくと…。

　東京から昇仙峡の散策に来ていたご夫妻に会いました。
旅行が大好きで、山梨には何度か来ているというお二人。「昇
仙峡は初めてですが、私は川の流れの音や渓谷の風景が好
きなので大満足です。明日は金櫻神社や荒川ダム方面を見
て回ろうと思っています。お土産にはワインを買おうかな」（ご主
人） 「以前、主人が甲府から水晶を買ってきてくれたことがあ
るんですよ」（奥さま）と優しい笑顔で話してくれました。

弥
三
郎
岳

じ
ょ
う
が

17 16

街
道
の
駅
か
ら
の
小
さ
な
旅

 

̶
第

　駅
̶
甲
府
駅（
昇
仙
峡
編
）

17
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30（
1
4
2
3
）年
の
墨
書
が
あ
る
阿

弥
陀
如
来
坐
像
も
安
置
さ
れ
て
い
る
。

石
門

昇
仙
峡
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
頂
の
パ
ノ
ラ
マ
台
駅
か

ら
徒
歩
約
20
分
。弥
三
郎
岳
の
山
頂
か

ら
は
、富
士
山
、南
ア
ル
プ
ス
、金
峰
山

な
ど
の
山
々
が
一
望
で
き
、3
6
0
度

の
絶
景
が
楽
し
め
る
。

覚
円
峰

（
夢
の
松
島
）

0 2

渓
谷
沿
い
の

奇
岩
・
奇
石

長
潭
橋

仙
娥
滝

0 8

0 7
渓
谷
沿
い
の
遊
歩
道
か
ら
は
、数
々
の
奇

岩
・
奇
石
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。亀
石
、

オ
ッ
ト
セ
イ
石
、大
砲
岩
な
ど
名
前
も
ユ

ニ
ー
ク
。イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら

探
す
の
が
楽
し
い
。（
写
真
は
猿
岩
）

羅
漢
寺

0 3

仙
娥
滝
を
過
ぎ
る
と
間
も
な
く
見
え

て
く
る
、巨
大
な
花
こ
う
岩
が
天
然
の

ア
ー
チ
状
に
な
っ
て
い
る
石
門
。ア
ー
チ

の
先
端
部
が
わ
ず
か
に
離
れ
て
い
る

が
、絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。

大
正
14（
1
9
2
5
）年
完
成
の
橋
。昇

仙
峡
の
玄
関
口
で
あ
り
観
光
の
歴
史
を
物

語
る
風
情
が
あ
る
。戦
前
に
完
成
し
た
県

内
の
三
つ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ア
ー
チ
道
路
橋

の
一
つ
。土
木
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

0 4

覚
円
峰
の
名
称
は
、そ
の
昔
、僧
侶
覚

円
が
頂
上
で
修
行
し
た
こ
と
に
由
来
。

遊
歩
道
の
途
中
に
あ
る
撮
影
ス
ポ
ッ
ト

「
夢
の
松
島
」か
ら
見
る
直
立
約
1
8
0

メ
ー
ト
ル
の
覚
円
峰
は
大
迫
力
。

甲府駅からバスに乗り

「昇仙峡滝上」に向かえば、標高が上がるほどに

周囲には豊かな自然が溢れ、見事な景観が広がります。

やがて山中に現れる昇仙峡は、

まるで水墨画に描かれているような幽玄の世界。

自然が長い時間をかけてつくり出した絶景と、

そこに息づく歴史や文化を感じながらてくてくと…。

　東京から昇仙峡の散策に来ていたご夫妻に会いました。
旅行が大好きで、山梨には何度か来ているというお二人。「昇
仙峡は初めてですが、私は川の流れの音や渓谷の風景が好
きなので大満足です。明日は金櫻神社や荒川ダム方面を見
て回ろうと思っています。お土産にはワインを買おうかな」（ご主
人） 「以前、主人が甲府から水晶を買ってきてくれたことがあ
るんですよ」（奥さま）と優しい笑顔で話してくれました。

弥
三
郎
岳

じ
ょ
う
が
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街
道
の
駅
か
ら
の
小
さ
な
旅

 

̶
第

　駅
̶
甲
府
駅（
昇
仙
峡
編
）
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昇
仙
峡 

長
潭
橋

こ
の
絶
景
の
中
に
身
を
置
き
、い
ま
昇
仙
峡
の
旅
が
始
ま
る

特別名勝「御岳昇仙峡」。その美しき渓谷は、長潭橋から始まる。全盛期には、渓谷に沿って全長約5kmの道のりを
多くの観光客が仙娥滝を目指して歩き、観光遊覧トテ馬車が、ひづめの音を響かせていた。現在の昇仙峡は仙娥滝
周辺が栄え、長潭橋には、かつてのにぎわいはないが、大正14（1925）年の完成以来、この地の歴史を見守ってきた
県内最古のコンクリートアーチ道路橋は、静かな威厳を感じさせてくれる。四季折々の自然が織りなす風景に奥行き
を与え、見る人の心に大切な何かを語りかけてくるような、この橋から始まる昇仙峡の旅。今こそ訪れてみたい。
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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
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指定席発売開始日のさらに
１週間前から申込可能

JR東日本 八王子支社 公式SNSはじめました。
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」


