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富士山憲章ニュース 

富
士
山
憲
章
山
梨
県
推
進
会
議 

（富
士
山
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
） 

 
富
士
山
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
運
営

し
て
い
る
富
士
山
憲
章
山
梨
県
推
進
会
議

は
、
山
梨
県
と
富
士
北
麓
地
域
の
７
市
町
村

（富
士
吉
田
市
、
西
桂
町
、
忍
野
村
、
山
中

湖
村
、
富
士
河
口
湖
町
、
鳴
沢
村
、
身
延

町
）、
２
つ
の
恩
賜
林
組
合
（富
士
吉
田
市
外

二
ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
、
鳴
沢
・

富
士
河
口
湖
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
）で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
平
成
10
年
に
山
梨
・静

岡
両
県
で
制
定
し
た
「富
士
山
憲
章
」の
普

及
啓
発
や
、
富
士
山
の
環
境
保
全
と
適
正

利
用
を
推
進
す
る
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

 

富
士
山
憲
章
国
道
清
掃
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

 

本
年
度
の
「
富
士
山
憲
章
国
道
清
掃
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」は
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

人
富
士
山
ク
ラ
ブ
が
実
施
す
る
「ぐ
る
り
富

士
山
風
景
街
道
一
周
清
掃
２
０
２
０
」と
連

携
を
図
る
な
か
で
１０
月
１７
日
（土
）に
実
施

し
ま
し
た
。 

 

今
回
の
国
道
清
掃
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
例
年

よ
り
規
模
を
縮
小
し
て
の
実
施
と
な
り
ま
し

た
。
当
日
は
雨
が
降
り
し
き
る
中
、
旧
上
九

一
色
中
学
校
付
近
の
清
掃
活
動
を
行
い
ま

し
た
。
回
収
し
た
ゴ
ミ
は
、
可
燃
ご
み
３
２

０
㎏
、
不
燃
ご
み
４
１
０
㎏
、
合
計
７
３
０
㎏

に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。 

 

今
後
も
、
世
界
遺
産
で
あ
る
美
し
い
富
士

山
を
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
、
富
士

山
憲
章
の
普
及
・定
着
を
図
る
活
動
を
継
続

し
て
い
く
と
と
も
に
、
富
士
山
の
環
境
保
全

に
向
け
て
、
一
人
ひ
と
り
が
積
極
的
に
行
動

で
き
る
取
り
組
み
を
進
め
て
参
り
ま
す
。 

 

 

 

令
和
２
年
度
富
士
山
エ
コ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ 

 
 

「富
士
山
に
ゴ
ミ
を
持
ち
込
ま
な
い
・捨

て
な
い
・気
づ
い
た
ゴ
ミ
は
拾
う
」の
主
旨
の
も

と
開
催
し
て
い
る
富
士
山
エ
コ
ト
レ
ッ
キ
ン

グ
。
今
年
度
は
１０
月
２４
日
（土
）に
実
施
し

ま
し
た
。
今
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
た
め
、
例
年
よ
り
少
人
数
で
の
開

催
と
な
り
ま
し
た
が
、
山
梨
県
内
外
か
ら

２４
名
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
晴
れ
渡

る
秋
空
の
も
と
、
富
岳
風
穴
、
青
木
ヶ
原
樹

海
周
辺
の
散
策
と
清
掃
活
動
を
行
い
ま
し

た
。
当
日
は
短
い
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
青
木
ヶ
原
樹
海
の
成
立
ち
や
植
物
相
を

学
び
な
が
ら
、
富
士
山
の
自
然
や
歴
史
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
散
策
後
に

行
っ
た
清
掃
活
動
で
は
、
可
燃
ご
み
２０
㎏
、

不
燃
ご
み
１０
㎏
、
合
計
３０
㎏
も
の
ご
み
を

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

富
士
山
環
境
保
全
募
金 

寄
付
受
納
式 

 

令
和
２
年
１１
月
６
日
（金
）、
マ
ッ
ク
ス
バ

リ
ュ
東
海
株
式
会
社
様
よ
り
富
士
山
環
境

保
全
募
金
へ
の
寄
付
金
の
贈
呈
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

 

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
環
境
保
全
活
動
な
ど
広
く
社

会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と

し
て
平
成
17
年
よ
り
毎
年
富
士
山
環
境
保

全
募
金
へ
の
寄
付
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。  

 

 

寄
付
金
は
、
富
士
山
の
環
境
保
全
の
た
め

の
費
用
と
し
て
大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

 

令和2年度富士山エコトレッキングにて富士山レン

ジャーの解説を聞きながら散策する参加者の方々 

マックスバリュ東海株式会社 長谷川マネージャーと 

富士山憲章山梨県推進会議 本田事務局長 

清掃活動のようす 参加者全員での集合写真 



募集期間 

令和２年１１月１０日（火）～ 

        令和３年１月1５日（金）消印有効 

富士さんへ謹賀新年～富士山あて年賀状～ 

美しい富士山を守り、未来へ引き継いで行くために。 

富士山あての年賀状を全国から募集します。 

 

応 募 規 定 

・ 年賀状として創作されていること。（新年を祝う気持ちが表されている等） 

・ 富士山のイラストと富士山へのメッセージが書き添えられていること。 

・ 応募作品は１人１点のみ。 

・ 郵便はがき、または同サイズ(100㎜×148㎜)の用紙を使用すること。 

・ 画材や画法は自由。展示することを想定し平面な作品に限る。 

・ 写真や既製のイラストの使用は不可。応募者本人が著作権を所有し、未公開の 

  デザインに限る。 

・ はがきのあて名面に以下の応募者情報を明記すること。 

   ①氏名②年齢(学校名/学年)③住所④TEL⑤募集を知ったきっかけ 

審 査 
入選200点を選出し、その中から入賞作品20点(最優秀賞、優秀賞、審査員長賞、

審査員特別賞、企画力賞、表現力賞、メッセージ賞)を決定します。 

発 表 
２月中旬に富士山ボランティアセンターのホームページで入賞作品を発表します。 

また、入賞及び入選者へは、賞品・記念品の発送をもって通知します。 

※選外の方へは通知しません。 

応 募 先 

問い合わせ 

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 

           (山梨県立富士山世界遺産センター北館内) 

富士山ボランティアセンター 「富士さんへ謹賀新年」 係 

TEL:0555-20-9229 

URL:https://www.yamanashi-kankou.jp/volunteer/ 

第１８回 

作品大募集 

詳 細 に つ い て は 、 富 士 山 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ーHPに て ご 確 認 く だ さ い 。 



 

９
月
か
ら
は
、
巡
回
ル
ー
ト
に
あ
る
ナ
ラ
枯

れ
の
調
査
に
協
力
し
て
い
ま
す
。
ナ
ラ
枯
れ
と

は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
や
コ
ナ
ラ
な
ど
が
「カ
シ
ノ
ナ
ガ

キ
ク
イ
ム
シ
」
と
い
う
虫
が
媒
介
す
る
「ナ
ラ

菌
」に
よ
っ
て
枯
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
特
別

保
護
地
区
の
大
室
山
付
近
の
ミ
ズ
ナ
ラ
の
大

木
を
は
じ
め
、
立
ち
枯
れ
し
始
め
た
木
が
北

麓
地
区
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 
 

 

ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
に
よ
り
大
量
に
木
が
枯
れ

る
と
、
土
砂
崩
れ
、
倒
木
や
落
枝
に
よ
る
被

害
、
地
域
の
生
態
系
へ
の
影
響
、
景
観
へ
の
イ
ン

パ
ク
ト
等
の
問
題
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
レ
ン

ジ
ャ
ー
も
引
き
続
き
調
査
に
協
力
を
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

毎
年
河
口
湖
畔
に
て
ア
レ
チ
ウ
リ
一
掃
作

戦
実
行
委
員
会
の
主
催
で
数
回
行
わ
れ
る
、

ア
レ
チ
ウ
リ
駆
除
活
動
で
す
が
、
今
年
は
コ
ロ

ナ
禍
の
た
め
一
般
の
参
加
者
は
募
ら
ず
に
関

係
者
の
み
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
レ
ン
ジ
ャ
ー

は
５
月
30
日
と
８
月
27
日
の
２
回
参
加
し
ま

し
た
。
湖
畔
に
は
び
こ
り
在
来
の
植
物
の
生
育

環
境
を
奪
う
ア
レ
チ
ウ
リ
を
た
く
さ
ん
駆
除

し
ま
し
た
。 

 
ま
た
、
山
梨
県
み
ど
り
自
然
課
主
催
で
８
月

25
日
に
実
施
さ
れ
た
外
来
植
物
除
去
作
業
に

も
参
加
し
ま
し
た
。
研
修
後
、
ス
バ
ル
ラ
イ
ン

五
合
目
の
駐
車
場
に
て
、
在
来
の
植
物
と
の
交

雑
な
ど
を
防
ぐ
べ
く
、
本
来
そ
こ
に
な
か
っ
た

ヨ
モ
ギ
、
バ
ッ
コ
ヤ
ナ
ギ
な
ど
を
除
去
し
ま
し

た
。
（な
お
富
士
山
の
五
合
目
よ
り
上
は
国
立

公
園
の
特
別
保
護
地
区
の
た
め
、
外
来
種
で

あ
っ
て
も
許
可
な
く
植
物
を
抜
く
こ
と
は
禁
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。
） 

 

 

今
夏
、
富
士
山
は
開
山
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
、
い
つ
も
の
よ
う
に
八
合
目
付
近
ま
で
の
登

山
道
を
巡
回
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
五
合
目
管
理
セ
ン
タ
ー
の
前
で
「登
山
道

閉
鎖
」の
カ
ー
ド
を
持
っ
て
訪
れ
た
人
に
声
を

か
け
た
り
、
泉
ヶ
滝
手
前
の
ゲ
ー
ト
ま
で
の
道

や
御
中
道
等
五
合
目
を
中
心
に
巡
回
を
行
い

ま
し
た
。 

 
 

例
年
よ
り
も
梅
雨
明
け
が
遅
く
、
７
月
は

ほ
と
ん
ど
雨
天
か
曇
天
で
、
風
も
強
く
、
ス
バ

ル
ラ
イ
ン
が
閉
鎖
に
な
る
と
き
も
あ
り
ま
し

た
。
８
月
に
入
る
と
少
し
ず
つ
観
光
客
の
姿
も

多
く
な
り
ま
し
た
。
開
山
し
て
い
な
い
こ
と
を

知
ら
ず
、
登
山
の
準
備
を
し
て
き
て
し
ま
っ
た

方
も
わ
ず
か
に
い
ま
し
た
の
で
説
明
を
し
て
ご

理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
８
月
の

終
わ
り
に
な
る
と
、
「こ
っ
そ
り
登
っ
て
や
ろ

う
」と
い
う
人
が
現
れ
始
め
ま
し
た
。
本
人
は

も
ち
ろ
ん
、
万
一
の
場
合
に
救
助
に
行
く
人

達
も
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

行
為
で
す
。
登
山
す
る
な
ら
決
め
ら
れ
た
時

期
に
、
決
ま
り
を
守
っ
て
楽
し
く
登
っ
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
今
年
度
初
め
の
２
か
月
ほ
ど
富
士
山
レ

ン
ジ
ャ
ー
の
事
務
所
が
あ
る
富
士
山
世
界
遺

産
セ
ン
タ
ー
は
閉
館
と
な
り
、
レ
ン
ジ
ャ
ー
も

２
班
に
分
か
れ
て
時
間
差
で
出
勤
し
、
７
人
全

員
が
一
度
に
集
ま
ら
な
い
よ
う
な
勤
務
体
制

で
の
業
務
と
な
り
ま
し
た
が
、
巡
回
業
務
は
通

常
通
り
行
い
、
富
士
北
麓
地
域
周
辺
に
お
け

る
自
然
公
園
法
違
反
や
不
法
投
棄
、
設
備
の

不
具
合
等
の
有
無
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、

近
隣
の
小
中
学
校
へ
出
向
き
、
環
境
学
習
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
実
施
し
ま
し
た
。 

 

２
０
２
０
年
４
月
～
２
０
２
０
年
９
月 

 

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
報
告 

登山禁止の啓発 
五合目総合管理センター前 

巡回パトロール 
青木ヶ原樹海 

外
来
植
物
の
除
去
作
業 

コ
ロ
ナ
禍
の
業
務 

ナ
ラ
枯
れ
調
査
へ
の
協
力 

アレチウリ駆除活動 
河口湖畔にて 

ナラ枯れ 

夏
の
五
合
目
巡
回 



 

髙
橋 

法
人  

レ
ン
ジ
ャ
ー 

 

こ
れ
ま
で
北
海
道
や
東
北
地
方
で
野
生
動

植
物
の
調
査
や
国
立
公
園
の
管
理
に
携
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
関
わ
り
の
深

い
北
方
系
の
生
物
や
、
多
雪
環
境
と
触
れ
合

う
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
と
は
異
な

る
自
然
環
境
を
学
ん
で
み
た
い
と
思
い
、
山
梨

県
に
参
り
ま
し
た
。
地
理
的
に
は
昨
年
生
活

し
て
い
た
と
こ
ろ
よ
り
も
か
な
り
西
側
で
、
暖

か
そ
う
だ
な
と
勝
手
に
想
像
し
て
い
ま
し
た

が
、
日
本
一
の
標
高
を
誇
る
富
士
の
裾
野
は
そ

ん
な
に
甘
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
や

ら
寒
い
地
域
と
の
ご
縁
は
続
い
て
い
く
よ
う
で

す
。 

 
 
 
 
 

 
 

 

野
生
生
物
の
調
査
に
携
わ
っ
て
き
た
中
で
、

特
に
川
や
湖
に
生
息
し
て
い
る
魚
類
以
外
の

生
物
に
長
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
魚
類
以
外

と
な
る
と
な
か
な
か
思
い
浮
か
ば
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
面
白
い
姿
を
し
て
い
た
り
、
奇

妙
な
生
活
を
し
て
い
た
り
と
興
味
深
い
グ
ル
ー

プ
で
も
あ
り
ま
す
。
赴
任
し
た
ば
か
り
で
す

が
、
１
ペ
ー
ジ
の
掲
載
枠
を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
少
し
だ
け
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

川
や
湖
な
ど
淡
水
の
中
に
は
魚
類
以
外
に
、

ト
ン
ボ
や
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
な
ど
の
水
生
昆
虫
、
貝

な
ど
の
軟
体
動
物
、
エ
ビ
・カ
ニ
な
ど
の
甲
殻

類
、
ミ
ミ
ズ
や
ヒ
ル
な
ど
の
環
形
動
物
、
ま
た

あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
ダ
ニ
類
な
ど

色
々
な
種
類
の
生
物
が
生
活
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
動
物
は
魚
類
な
ど
の
エ
サ
に
な
る
こ
と

も
あ
る
の
で
す
が
、
水
中
の
落
ち
葉
や
生
物
の

死
骸
な
ど
を
食
べ
て
い
る
も
の
も
お
り
、
結
果

的
に
有
機
物
を
分
解
し
、
水
環
境
を
維
持
す

る
役
目
も
担
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
ト
ン
ボ
や
蚊

の
幼
虫
な
ど
は
、
成
虫
に
な
る
と
羽
が
生
え
て

陸
上
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う

し
た
水
生
昆
虫
は
陸
上
で
生
活
し
て
い
る
鳥

や
動
物
な
ど
に
と
っ
て
も
重
要
な
エ
サ
に
な
る

た
め
、
陸
の
生
物
圏
と
も
密
接
な
つ
な
が
り
が

あ
り
ま
す
。 

 

 

奇
妙
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

カ
モ
な
ど
水
鳥
に
寄
生
す
る
ミ
ズ
ド
リ
ビ
ル

や
、
ツ
ク
バ
ビ
ル
の
よ
う
に
カ
エ
ル
に
寄
生
し
て

い
る
も
の
も
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ヒ
ル
は
寄
生

し
た
生
物
の
体
液
を
栄
養
に
し
て
い
ま
す
が
、

寄
生
先
の
動
物
が
他
の
水
辺
に
移
動
す
る
こ

と
に
伴
っ
て
、
遠
く
離
れ
た
川
や
湖
に
分
布
を

拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

富
士
山
の
周
辺
に
は
、
富
士
五
湖
の
よ
う
な

大
き
な
湖
以
外
に
も
、
小
規
模
な
水
辺
も
点

在
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
２
ヶ
月
ほ
ど
生
活
し

て
い
る
中
で
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
私
独
自
の

目
線
で
、
こ
の
富
士
山
周
辺
の
環
境
を
見
つ
め

て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

  

 

昨
年
ま
で
は
、
同
じ
く
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
て
い
る
知
床
に
お
り
ま
し
た
。
手
つ
か
ず
の

自
然
が
残
る
知
床
で
は
、
秘
境
と
い
え
る
よ
う

な
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
反
面
日
本
最
大
の
陸
上
動
物
で
あ

る
ヒ
グ
マ
が
多
く
、
さ
ら
に
登
山
道
や
林
道
が

少
な
い
た
め
、
来
訪
者
が
安
全
に
楽
し
め
る
と

こ
ろ
が
限
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
私
も

動
物
の
死
体
に
居
付
い
た
熊
に
突
進
さ
れ
た

り
、
登
山
道
中
で
追
い
回
さ
れ
る
な
ど
何
度

と
な
く
熊
と
遭
遇
し
て
き
ま
し
た
。 

 

富
士
山
や
そ
の
周
辺
地
域
は
古
来
か
ら
信

仰
の
対
象
と
し
て
、
多
く
の
人
々
と
の
関
わ
り

の
中
で
独
自
の
文
化
を
形
成
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
す
。
手
つ
か
ず
の
自
然
と
関
わ
っ
て
き
た
立

場
と
し
て
、
多
く
の
人
々
が
親
し
め
る
文
化
的

な
発
展
に
至
る
ま
で
に
は
、
そ
れ
は
様
々
な
苦

労
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
先
人
が
築
い

て
き
た
素
晴
ら
し
い
文
化
を
受
け
継
ぎ
、
多

く
の
人
々
に
そ
れ
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

微
力
な
が
ら
富
士
山
の
自
然
環
境
保
全
に
取

り
組
ん
で
い
け
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

新
任
レ
ン
ジ
ャ
ー
自
己
紹
介 

世
界
遺
産
つ
な
が
り
で 

川
や
湖
の
生
物
に
つ
い
て 

ツクバビルは深緑色で丸く、一見すると苔にみえる 

イトトンボはヤゴ（幼虫）も細い 

知床の逆さ富士？ 秘境知床沼からの無名峰 



 

今
年
は
、
例
年
と
は
異
な
り
、
春
先
か
ら

の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
行
で
大
き
く
生
活

様
式
が
変
わ
っ
た
一
年
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
夏
、
富
士
登
山
に
関
し
て
も
静
岡
、
山
梨

両
県
と
も
登
山
道
を
開
け
る
こ
と
な
く
夏

山
シ
ー
ズ
ン
を
終
了
し
ま
し
た
。
今
、
季
節

は
秋
か
ら
冬
に
向
け
日
々
変
わ
っ
て
き
て
い

ま
す
。
冬
は
さ
ら
に
富
士
山
の
美
し
さ
が

際
立
つ
季
節
で
す
。
し
か
し
、
厳
冬
期
の
富

士
山
は
、
そ
の
神
秘
的
な
姿
と
は
異
な
り
、

想
像
を
絶
す
る
寒
さ
と
強
風
に
曝
さ
れ
、

ベ
テ
ラ
ン
の
登
山
家

で
も
命
を
落
と
す
危

険
な
山
へ
と
変
貌
す

る
の
で
す
。 

 

昨
年
10
月
に
は
富

士
山
で
軽
装
の
入
山

者
が
山
頂
付
近
よ
り

滑
落
し
、
亡
く
な
る

事
故
が
起
き
て
い
ま

す
。
せ
っ
か
く
の
登
山

で
も
事
故
が
起
こ
っ

て
は
、
何
に
も
な
り

ま
せ
ん
。
昨
シ
ー
ズ

ン
は
、
発
生
件
数
や

遭
難
者
も
少
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
富
士

山
の
冬
山
登
山
が
い

か
に
難
し
い
か
を
正

し
く
理
解
し
な
け
れ

ば
、
遭
難
や
事
故
は

な
く
な
り
ま
せ
ん
。

冬
季
の
富
士
登
山
は
、
熟
練
者
で
あ
っ
て
も

急
激
な
天
候
の
変
化
や
、
高
山
病
等
、
予

期
し
な
い
事
故
に
遭
わ
な
い
と
は
言
い
切
れ

な
い
の
で
す
。  

 

毎
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
、
情
報

誌
等
で
冬
山
登
山
へ
の
安
全
啓
発
、
注
意

喚
起
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
３
０
０
０
ｍ
ク
ラ

ス
の
冬
山
に
お
け
る
登
山
は
、
夏
山
よ
り
も

は
る
か
に
厳
し
く
、
考
え
て
い
る
以
上
の
危

険
が
伴
い
ま
す
。
特
に
富
士
山
は
、
な
お
さ

ら
で
す
。
標
高
は
４
０
０
０
ｍ
に
近
い
う
え
、

単
独
峰
で
あ
り
、
太
平
洋
か
ら
の
風
が
直

接
吹
き
つ
け
ま
す
。 

 

寒
さ
や
、
降
雪
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

写
真
の
よ
う
な
急
斜
面
は
、
降
り
積
も
っ
た

雪
で
ア
イ
ゼ
ン
が
無
け
れ
ば
登
れ
な
く
な

る
ば
か
り
か
、
山
頂
に
近
づ
く
ほ
ど
雪
面
は

カ
チ
カ
チ
に
凍
り
、
ア
イ
ゼ
ン
や
ピ
ッ
ケ
ル

も
刺
さ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
程
の
危
険

な
状
態
に
な
る
の
で
す
。
ま
し
て
そ
ん
な
斜

面
を
下
山
す
る
の
は
、
熟
練
し
た
経
験
者

で
も
一
瞬
に
し
て
滑
落
し
か
ね
な
い
危
険

な
状
態
で
す
。
ま
た
山
頂
の
空
気
は
下
界
の

約
３
分
の
２
と
薄
い
こ
と
か
ら
高
山
病
の
危

険
性
も
あ
り
、
登
山
中
の
体
調
維
持
に
は

注
意
が
必
要
で
す
。 

 

富
士
山
で
は
、
２
０
１
３
年
よ
り
「富
士
登

山
に
お
け
る
安
全
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」が
制
定
さ
れ
、
夏
山
期
間
以
外
で

の
富
士
登
山
で
は
次
の
３
つ
の
ル
ー
ル
が
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
。  

 

特
に
「万
全
な
準
備
」と
い
う
言
葉
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
万
全
の
準
備
と
は
装
備

だ
け
で
な
く
、
冬
山
に
必
要
な
知
識
、
経

験
、
体
力
を
準
備
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま

す
。
知
識
で
は
、
事
前
の
詳
細
な
登
山
計
画

の
立
案
、
注
意
点
へ
の
確
認
、
高
山
病
へ
の

対
処
方
法
、
ま
た
観
天
望
気
（か
ん
て
ん
ぼ

う
き
）の
知
識
が
必
須
で
す
。
ま
た
知
識
だ

け
で
な
く
、
実
際
に
ア
イ
ゼ
ン
や
ピ
ッ
ケ
ル

を
使
用
す
る
冬
山
に
対
す
る
複
数
の
登
山

経
験
等
、
厳
冬
期
の
富
士
山
に
お
い
て
も

安
全
を
担
保
で
き
る
一
定
の
経
験
値
が
必

須
で
す
。
体
力
に
お
い
て
は
、
厳
冬
期
仕
様

の
防
寒
着
を
着
用
し
、
ア
イ
ゼ
ン
の
着
用
に

ピ
ッ
ケ
ル
の
携
帯
、
さ
ら
に
冬
山
に
対
応
す

る
重
量
の
増
え
た
装
備
を
背
負
い
、
終
日

登
山
で
き
る
体
力
が
必
須
で
す
。
加
え
て

天
候
が
悪
化
し
、
逃
げ
場
も
無
く
、
吹
き

曝
し
の
状
態
の
中
で
も
行
動
食
で
栄
養
補

給
を
行
い
、
行
動
で
き
る
持
久
力
も
必
須

な
の
で
す
。 

 

も
う
一
つ
お
願
い
し
た
い
の
が
、
冒
頭
で

も
触
れ
た
「新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
へ
の
感
染

予
防
対
策
」で
す
。
少
し
で
も
体
調
が
す
ぐ

れ
な
い
場
合
、
絶
対
登
山
は
や
め
て
く
だ

さ
い
。
ご
自
身
が
危
険
な
だ
け
で
な
く
、
事

故
が
起
こ
り
救
助
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、

助
け
る
側
も
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
へ
の
感
染
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ご
理

解
の
上
、
万
全
な
登
山
計
画
と
事
前
の
準

備
、
天
候
の
確
認
に
加
え
、
ご
自
身
の
体

力
、
力
量
、
体
調
を
よ
く
考
え
、
少
し
で
も

難
し
い
と
思
っ
た
ら
登
山
を
控
え
て
頂
く

よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
毎
年
冬
季
に
山

梨
県
警
察
、
山
梨
県
世
界
遺
産
富
士
山
課

と
共
同
で
吉
田
口
登
山
道
の
馬
返
し
に
て

冬
山
登
山
者
へ
の
安
全
啓
発
を
行
い
、
事
故

を
未
然
に
防
ぐ
活
動
を
継
続
し
て
行
っ
て

お
り
ま
す
。  

1.
万
全
な
準
備
を
し
な
い 

 
 
 

登
山
者
の
登
山
禁
止 

2.
「登
山
計
画
書
」を 

 
 
 
 

必
ず
作
成
、
提
出 

3.
登
山
者
と
し
て 

 
 
 

「携
帯
ト
イ
レ
」持
参
の
マ
ナ
ー 

陽が昇っても表面は 

アイスバーン状態 

山梨県内の山岳遭難発生状況（１２月～３月） 山梨県警察HPより 

吉田口登山道馬返しでの 

冬山登山啓発の様子 

  発生件数 遭難者数 死亡 負傷 無事救助 行方不明 

2019年度 ２１件 ２１件 １件 １３件 ６件 １件 

2018年度 ２８件 ３３件 ６件 １３件 １４件 ０件 



そぞろ あるき 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
開
山
が
見
合
わ
せ
と
な
っ
た
今
年
の

富
士
山
。
異
例
の
夏
を
終
え
、
現
在
は

冬
季
閉
山
期
間
中
で
す
。
い
つ
も
よ
り

一
層
“
遠
く
”
感
じ
る
富
士
の
頂
を
仰

ぐ
日
々
。
吾
々
が
目
下
立
ち
会
っ
て
い

る
の
は
稀
有
な
「
歴
史
的
イ
ベ
ン
ト
」

の
恐
ら
く
は
ほ
ん
の
入
口
で
あ
り
、
こ

の
経
験
の
全
容
を
理
解
す
る
に
は
長
い

時
間
を
要
す
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
と
、

茫
洋
た
る
気
持
ち
に
も
な
り
ま
す
。
さ

あ
れ
そ
ん
な
此
度
は
、
こ
れ
ま
で
出

会
っ
た
、
「
富
士
眺
望
愛
好
者
」
と
も

い
う
べ
き
少
々
風
変
わ
り
な
方
々
と
の

一
幕
を
振
り
返
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 
 

～
見
つ
め
て
い
た
い
～ 

 

 
 

恋
す
る
山
お
じ
さ
ん 

〈
某
月
某
日 

富
士
の
よ
く
見
え
る

峠
に
て 

Ｙ
さ
ん
（
仮
名
）
談
。—

え

え
、
登
れ
ぬ
と
な
れ
ば
尚
恋
し
く
な
る

の
が
「
山
恋
者
」
の
性
で
す
ね
え
。

「
眺
め
る
」
っ
て
い
う
の
も
、
要
す
る

に
心
の
眼
で
登
っ
て
い
る
訳
で
す
か

ら
。
あ
の
尾
根
筋
を
こ
の
ル
ー
ト
で
、

と
か
っ
て
。
何
か
ね
、
触
れ
る
こ
と
の

叶
わ
ぬ
恋
し
い
相
手
の
よ
う
で
ね
、
自

分
の
身
体
の
大
き
さ
も
忘
れ
て
抱
き
付

き
た
く
な
る
時
も
あ
り
ま
す
。
で
、
煩

悩
の
焔
消
え
ぬ
ま
ま
富
士
に
向
い
合
っ

て
歩
い
て
ね
、
人
間
界
の
事
な
ぞ
与
り

知
ら
ぬ
お
山
に
、
「
心
に
う
つ
り
ゆ
く

よ
し
な
し
ご
と
」
を
聞
い
て
貰
え
た
よ

う
な
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。—

え
え
、
登
り
た
い
な
ぁ
と
は
思

い
ま
す
け
ど
、
山
は
登
っ
て
く
れ
な
ん

て
頼
ん
で
な
い
し
、
何
度
登
頂
し
て
も

山
そ
の
も
の
と
一
緒
に
な
れ
る
訳
で
も

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
“
頂
”
と
い
う

の
は
常
に
仮
の
ゴ
ー
ル
で
す
。
や
っ
ぱ

り
山
っ
て
い
う
の
は
、
此
方
の
永
遠
の

片
想
い
だ
な
と
思
い
ま
す
ね
。
〉 

東
屋
の
「
ぬ
し
」
と
山
上
の
昼
食 

〈
某
月
某
日 

富
士
の
よ
く
見
え
る

東
屋
に
て 

Ｚ
さ
ん
（
仮
名
）
と
。—

昼
食
に
し
よ
う
と
予
定
し
て
い
た
東
屋

に
は
先
客
が
居
た
。
バ
ン
ダ
ナ
を
巻
い

た
壮
年
の
男
性
。
俎
板
の
上
で
白
菜
を

手
際
よ
く
刻
み
、
傍
ら
で
は
鍋
が
湯
気

を
立
て
て
い
る
。
ず
っ
と
こ
こ
に
暮
ら

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
“
生
活
感
”

に
、
「
こ
ん
に
ち
は
」
で
は
な
く
、

「
お
邪
魔
し
ま
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ

た
。
無
言
で
頷
き
調
理
は
続
く
。
「
晴

れ
て
富
士
山
見
え
て
き
ま
し
た
ね
」
と

声
を
掛
け
る
と
、
や
お
ら
顔
を
上
げ

「
見
え
て
き
ち
ゃ
ダ
メ
な
ん
だ
よ
。
覚

め

ち

ゃ

う

だ

ろ
」
と

仰

る
。
「
え

え
？
」—

Ｚ
さ
ん
の
言
う
に
は
「
頂
な

ぞ
は
山
の
ほ
ん
の
部
分
、
雲
の
中
の
想

像
の
一
点
で
よ
い
。
山
は
根
張
り
が
肝

要
」
と
の
事
。
曰
く
「
湖
を
挟
ん
で
南

は
富
士
の
溶
岩
流
が
迫
り
、
北
は
御
坂

山
塊
が
伸
ば
し
た
尾
根
を
そ
の
ま
ま
湖

水
に
浸
し
て
い
る—

「
こ
の
辺
り
は
、

山
の
根
の
張
り
方
が
存
分
に
味
わ
え
る

貴
重
な
場
所
」
で
あ
る
そ
う
だ
。
〉 

孤
高
の
眺
望
愛
好
者
列
伝
・壱 

写真①御坂峠方面より。〈…絶頂ニ河口湖ヲ下臨ス 其南ハ富士山 

ナリ …麓野渺茫ノ中ニ勃起シテ真ニ蒼天ヲ刺ス…「甲斐国志」〉 

写真②雪の三湖台より。富士北面を間近に望む。 

写真③三方分山方面より。精進湖の向こうに雲たなびかせ。 

写真④本栖湖より。手前から、湖にながれ込んだ溶岩流の跡・ 

青木ヶ原樹海・中景左は側火山の大室山・そして富士。 

低山逍遥の 

ススメ 篇 

吉田口登山道 

世界遺産センターから見

た富士山の方向 



皆
さ
ん
は
富
士
山
が
綺
麗
に
見
え
る
山

頂
と
い
え
ば
ど
こ
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？ 

富
士
山
周
辺
の
富
士
五
湖
エ
リ
ア
だ
と
、
三

つ
峠
や
竜
ヶ
岳
、
石
割
山
な
ど
を
思
い
浮
か

べ
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。 

今
回
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
「滝
子
山
」

は
富
士
山
か
ら
少
し
離
れ
た
大
月
市
に
あ

る
山
で
、
秀
麗
富
嶽
十
二
景
に
選
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
秀
麗
富
嶽
十
二
景
の
山
々
は
中
央

線
沿
い
に
位
置
す
る
た
め
、
公
共
交
通
機
関

で
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
全
て
の
山
か
ら
富

士
山
を
望
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
４
番
山
頂

の
滝
子
山
は
初
狩
駅
と
笹
子
駅
の
間
に
位

置
し
、
滝
が
多
い
滝
子
沢
の
源
流
で
す
。
沢

の
す
ぐ
側
が
登
山
道
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
滝

や
渓
流
の
美
し
い
景
観
、
素
晴
ら
し
い
自
然

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
飽
き
ず
に

歩
け
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
オ
ス
ス
メ
し
た
い

時
期
は
春
・秋
で
気
候
も
丁
度
良
く
、
春
に

は
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
花
、
秋
に
は
紅
葉
を

楽
し
み
な
が
ら
の
ん
び
り
と
し
た
登
山
が
楽

し
め
ま
す
。 

次
に
、
私
が
こ
の
近
辺
の
登
山
に
行
く
際

に
必
ず
購
入
し
て
い
る
登
山
の
お
供
を
紹
介

し
ま
す
。 

笹
子
駅
か
ら
徒
歩
２
分
の
場
所
に
あ
る

「み
ど
り
や
」で
購
入
で
き
る
笹
子
餅
。
ほ
ん

の
り
ヨ
モ
ギ
の
香
る
草
餅
に
上
品
な
甘
さ
の

粒
あ
ん
が
入
っ
て
い
ま
す
。
甘
す
ぎ
な
い
口

当
た
り
で
二
、
三
口
程
で
食
べ
ら
れ
る
サ
イ

ズ
な
の
で
、
登
山
中
の
休
憩
時
な
ど
疲
れ
た

状
態
で
も
食
べ
や
す
い
で
す
。
十
個
入
り
と

五
個
入
り
が
あ
り
ま
す
が
、
登
山
の
お
供
に

お
す
す
め
の
五
個
入
り
は
経
木
の
包
装
が

良
い
雰
囲
気
で
す
。
昔
、
甲
州
街
道
第
一
の

難
所
と
言
わ
れ
、
東
海
道
の
箱
根
峠
と
並

び
称
さ
れ
た
笹
子
峠
の
茶
屋
で
力
餅
と
し
て 

売
ら
れ
て

い
た
物
が
、

中
央
線
の

開
通
後
は

「笹
子
餅
」

と
名
称
を

改

め
、
車

内
販
売
や

笹
子
ト
ン

ネ
ル
手
前

の
笹
子
駅

で
売
ら
れ

て
い
ま

し

た
。
百

年

以
上
の
歴

史

の
あ

る

名
物
で
す

が
、
現
在
で

は
販
売
元

の
み
ど
り

や
本
店
と

向
か
い
の
工

場

の
み

の

限
ら
れ
た
場
所
で
し
か
購
入
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
日
に
売
れ
る
分
し
か
製
造
さ
れ
な
い

「知
る
人
ぞ
知
る
」レ
ア
な
お
菓
子
で
す
。
消

費
期
限
も
わ
ず
か
１
日
の
み
と
日
持
ち
は
し

ま
せ
ん
が
、
出
来
立
て
を
味
わ
う
こ
と
が
出

来
る
の
で
す
。 

そ
ん
な
名
物
も
楽
し
み
つ
つ
、
滝
子
山
に

登
り
、
山
頂
か
ら
富
士
を
望
ん
で
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。 

笹
子
駅
～
滝
子
山
～
初
狩
駅
コ
ー
ス 

 
 
(

初
心
者
～
中
級
者
向
き) 

【コ
ー
ス
タ
イ
ム
】計
６
時
間
半 

笹
子
駅
～
（
50
分
）登
山
口
～
（２
時
間

半
）滝
子
山
～
（２
時
間
）林
道
終
点
～
（１

時
間
）初
狩
駅 

積
雪
期
、
冬
期
の
朝
や
雨
の
次
の
日
は
凍

結
し
ま
す
の
で
ア
イ
ゼ
ン
等
の
装
備
を
し
て

く
だ
さ
い
。  

大
月
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ-

観
光
情
報-
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山
頂
か
ら
富
士
を
望
む （滝子山 山頂にて撮影）5月 

「秀
麗
富
嶽
十
二
景 

 
 

 

４
番
山
頂 

滝
子
山
」 

初狩駅 

笹子駅 

滝子山 



 

２
０
２
０
年
（令
和
二
年
）も
残
り
わ
ず

か
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の

た
め
に
自
粛
三
昧
の
年
で
し
た
。
と
こ
ろ
で

今
年
の
干
支
が
「ね
ず
み
」と
言
う
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
か
。
こ
こ
で
は
富
士
北
麓
の

野
生
の
ネ
ズ
ミ
の
お
話
を
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

み
な
さ
ん
は
、
ネ
ズ
ミ
と
聞
く
と
ど
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
か
？
ど

た
ば
た
ア
ニ
メ
の
「
ト
ム
と
ジ
ェ
リ
ー
」、
斉

藤
惇
夫
の
「冒
険
者
た
ち
（ガ
ン
バ
の
冒

険
）」、
「い
な
か
の
ネ
ズ
ミ
と
都
会
の
ネ
ズ

ミ
」な
ど
、
ネ
ズ
ミ
が
登
場
す
る
ア
ニ
メ
や

物
語
、
昔
話
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
人
様
の
食
べ
も
の
を
横
取
り
す
る

な
ど
害
獣
扱
い
さ
れ
忌
み
嫌
わ
れ
る
こ
と

も
多
々
あ
り
ま
す
。
「ネ
ズ
ミ
大
好
き
！
」

と
い
う
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
私
た
ち
に
身
近
で
人
と
の
関
わ
り
が
深

い
が
た
め
に
、
あ
る
と
き
は
人
気
者
、
ま
た

あ
る
と
き
は
嫌
わ
れ
者
に
な
る
の
も
ネ
ズ
ミ

な
の
で
す
。 

 

さ
て
、
ひ
と
こ
と
で
ネ
ズ
ミ
と
言
っ
て
も
た

く
さ
ん
の
種
類
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
日
本

に
は
、
陸
生
哺
乳
類
が
１
２
２
種
、
こ
の
う

ち
ニ
ホ
ン
リ
ス
や
ヤ
マ
ネ
も
含
め
た
ネ
ズ
ミ

目
は
27
種
、
一
般
的
に
ネ
ズ
ミ
と
い
わ
れ
る

ネ
ズ
ミ
科
は
19
種
で
す
。
ま
た
、
ネ
ズ
ミ
の

仲
間
を
そ
の
生
活
ス
タ
イ
ル
か
ら
大
き
く

二
つ
に
分
け
る
と
、
【
家
ネ
ズ
ミ
】と
【野
ネ

ズ
ミ
】に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
ネ

ズ
ミ
と
は
、
人
の
そ
ば
で
生
息
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
繁
栄
し
て
き
た
ネ
ズ
ミ
た
ち
で
、
ド

ブ
ネ
ズ
ミ 

、
ク
マ
ネ
ズ
ミ
な
ど
で
す
。
こ
れ

ら
家
ネ
ズ
ミ
は
、
人
間
の
食
糧
を
失
敬
す
る

だ
け
で
な
く
、
荷
物
に
紛
れ
込
ん
で
人
の
移

動
と
と
も
に
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
き
ま

す
。
人
の
い
る
と
こ
ろ
必
ず
家
ネ
ズ
ミ
あ
り

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
家
ネ
ズ
ミ
に

対
し
て
野
山
な
ど
自
然
界
で
生
き
て
い
る
ネ

ズ
ミ
た
ち
を
野
ネ
ズ
ミ
と
呼
び
ま
す
。 

 

富
士
北
麓
の
野
ネ
ズ
ミ
の
種
類
は
、
ヒ
メ

ネ
ズ
ミ
、
ア
カ
ネ
ズ
ミ
、
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
、
ハ
タ

ネ
ズ
ミ
、
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
５
種
類
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
特
に
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
は
、
山
麓
か
ら

富
士
山
頂
ま
で
生
息
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
と
り
わ
け
青
木
ヶ
原
樹
海
な
ど
の
溶
岩

の
上
に
再
生
し
た
森
に
多
く
生
息
し
、
富
士

山
を
代
表
す
る
野
ネ
ズ
ミ
と
言
え
ま
す
。 

 

野
ネ
ズ
ミ
た
ち
は
、
主
に
木
の
実
や
草
の

種
を
食
べ
ま
す
。
秋
と
言
え
ば
実
り
の
秋
、

森
で
は
ド
ン
グ
リ
な
ど
木
の
実
が
た
く
さ
ん

で
き
ま
す
。
じ
つ
は
野
ネ
ズ
ミ
は
、
冬
眠
を

し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
食
糧
事
情
の
厳
し
い

冬
は
ま
も
な
く
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
来

た
る
べ
き
冬
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
野
ネ

ズ
ミ
た
ち
は
せ
っ
せ
と
食
糧
を
蓄
え
ま
す
。

そ
の
方
法
は
、
あ
ち
こ
ち
小
分
け
に
し
て
、

主
に
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
埋
め
て
隠
し
て
お

き
ま
す
。
そ
し
て
冬
の
間
に
は
、
そ
れ
ら
を

探
し
出
し
て
少
し
ず
つ
消
費
し
な
が
ら
温

か
い
春
ま
で
生
き
な
が
ら
え
ま
す
。
し
か

し
、
全
て
の
貯
蔵
場
所
を
覚
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
忘
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で

す
。 

 

ち
ょ
っ
と
話
は
そ
れ
ま
す
が
、
「ネ
ズ
ミ

算
」と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

ネ
ズ
ミ
は
子
沢
山
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

確
か
に
食
糧
事
情
が
良
く
、
外
敵
が
い
な

け
れ
ば
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
を
は
じ
め
と
す
る
野

ネ
ズ
ミ
た
ち
は
、
季
節
変
化
に
よ
り
食
糧
事

情
が
変
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
キ
ツ
ネ
な
ど

の
肉
食
動
物
に
捕
食
さ
れ
る
た
め
、
生
態

系
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
簡
単

に
数
が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か

で
も
天
敵
中
の
天
敵
と
い
え
る
の
は
フ
ク
ロ

ウ
で
す
。
フ
ク
ロ
ウ
は
有
能
な
ネ
ズ
ミ
ハ
ン

タ
ー
で
、
と
あ
る
富
士
山
麓
の
フ
ク
ロ
ウ
の

研
究
で
は
、
そ
の
獲
物
の
80
％
が
野
ネ
ズ
ミ

と
い
う
結
果
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
た
く

さ
ん
産
む
の
は
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
る
か
ら

な
の
で
す
。 

 

さ
て
、
話
を
元
に
戻
し
ま
す
。
秋
に
冬
の

食
糧
を
蓄
え
る
野
ネ
ズ
ミ
で
す
が
、
埋
め
隠

し
た
本
人
が
、
そ
れ
ら
を
忘
れ
た
り
フ
ク
ロ

ウ
に
食
べ
ら
れ
た
り
し
て
、
結
果
的
に
遺
さ

れ
た
木
の
実
や
草
の
種
は
、
翌
年
の
春
に
芽

を
出
し
そ
こ
か
ら
森
が
育
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
ド
ン
グ
リ
は
、
た
だ
落
ち
た
だ
け
で

は
成
長
で
き
ず
、
埋
め
て
も
ら
う
こ
と
よ
り

成
長
の
確
率
が
飛
躍
的
に
上
が
る
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
樹
海
の
よ
う
な

複
雑
な
地
形
で
は
、
ド
ン
グ
リ
が
自
力
で
転

が
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ネ
ズ
ミ
た
ち
に

運
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
移
動
の
チ
ャ
ン
ス
に

も
恵
ま
れ
ま
す
。
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
植
物
は
お

い
し
い
木
の
実
を
た
く
さ
ん
作
り
、
一
部
は

ネ
ズ
ミ
に
提
供
し
、
一
部
は
運
ば
れ
そ
し
て

埋
め
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
野
ネ

ズ
ミ
と
植
物
は
共
生
関
係
に
あ
る
の
で
す
。 

 

ネ
ズ
ミ
と
聞
く
と
ど
う
し
て
も
汚
い
害
獣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
が
ち
で
す

が
、
森
の
中
で
は
肉
食
動
物
の
胃
袋
を
支

え
、
な
お
か
つ
森
を
作
る
こ
と
に
も
一
役

買
っ
て
い
る
け
な
げ
な
存
在
で
す
。
み
な
さ

ん
が
森
で
ネ
ズ
ミ
に
出
会
う
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
〝
ガ
ン
バ
レ
〟
と
一
言
か
け
て
や
っ
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
野
ネ
ズ
ミ
は
夜
行
性
で

昼
間
は
巣
穴
で
寝
て
い
ま
す
。 



富士山世界遺産センターだより１４号 
 

富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
で
は
、
富

士
山
の
世
界
遺
産
登
録
時
に
イ
コ
モ
ス
よ

り
示
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
「下
方
斜
面
に

お
け
る
巡
礼
路
の
特
定
」を
行
う
す
る
た

め
、
継
続
的
に
富
士
山
の
道
の
総
合
的
な

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
の
一
部

と
し
て
、
富
士
山
の
信
仰
拠
点
を
結
ぶ
道

の
調
査
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。 

 

夏
の
企
画
展
に
つ
い
て 

 

当
セ
ン
タ
ー
は
令
和
二
年
度
の
夏
に
企

画
展
「富
士
山
と
鎌
倉
道-

御
山
の
入
口
・

新
倉-

」を
開
催
し
、
吉
田
（富
士
吉
田
市

上
吉
田
）へ
繋
が
る
道
筋
の
う
ち
、
北
西
の

甲
府
盆
地
方
面
と
吉
田
を
結
ん
だ
ル
ー

ト
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
た
。
都
と
甲
斐

国
府
を
つ
な
い
だ
古
代
官
道
「甲
斐
路
」に

起
源
す
る
そ
の
道
は
「鎌
倉
道
」「鎌
倉
海

道
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
河
口
湖
畔
の
通

行
が
容
易
に
な
る
以
前
は
、
東
岸
の
河
口

や
浅
川
（と
も
に
富
士
河
口
湖
町
）か
ら

尾
根
を
越
え
て
吉
田
を
目
指
し
た
よ
う
で

す
。 

 

本
企
画
展
で
は
、
吉
田
へ
の
西
側
か
ら
の

玄
関
口
で
あ
っ
た
新
倉
（富
士
吉
田
市
）に

注
目
し
ま
し
た
。 

 

新
倉
の
ほ
と
ん
ど
の
家
は
正
福
寺
・如
来

寺
・大
正
寺
の
「三
箇
寺
」を
中
心
と
す
る

真
宗
門
徒
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
協
力
し
合

い
な
が
ら
行
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

ら
三
箇
寺
に
は
、
真
宗
の
僧
が
富
士
山
を

訪
れ
る
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
事
を
示
す
記

録
や
、
六
十
年
に
一
度
の
庚
申
御
縁
年
に

配
っ
た
刷
り
物
の
版
木
、
富
士
山
中
に
安

置
さ
れ
て
い
た
聖
徳
太
子
騎
馬
像
（現
在

は
毎

年

八

月

に
富

士

山
へ
上
げ
ら

れ

る
）等
、

富
士
山
と

関
わ
り
の
深

い
資

料

が

現
存
し
て
い

ま
す
。 

 
 

 

ま
た
、
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
の
大

祭
で
担
が
れ
る
御
山
神
輿
は
、
江
戸
時
代

前
半
ま
で
は
新
倉
村
が
用
意
し
て
い
た
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
や
由
緒
は
、
新

倉
が
富
士
山
へ
詣
で
る
た
め
の
通
過
地
点

で
あ
っ
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。 

  
企
画
展
の
内
容
を
ま
と
め
た
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

公
開
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。 

（http
:/

/
w

w
w

.fu
jisan

-
w

h
c.jp

） 

新倉周辺地図（富士山世界遺産センターリーフレット） 

 企画展「 富士山と養蚕―信仰の側面から― 」 

◇日 時 令和２年１２月２５日（金）～令和３年２月２３日（火） 

     ※１月２６日（火）は休館 

◇会 場 山梨県立富士山世界遺産センター 南館 富士山ステーション 

◇内 容 養蚕が盛んになった地域では、浅間神社が養蚕の守護神として 

       信仰されたこともありました。信仰の厚かった地域に伝来した 

       資料から富士信仰の一端を紹介します。 

新倉北方より富士山を望む 



富
士
山
の
噴
火 

 
 

 

富
士
山
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
、
噴

火
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
富

士
山
噴
火
史
の
中
で
も
有
名
な
「貞
観
の
噴

火
」と
「宝
永
噴
火
」二
つ
の
噴
火
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。 

 

● 

貞
観
の
噴
火 

 

貞
観
の
噴
火
は
、
八
六
四
年
～
八
六
八
年

に
か
け
て
富
士
山
の
北
西
斜
面
で
起
こ
っ
た

噴
火
で
す
。
こ
の
噴
火
で
は
、
大
量
の
溶
岩
が

流
れ
、
「本
栖
湖
」と
「せ
の
海
」と
呼
ば
れ

る
、
二
つ
の
湖
に
も
流
れ
込
み
ま
し
た
。
特
に

「せ
の
海
」
に
は
大
量
の
溶
岩
が
流
れ
込
み
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
埋
め
尽
く
さ
れ
、
二
つ
の
湖

に
分
断
さ
れ
、
現
在
の
「
西
湖
」と
「精
進
湖
」

二
つ
の
湖
に
分
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

そ
し
て
、
貞
観
の
噴
火
に
よ
っ
て
流
れ
た
大

量
の
溶
岩
は
、
そ
の
後
冷
え
て
固
ま
り
ま
し

た
。
そ
の
上
に
草
木
が
生
え
、
長
い
年
月
を

経
て
で
き
た
森
が
「青
木
ヶ
原
樹
海
」で
す
。 

 

こ
の
噴
火
が
起
こ
っ
た
時
に
、
占
い
の
結
果

で
朝
廷
か
ら
甲
斐
国
（山
梨
県
）に
も
浅
間

明
神
を
祀
り
、
噴
火
を
鎮
め
る
よ
う
命
じ
ら

れ
、
山
梨
県
側
に
も
浅
間
神
社
が
建
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
神
社
が
富
士
河
口
湖
町
に
あ

る
「河
口
浅
間
神
社
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

   

● 

宝
永
噴
火 

 

宝
永
噴
火
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
一
七
〇

七
年
に
起
こ
っ
た
今
の
と
こ
ろ
歴
史
上
最
後

の
噴
火
で
す
。
一
般
的
に
、
大
規
模
な
噴
火

の
前
に
は
、
大
き
な
地
震
が
発
生
す
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
宝
永
噴
火
の
四
九
日
前
に

も
「宝
永
東
海
・南
海
地
震
」と
い
う
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
八
以
上
と
考
え
ら
れ
る
地
震
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
噴
火
に
よ
っ
て
三
つ
の

火
口
が
で
き
、
第
一
火
口
は
山
頂
火
口
よ
り

大
き
く
、
火
口
底
の
東
側
に
宝
永
山
が
で
き

ま
し
た
。 

 

こ
の
噴
火
で
は
大
量
の
火
山
灰
が
降
り
ま

し
た
。
そ
の
重
み
で
火
口
に
近
い
地
域
の
家

屋
は
倒
壊
し
、
至
る
所
で
火
災
が
発
生
し
、

火
山
灰
は
江
戸
の
町
や
現
在
の
千
葉
県
に
も

降
っ
た
と
い
う
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

神
秘
的
な
富
士
山 

 

富
士
山
は
、
そ
の
日
の
天
候
や
時
間
帯
に

よ
っ
て
様
々
な
姿
を
見
せ
ま
す
。
今
回
は
、

神
秘
的
な
二
種
類
の
富
士
山
「ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
富
士
」と
「パ
ー
ル
富
士
」と
呼
ば
れ
て
い
る

富
士
山
の
姿
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。 

 

● 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
富
士 

 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
富
士
と
は
、
富
士
山
の
山
頂

部
分
に
太
陽
が
重
な
っ
て
見
ら
れ
る
時
の
姿

で
す
。
名
前
の
通
り
、
富
士
山
の
山
頂
に
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
が
輝
く
の
よ
う
に
太
陽
が
輝
い
て

お
り
、
ま
さ
に
絶
景
で
す
。
絶
景
故
に
い
つ
で

も
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
富
士
は
、
日
の
出
も
し
く
は
日
没

時
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
時
季
に
つ
い
て

は
場
所
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
冬
至
の     

時
季
や
安
定
し
た
天
候
の
二
月
頃
が
見
る

チ
ャ
ン
ス
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。  

 

写
真
は
、
田
貫
湖
か
ら
撮
影
さ
れ
た
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
富
士
で
す
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
富
士
の

撮
影
ス
ポ
ッ
ト
は
こ
の
他
に
も
「山
中
湖
」が

有
名
で
す
。 

 

● 

パ
ー
ル
富
士 

 

パ
ー
ル
富
士
と
は
、
富
士
山
の
山
頂
に
満

月
が
か
か
っ
た
時
の
富
士
山
の
姿
で
す
。
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
富
士
と
違
い
、
満
月
と
い
う
条
件

も
重
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
富
士
よ
り
も
見
る
こ
と
が
難
し
い
と

言
う
人
も
い
ま
す
。 

 

写
真
は
、
山
中
湖
か
ら
撮
影
さ
れ
た
紅
富

士
の
上
に
満
月
が
か
か
っ
た
パ
ー
ル
富
士
で

す
。 

 
 

【宝永山と宝永火口】 

写真提供：山梨観光推進機構 

【ダイヤモンド富士】 

【パール富士】 



富士山環境学習支援プログラム 

 

 富士山ボランティアセンターでは、多くの人が富士山とふれあい、知識を深め、富士山

を愛する心や環境保全の意識を育むことを目的として、山梨県富士山レンジャーによる富

士山学習の支援事業を実施しております。交通費や謝礼は一切必要ありません。各種研修

に是非ご活用ください。 

 

実 施 日  原則として平日 

実施時間  ９時30分～16時の間（プログラムは30分～） 

受 講 料  無料 

対 象   各種団体、企業等、および児童、生徒、学生（教員向け研修もあります） 

定 員  最大２５名まで（感染症対策のため、グループ分けなどをお願いする場合があります） 

 

《申込方法｠ 

原則として希望日の１か月前までにお申込み下さい。 

申込書に必要事項をご記入いただき、Fax、E-mail、または郵送にてお送り下さい。 

その他、詳細については富士山ボランティアセンターＨＰにてご確認ください。 

 https://www.yamanashi-kankou.jp/volunteer/  

 

《注意事項》 

・ 事前の打合せや下見等が必要になる場合があります。 

・ 申込み、問合せおよび打合せは責任者が行なって下さい。旅行業者等による代行はお受けできません。 

富士山憲章（行動規範） 

一 富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。 

一 富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。 

一 富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。 

一 富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。 

一 富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。 

               平成10年11月18日 山梨県・静岡県 

 

富士山憲章は、富士山の自然環境等の保全の理念や環境保全のための

行動規範を示すことにより、富士山の環境保全への協力を訴え、国民

的な規模で保全運動の展開を図っていくこと目的としています。 

■編集・発行 富士山ボランティアセンター 

            （富士山憲章山梨県推進会議） 

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 
（富士山世界遺産センター北館内） 
TEL: 0555-20-9229  FAX: 0555-72-4114 
E-MAIL: fujisan@eps4.comlink.ne.jp 

本誌のバックナンバーは下記よりダウンロードできます。 

https://www.yamanashi-kankou.jp/volunteer/
newslatter/index.html 

富士山環境保全関連イベントのメールマガジンを希望す
る方は、「富士の国やまなし観光ネット 富士の国やまなし
メールマガジン」の会員登録画面より登録してください。 

https://www.yamanashi-kankou.jp/mailmagazine/
regist.html 

出張講座の様子 富士山世界遺産センターでの学習会 

https://www.yamanashi-kankou.jp/volunteer/

