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そ
の
昔
、
男
の
子
に
「
ド
ラ
イ
ブ
に
行
き

ま
し
ょ
う
」
と
誘
わ
れ
て
も
、
た
い
し
て
嬉

し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
ん
な
に
好
き

な
男
の
子
だ
っ
た
と
し
て
も
、
二
人
き
り
の

ド
ラ
イ
ブ
は
、
な
ん
だ
か
気
詰
ま
り
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
助
手
席
に
い
て
い
ろ
い
ろ
喋
っ

た
り
缶
ジ
ュ
ー
ス
を
渡
し
た
り
地
図
を
見
た

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
。
居
眠
り
し
て

は
い
け
な
い
ら
し
い
し
（
助
手
席
ほ
ど
居
眠

り
に
最
適
な
場
所
は
な
い
の
で
は
、
と
い
う

の
が
昔
か
ら
の
わ
た
し
の
持
論
な
の
に
）。

か
と
い
っ
て
、
数
人
の
ド
ラ
イ
ブ
も
全
然
い

い
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
目
的
地
に
歩
か
ず

に
到
着
で
き
る
の
は
楽
ち
ん
だ
け
れ
ど
、
好

き
な
と
こ
ろ
で
立
ち
止
ま
っ
た
り
じ
っ
と
景

色
を
見
た
り
で
き
な
い
の
が
、
つ
ま
ら
な
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

目
的
地
に
行
く
の
は
、
ぜ
ひ
電
車
か
バ
ス

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

い
つ
も
い
つ
も
、
そ
う
思
っ
て
き
ま
し

た
。
た
ぶ
ん
、
も
の
す
ご
く
自
分
勝
手
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
好
き
な
時
に
途
中
下
車
し

た
り
、
好
き
な
だ
け
立
ち
止
ま
っ
た
り
、
ま

わ
り
の
景
色
を
じ
ろ
じ
ろ
眺
め
た
り
。
そ
ん

な
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
す
ぐ
に
飽
き
て
し

ま
う
の
で
す
。

見
知
ら
ぬ
人
た
ち
と
一
緒
に
乗
る
、
と
い

う
こ
と
も
、
楽
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
え
ば
、
電
車
の
向
か
い
の
座
席
に

座
っ
て
い
る
人
た
ち
が
、
家
族
お
よ
び
近
隣

の
人
た
ち
だ
と
仮
定
し
て
、
そ
の
家
族
関
係

を
想
像
す
る
と
い
う
習
慣
が
、
わ
た
し
に
は

あ
る
の
で
す
。
ほ
ら
、
そ
こ
に
並
ん
で
座
っ

て
い
る
の
は
、
お
じ
い
さ
ん
と
、
そ
の
孫

(

高
校
生)

。
お
ば
あ
さ
ん
は
も
う
亡
く

な
っ
て
い
て
、
孫
の
母
親
に
あ
た
る
お
じ
い

さ
ん
の
娘
は
離
婚
し
て
戻
っ
て
き
た
の
だ
け

れ
ど
、
今
は
働
き
に
出
て
い
る
の
で
、
孫
の

横
に
い
る
女
の
人
は
娘
で
は
な
く
お
隣
の
親

切
な
奥
さ
ん
。
お
じ
い
さ
ん
は
そ
の
奥
さ
ん

が
ち
ょ
っ
と
好
き
（
で
も
隠
し
て
い
る
）。

奥
さ
ん
の
隣
は
そ
の
夫
で
、
夫
の
隣
に
い
る

の
は
夫
の
兄
と
弟
。
三
人
そ
ろ
っ
て
ち
ょ
っ

と
メ
タ
ボ
気
味
な
体
型
な
の
は
、
母
親
が
甘

い
も
の
好
き
で
子
供
た
ち
に
遺
伝
し
た
か
ら

…
…
。

わ
た
し
の
住
む
東
京
は
、
な
ん
て
電
車
が

た
く
さ
ん
走
っ
て
い
る
都
市
な
の
で
し
ょ

ひ
そ
か
な
愉
し
み

川
上
弘
美

イラスト・岡林玲
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う
。
一
日
じ
ゅ
う
電
車
に
乗
っ
て
い
て
も
、

そ
の
日
だ
け
で
東
京
じ
ゅ
う
の
路
線
を
す
べ

て
乗
り
つ
く
す
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
東
京
で
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
た
頃
か
ら

今
に
い
た
る
ま
で
、
電
車
に
乗
る
た
び
に
こ

の
家
族
想
像
ご
っ
こ
を
続
け
て
き
た
わ
た
し

―
―
そ
り
ゃ
あ
も
う
、
い
ろ
ん
な
家
族
が
い

ま
し
た
。
気
持
ち
い
い
く
ら
い
仲
の
い
い
家

族
も
い
れ
ば
、
火
宅
の
家
も
あ
り
ま
し
た
。

悲
劇
の
家
族
も
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
書
け
な

い
く
ら
い
す
ご
い
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
家

族
も
あ
っ
た
―
―
ま
あ
、
ば
か
で
す
ね
。
小

説
を
書
く
こ
と
に
は
役
立
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
わ
た
し
の
脳
内
で
勝
手
に
家
族
を

演
じ
さ
せ
ら
れ
た
人
た
ち
が
も
し
そ
の
想
像

を
知
っ
た
ら
、
さ
ぞ
腹
を
た
て
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

今
日
は
こ
れ
か
ら
、
ま
た
電
車
に
乗
っ
て

用
足
し
に
行
く
予
定
で
す
。
ひ
と
つ
趣
向
を

変
え
て
、
向
か
い
の
席
で
は
な
く
自
分
の
側

の
席
が
ど
ん
な
家
族
だ
か
想
像
し
て
み
る
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
中
に
は
わ
た
し

も
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
こ
れ

で
、
ど
ぎ
ま
ぎ
す
る
試
み
で
す
ね
。

◎日本民営鉄道協会とは？
昭和 42 年に社団法人として設立、平成 24 年 4 月 1 日付で一般社団法
人に移行、72社の民営鉄道会社で組織されています。
輸送力の増強と安全輸送の確保を促進し、鉄道事業の健全な発達を図り、
もって国民経済の発展に寄与することを目的とした活動を行っております。
なお、JR 各社や公営地下鉄などは加入しておりません。
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か
わ
か
み 

ひ
ろ
み

作
家
。
東
京
都
生
ま
れ
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
理
学
部
生
物
学
科
卒
。

１
９
９
４
年
「
神
様
」
で
第
１
回
パ
ス
カ
ル
短
編
文
学
新
人
賞
を
受

賞
。
96
年
「
蛇
を
踏
む
」
で
芥
川
賞
、
２
０
０
１
年
『
セ
ン
セ
イ
の

鞄
』
で
谷
崎
潤
一
郎
賞
、
07
年
『
真
鶴
』
で
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大

臣
賞
を
受
賞
。
著
書
に
『
神
様
』『
古
道
具
中
野
商
店
』『
風
花
』『
ど

こ
か
ら
行
っ
て
も
遠
い
町
』『
七
夜
物
語
』
な
ど
。
最
新
刊
に
『
猫
を

拾
い
に
』
が
あ
る
。
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富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録
の
意
義

ユ
ネ
ス
コ
は
昨
年
六
月
二
十
六
日
、
プ
ノ
ン

ペ
ン
で
開
催
さ
れ
た
世
界
遺
産
委
員
会
で
、
富

士
山
を
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
し
た
。
世
界
の

人
々
が
富
士
山
を
「
世
界
の
宝
」
と
認
め
た
瞬

間
だ
。
当
初
、
富
士
山
は
自
然
遺
産
へ
の
登
録

を
目
指
し
た
が
、
し
尿
や
ゴ
ミ
投
棄
な
ど
の
環

境
保
全
に
問
題
が
あ
り
、
登
録
に
至
ら
な
か
っ

た
。
今
回
の
文
化
遺
産
登
録
ま
で
に
は
二
十
有

余
年
の
歳
月
が
か
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
今
回
ど
う
い
う
理
由
で
「
世
界

の
宝
」
に
相ふ

さ
わ応
し
い
と
認
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
認
定
さ
れ
た
富
士
山
の
正
式
名
称
「
富
士

山
―
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
」
が
そ
の
理

由
を
語
っ
て
い
る
。

富
士
山
ほ
ど
日
本
人
の
美
意
識
に
訴
え
続
け

て
き
た
も
の
は
な
い
。
日
本
の
画
人
で
富
士
山
を

描
か
な
か
っ
た
人
は
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
富
士
山
は
日
本
の
美
の
原
点
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
今
や
「
世
界
の
美
」
と
な
っ
た
わ
け

だ
。
富
士
山
が
「
芸
術
の
源
泉
」
で
あ
る
こ
と
に

異
論
を
差
し
挟
む
方
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
富
士
山
が
「
信
仰
の
対

象
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
、
違
和
感
を

覚
え
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
信
仰
の
対
象
」
と
し
て
の
富
士
山
が
評
価
さ

れ
た
意
義
は
大
き
い
。
現
在
で
は
「
富
士
登

山
」
が
盛
ん
で
、
夏
と
も
な
れ
ば
数
珠
つ
な
ぎ

で
登
山
す
る
姿
は
テ
レ
ビ
で
お
馴
染
み
だ
。
し

か
し
戦
前
ま
で
は
「
富
士
登
山
」
で
は
な
く

「
富
士
登と

は
い拝

」
で
あ
っ
た
。
富
士
山
に
登
り
、

霊
地
に
参
詣
す
る
こ
と
は
「
登
拝
」、
遠
く
か

ら
仰
ぐ
こ
と
を
「
遥よ

う
は
い拝

」
と
呼
び
、
富
士
山
は

信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
。

富
士
山
信
仰
は
な
ぜ
誕
生
し
た
か

日
本
人
万
人
が
富
士
山
を
好
き
だ
。
予
想
も

し
な
い
と
こ
ろ
で
、
富
士
を
見
つ
け
る
と
、
何

か
一
日
良
い
こ
と
が
あ
り
そ
う
な
、
得
し
た
気

に
さ
せ
る
富
士
山
。
思
わ
ず
、
手
を
合
わ
せ
た

く
な
る
気
分
す
ら
す
る
。
こ
う
し
た
「
畏
敬
」

の
念
を
抱
か
せ
る
富
士
山
の
原
点
を
た
ど
る

と
、
古
代
に
遡

さ
か
の
ぼる
。

万
葉
歌
人
の
高た

か
は
し
の
む
し
ま
ろ

橋
虫
麻
呂
は
富
士
を
「
く
す

し
く
も　

い
ま
す
神
か
も
」
と
詠う

た

っ
た
。
つ
ま

り
、
富
士
に
は
神
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け

だ
。
な
ぜ
富
士
は
神
の
山
と
な
っ
た
か
は
、
古

代
に
は
富
士
は
噴
火
を
続
け
て
い
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
噴
火
を
す
る
度
に
、
古
代
人
は
、

そ
こ
に
荒
ぶ
る
神
を
見
た
の
だ
。
霊
妙
な
富
士

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
永
々
と
詠
み
継
が
れ
、
語
り

継
が
れ
て
き
た
。
富
士
山
信
仰
の
原
点
は
、
度

重
な
る
「
噴
火
」
だ
っ
た
。

富
士
山
信
仰
の
原
典
―
「
富
士
山
記
」

「
信
仰
の
対
象
」
と
し
て
の
富
士
山
を
最
初
に

取
り
挙
げ
た
書
物
は
、
何
と
言
っ
て
も
平
安
前

期
の
著
名
な
漢
詩
人
・
都み

や
こ
の
よ
し
か

良
香
（
八
三
四
〜

八
七
九
）
が
最
晩
年
に
著
し
た
「
富ふ

じ
さ
ん
の
き

士
山
記
」

だ
ろ
う
。「
富
士
山
記
」
の
本
文
は
た
っ
た
の

三
九
一
文
字
の
漢
文
で
あ
る
。
十
一
世
紀
に
刊
行

さ
れ
た
『
本ほ

ん
ち
ょ
う
も
ん
ず
い

朝
文
粋
』
に
そ
の
記
は
登
載
さ
れ

て
い
る
の
で
、
今
で
も
繙は

ん
ど
く読
で
き
る
。「
富
士
山

富士山と信仰文化
拓殖大学名誉教授・理学博士
富士山文化研究会会長・富士学会理事

竹谷靱負
Yukie TAKEYA

富士山・吉田口御師の末裔で、靱負（ゆきえ）は、御師の世襲
名。本名は竹谷誠。早稲田大学理工学研究科応用物理学専攻・
修士課程修了。ＮＥＣ中央研究所を経て、拓殖大学工学部情報
工学科勤務。著書に『日本人は、なぜ富士山が好きか』『富士
山文化―その信仰遺跡を歩く』（以上、祥伝社）、『富士山の祭
神論』『富士山と女人禁制』『富士塚考』『富士塚考 続』（以上、
岩田書院）、『富士山の精神史』（青山社）などがある。

2013 年 6 月、富士山が世界文化遺産に登録された。
日本人にとって「信仰の対象」であり、「芸術の源泉」である富士山。
なぜ富士山が日本美の象徴となったのか、なぜ日本人の心の山となったのか。
富士山に登って拝みたいという願いは、どうして生まれたのか。
日本人にとっての信仰の山、富士山の信仰文化を解説する。

基調報告 40
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記
」
に
は
、
九
世
紀
後
半
の
富
士
山
頂
の
様
子

が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
頂
上
の
様
相

と
異
な
る
の
は
、
当
時
火
口
湖
が
あ
っ
た
点
だ
け

だ
。
平
安
初
期
に
修
験
者
が
登
拝
し
て
い
た
事

実
は
、
驚
嘆
に
値
す
る
。
都
良
香
が
修
験
者
か

ら
の
聞
き
取
り
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
富
士
山
記
」
で
は
、
富
士
山
は
「
神
仙
の

遊ゆ
う
す
い萃
す
る
所
な
り
」
と
さ
れ
、
神
仙
郷
と
さ
れ

た
。「
神
仙
」
と
は
神
通
力
を
得
た
仙
人
の
こ

と
で
、「
神
仙
郷
」
は
仙
人
が
住
み
、
自
在
に

場
所
を
移
動
し
、
不
老
不
死
薬
を
調
合
す
る
場

所
で
あ
る
。
中
世
に
は
、
富
士
山
は
神
仙
郷
の

ひ
と
つ
、
蓬ほ

う
ら
い
さ
ん

莱
山
に
見
立
て
ら
れ
た
。

富
士
登
拝
の
開
祖
・
役
行
者

「
富
士
山
記
」
に
よ
る
と
、
富
士
山
を
開か

い
さ
く鑿

し
た
人
物
を
役

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
と
し
て
い
る
。
役
行
者

は
、
七
〜
八
世
紀
の
人
で
、
大
和
国
葛か

つ
ら
ぎ城
山
の

麓
に
生
ま
れ
た
。
葛
城
山
で
難
行
を
重
ね
、
空

中
飛
翔
の
術
な
ど
の
呪
術
を
会
得
し
た
。
讒ざ

ん
げ
ん言

に
よ
り
伊
豆
大
島
に
流
さ
れ
た
が
、
昼
間
は
島

に
と
ど
ま
る
が
、
夜
に
は
空
中
飛
行
し
富
士
山

に
至
り
修
行
し
た
。
こ
の
伝
説
に
基
づ
き
、
役

行
者
が
富
士
山
に
初
登
拝
し
た
行
者
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
き
た
。
以
来
、
修
験
者
は
役
行
者
を

修
験
道
の
開
祖
と
崇
め
た
。
神
が
宿
る
山
に
同

化
し
て
山さ

ん
き気
を
受
け
、
神
通
力
を
身
に
付
け
る

修
験
の
霊
場
、
そ
れ
が
富
士
山
だ
っ
た
。

富
士
山
頂
は
不
動
明
王
の
住
み
処

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
修
験
者
は
富
士
山
頂
を
目

指
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
修
験
者
は
不
動
明
王
を

自
己
の
守
護
仏
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
除
災

（
除
病
・
除
障
・
除
魔
）
の
仏
と
し
て
も
崇
拝

し
て
い
る
。
不
動
明
王
は
、
常
に
火か

え
ん焔
の
中
に

安
住
し
、
諸
々
の
障
り
や
穢け

が

れ
を
焼
き
尽
く
す

修
験
者
の
本
尊
と
い
う
わ
け
だ
。
不
動
明
王
は

火
焰
を
背
に
し
て
右
手
に
剣
を
取
り
、
左
手
に

羂け
ん
さ
く索
を
持
っ
て
、
憤ふ

ん
ぬ怒
の
姿
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
不
動
明
王
は
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
を
焼
き
払

い
、
悪
魔
を
降
伏
さ
せ
、
修
験
者
を
擁
護
し
菩

提
を
成
就
さ
せ
長
寿
を
得
さ
せ
る
と
い
う
。
富

士
頂
上
、
特
に
噴
火
の
火
焔
が
渦
巻
く
剣
ヶ
峰

が
不
動
明
王
の
住
む
場
所
と
さ
れ
た
。
修
験
者

は
頂
上
の
火
焔
の
中
に
現
出
す
る
不
動
明
王
を

拝
し
た
の
だ
。

面
白
い
こ
と
に
、
修
験
者
が
残
し
た
各
種
の

『
富
士
山
縁
起
』
で
は
、
富
士
山
の
祭
神
は
赫か

ぐ

夜や
ひ
め姫
と
あ
る
。「
富
士
山
記
」
と
『
竹
取
物
語
』

が
習
合
し
て
成
立
し
た
説
話
だ
。
こ
の
説
話

は
、
江
戸
初
期
に
祭
神
が
木こ

の
は
な
の
さ
く
や
ひ
め
の
み
こ
と

花
開
耶
姫
命
に
代

わ
る
ま
で
継
承
さ
れ
た
。

浅
間
大
神
と
浅
間
神
社

「
富
士
山
記
」
に
話
を
戻
す
と
、「
古
老
が
言

う
に
は
、
富
士
山
に
は
神
が
宿
り
、
神
の
名
は

浅あ
さ
ま
の
お
お
か
み

間
大
神
で
あ
る
。
貞
観
十
七
（
八
七
五
）
年

十
一
月
五
日
、
官
民
が
旧
来
の
方
法
に
則
り
祭

祀
を
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

平
安
初
期
の
富
士
山
の
噴
火
は
、
駿
河
国
と

甲
斐
国
か
ら
の
甚
大
な
被
害
報
告
を
受
け
て
、

大
和
朝
廷
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
噴
火
の
度

に
朝
廷
は
奉ほ

う
へ
い
し

幣
使
を
派
遣
し
、
鎮
火
祈
願
を
目

北口本宮冨士浅間神社。桃山時代に築造された東宮本殿。本殿は三棟あり、いずれも国の重要文化財に指定されている。

基調報告─ 40



MINTETSU SUMMER 2014 6

的
に
浅あ

さ
ま
の
や
し
ろ

間
社
を
造
営
し
、
浅あ

さ
ま
の
か
み

間
神
を
祀
っ
た
。

仁に
ん
じ
ゅ寿

三
（
八
五
三
）
年
ま
で
に
、
浅
間
神
は
浅

間
大
神
に
昇
格
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
無
位

の
名み

ょ
う
じ
ん神
か
ら
従じ

ゅ
さ
ん
み

三
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
浅
間
大
神
は
正し

ょ
う
さ
ん
み

三
位
、
従じ

ゅ
に二
位い

、

名み
ょ
う
じ
ん
だ
い

神
大
へ
と
、
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、

そ
の
神
格
は
進
階
し
て
い
く
。
噴
火
す
る
た
び

に
、
浅
間
大
神
に
対
す
る
畏
怖
の
念
が
鎮
火
へ

の
祈
り
の
祭
祀
へ
と
駆
り
た
て
た
の
だ
。
そ
れ

に
伴
い
、
不
動
明
王
に
代
わ
っ
て
、
浅
間
大
神

が
富
士
山
に
影よ

う
ご
う向
し
た
こ
と
に
よ
り
、
不
動
明

王
は
地じ

し
ゅ
し
ん

主
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
浅せ

ん
げ
ん間
神
社
の
歴
史
』（
名
著
出
版
）
に
よ
る

と
、
昭
和
初
期
の
時
点
で
、
全
国
計
一
三
一
七

社
を
数
え
た
。
さ
ら
に
他
社
に
合ご

う
し祀
さ
れ
て
社

号
が
変
わ
っ
た
も
の
を
含
め
る
と
、
実
に

一
九
〇
〇
社
に
上
る
と
い
う
。
そ
の
中
心
を
な

す
社
は
、「
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
」（
静
岡
県

富
士
宮
市
）
と
「
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
」

（
山
梨
県
富
士
吉
田
市
）
の
二
社
で
あ
ろ
う
。

「
世
界
の
宝
」
の
構
成
要
素
に
は
、
こ
の
二
社

を
含
め
計
八
社
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多

く
が
登
拝
道
の
起
点
に
あ
る
。

現
在
、
浅
間
神
社
の
祭
神
は
木
花
開
耶
姫
命

を
主
神
と
し
、
左
右
に
父
の
大お

お
や
ま
つ
み
の
か
み

山
祇
神
、
夫
の

天あ
ま
つ
ひ
こ
ひ
こ
ほ
の
に
に
ぎ
の
み
こ
と

津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
伴
う
三
神
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。

大
日
如
来
と
浅
間
大
菩
薩

　
一
方
、
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て

神
仏
習
合
が
盛
ん
に
な
り
、
本ほ

ん
じ
す
い
じ
ゃ
く

地
垂
迹
説
が
登

場
す
る
。「
本
地
」
と
は
、
仏
の
「
本
源
（
本

来
の
姿
）」
で
あ
り
、「
垂
迹
」
と
は
、
仏
が
衆し

ゅ

生じ
ょ
うを

救
う
た
め
に
「
神
と
い
う
仮
の
姿
」
で
こ

の
世
に
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
結

果
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
神
に
対
し
て
本
地
仏
が
対
応
づ
け
ら
れ

た
。
富
士
山
で
も
、
浅
間
大
神
に
代
わ
っ
て
大

日
如
来
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
本
地
仏

の
大
日
如
来
に
対
応
し
て
、
浅
間
大
神
は
浅せ

ん
げ
ん間

大だ
い
ぼ
さ
つ

菩
薩
と
な
っ
た
。
富
士
山
は
、
村
山
（
富
士

宮
市
村
山
）
を
中
心
に
発
展
す
る
。
村
山
修
験

が
山
全
体
を
曼ま

ん
だ
ら

荼
羅
世
界
に
見
立
て
、
数
多
の

神
仏
が
奉
納
さ
れ
た
り
、
数
多
く
の
神
仏
名
を

冠
し
た
霊
場
が
設
置
さ
れ
た
り
し
た
。

「
畏
怖
」
の
山
か
ら
「
庶
民
」
の
山
へ

中
世
ま
で
は
、
富
士
山
に
登
拝
す
る
の
は
、

修
験
者
に
限
ら
れ
、
富
士
山
は
庶
民
を
受
け
入

れ
な
い
「
畏
怖
」
の
山
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
に

な
る
と
、
修
験
者
以
外
に
商
人
・
職
人
・
農
民

ら
の
庶
民
も
富
士
登
拝
す
る
富
士
講
が
江
戸
を

中
心
に
栄
え
、
一
気
に
富
士
山
は
「
庶
民
」
の

山
と
な
っ
た
。
そ
の
開
祖
・
藤
原
角か

く
ぎ
ょ
う行

（
一
五
四
一
〜
一
六
四
六
）
は
元
修
験
者
で
あ
っ 

た
。
角
行
に
よ
る
と
、
富
士
山
は
天て

ん
ち地
開か

い

闢び
ゃ
くの

始
め
に
で
き
、
国
土
の
御み

は
し
ら柱
で
あ
り
、
万
物
の

根
元
で
あ
る
と
す
る
。
富
士
山
の
山
霊
・
仙せ

ん
げ
ん元

大
菩
薩
（
浅せ

ん
げ
ん間
大
菩
薩
）
を
信
仰
す
れ
ば
天
下

泰
平
・
国
家
安
泰
を
期
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
が
角
行
の
教
え
だ
。
役
行
者
の
夢
告
に
し

た
が
い
富
士
山
西
麓
の
人
穴
（
富
士
宮
市
人

穴
）
で
修
行
し
、
元げ

ん
き亀

三
（
一
五
七
二
）
年
、

吉
田
口
（
富
士
吉
田
市
上
吉
田
を
起
点
と
す
る

登
拝
道
）
よ
り
登
拝
し
、
そ
の
後
諸
国
を
遊ゆ

ぎ
ょ
う行

し
、
各
地
の
湖
水
で
水み

ず
ご
り

垢
離
を
行
っ
た
。
富
士

講
で
は
、
角
行
が
水
垢
離
し
た
内
八
海
（
富
士

五
湖
・
明あ

す
み
こ

見
湖
・
四し

び

れ

こ

尾
礼
湖
・
泉せ

ん

瑞ず
い

）
の
聖
地

巡
り
が
流
行
し
た
。
正
保
三
（
一
六
四
六
）

年
、
百
六
歳
の
折
、
角
行
は
人
穴
に
て
入

に
ゅ
う

定じ
ょ
うし

た
た
め
、
人
穴
は
富
士
講
の
聖
地
と
な
り
、
こ

の
た
び
「
世
界
の
宝
」
の
構
成
要
素
と
な
っ

た
。

身
禄
入
定
の
烏
帽
子
岩
も
聖
地
に

富
士
講
の
中
興
の
祖
と
呼
ば
れ
る
食

じ
き
ぎ
ょ
う行
身み

ろ
く禄

（
一
六
七
一
〜
一
七
三
三
）
は
、
伊
勢
川
上
の

生
ま
れ
。
釈
迦
が
「
弥
勒
」
と
な
っ
て
再
現
し

て
世
直
し
を
す
る
と
い
う
願
意
を
込
め
て
「
身

禄
」
を
名
乗
る
。
享
保
十
八
（
一
七
三
三
）

年
、
身
禄
が
吉
田
口
よ
り
登
拝
し
、
理
想
世
界

の
弥
勒
の
世
の
到
来
を
願
い
、
七
合
五
勺

（
現
・
八
合
目
）
の
烏え

ぼ
し
い
わ

帽
子
岩
の
傍
ら
で
入
定

し
即そ

く
し
ん
ぶ
つ

身
仏
と
な
っ
た
。
そ
の
後
即
身
仏
は
烏
帽

子
岩
の
傍
ら
の
石
棺
の
中
に
納
め
ら
れ
、
お
祀

り
す
る
た
め
に
そ
の
上
に
身
禄
堂
が
建
て
ら
れ

た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
江
戸
を
中
心
に
富
士
講

徒
は
こ
ぞ
っ
て
身
禄
所ゆ

か
り縁
の
吉
田
口
よ
り
登
拝

し
、
吉
田
口
は
一
気
に
繁
盛
し
た
。
江
戸
後
期

に
は
、「
江
戸
八
百
八
町
に
八
百
八
講
あ
り
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
富
士
講
は
繁
栄
し
た
。

武
蔵
野
の
丸
嘉
講
田
無
組

筆
者
が
住
ん
で
い
る
東
京
都
武
蔵
野
市
で

は
、
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
六
十
年
頃
ま
で
、
富

士
講
の
講
集
団
・
丸ま

る
か
こ
う
た
な
し
ぐ
み

嘉
講
田
無
組
が
活
動
し
て

い
た
。
そ
の
組
織
は
、
現
在
の
東
京
都
の
多
摩

地
区
の
他
に
所
沢
市
・
新
座
市
な
ど
の
埼
玉
県

に
も
及
び
、
広
範
な
地
域
に
勢
力
を
伸
ば
し
て

い
た
。
そ
れ
を
統
括
し
て
い
た
の
が
、
関
前
村

（
東
京
都
武
蔵
野
市
関
前
）
の
有
名
な
大
先

達
・
初
代
秋
本
安
五
郎
（
行
名
・
敬け

い
ぎ
ょ
う
ど
う
た
つ

行
道
達
）

（
一
七
八
六
〜
一
八
六
五
）
で
、
以
後
四
代
目

ま
で
「
安
五
郎
」
を
襲
名
し
大
先
達
を
継
い

だ
。
五
代
目
が
落
語
家
の
故
春
風
亭
柳
昇
師
匠

で
、
先
達
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
昭
和

五
十
五
年
に
「
太だ

い
だ
い
か
ぐ
ら

々
神
楽
」
を
北
口
本
宮
冨
士

浅
間
神
社
に
奉
納
し
、
御
師
・
上じ

ょ
う
も
ん
じ

文
司
家
に

太
々
神
楽
奉
納
扁
額
を
献
呈
す
る
な
ど
、
熱
心

な
富
士
講
徒
で
あ
っ
た
。

丸
嘉
講
田
無
組
の
富
士
山
へ
の
行
程

現
在
で
は
、
日
曜
日
と
も
な
れ
ば
、
丸
嘉
講

田
無
組
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
三
鷹
駅
か
ら
中
央

本
線
と
富
士
急
行
線
を
結
ぶ
直
通
の
「
ホ
リ 左：「小沼の身禄茶や」（杉浦非水画『富士山スケッチ』金尾文淵堂刊・明治

41 年、山梨県立図書館蔵）右：桂川の「富士見橋」付近から見た富士山



7 MINTETSU SUMMER 2014

デ
ー
快
速
富
士
山
号
」
に
乗
れ
ば
、
御お

し師
町
の

富
士
山
駅
ま
で
一
時
間
五
〇
分
弱
で
着
く
。

そ
れ
に
対
し
て
、
富
士
講
が
盛
ん
で
あ
っ
た

江
戸
時
代
に
は
、
富
士
登
山
の
道
中
は
ど
の
程

度
の
日
数
を
要
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

秋
本
家
の
富
士
講
史
料
は
、
現
在
、
武
蔵
野

市
教
育
委
員
会
で
管
理
し
て
お
り
、
閲
覧
で
き

る
。
そ
の
中
に
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
と
万

延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の
『
登
山
道
中
入
用
帳
』

が
あ
る
。
両
帳
面
で
は
、
休
憩
場
所
、
宿
泊
所

が
同
一
な
の
は
興
味
深
い
。
文
化
六
年
の
道
中

の
構
成
員
や
行
程
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
一
行

は
大
先
達
・
安
五
郎
に
引
率
さ
れ
た
、
三
十
二

カ
村
か
ら
選
ば
れ
た
九
十
三
名
の
講
員
で
構
成

さ
れ
る
。
十
軒
の
上
吉
田
の
御
師
宅
に
村
単
位

で
分
宿
す
る
と
い
う
大
集
団
で
あ
っ
た
。

行
程
の
初
日
は
関
前
村
を
出
発
し
、
上
石

原
・
府
中
を
経
由
し
て
日
野
の
玉
屋
に
て
宿

泊
。
二
日
目
は
八
王
子
・
駒
木
野
・
小
仏
峠
・

小
原
を
経
由
し
て
上
野
原
の
大
和
泉
屋
に
て
宿

泊
。
三
日
目
は
野
田
尻
・
犬
目
・
鳥
沢
・
猿
橋

を
経
由
し
、
大
月
で
甲
州
道
か
ら
別
れ
、
富
士

山
を
目
指
し
て
「
ふ
じ
道
」
を
上
る
。
谷
村
を

経
て
「
身
禄
茶
屋
」
で
知
ら
れ
る
小
沼
の
林
屋

で
宿
泊
し
、
四
日
目
は
、
小
沼
か
ら
上
吉
田
の

御
師
宅
ま
で
。
都
合
関
前
村
〜
上
吉
田
間
、
三

泊
四
日
の
行
程
だ
っ
た
。

小
沼
の
身
禄
茶
屋
は
ど
こ
か

　
小
沼
の
林
屋
の
茶
屋
が
、
身
禄
茶
屋
と
呼
ば

れ
た
の
は
、
こ
こ
に
食
行
身
禄
自
作
と
さ
れ
る

身
禄
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
林
屋
は
、

明
治
十
五
年
の
食
行
身
禄
百
五
十
年
遠お

ん
き忌
の
と

き
、
木
版
を
発
行
し
て
い
る
。

上
部
に
は
三
峰
富
士
の
図
と
「
参
明
山
體
」

の
大
文
字
、
そ
の
下
に
、

け（
今
朝
）さ
迄
の
つ（

罪
）み
ハ
ゆ（

許
）る
し
て

あ（
明
日
）す
よ
り
の　

心
の
か（

鏡

）

ゝ
み

日
々
と（

研
）き
ぬ（

抜
）け 

　

と
の
身
禄
の
御
詠
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
に

は
、
盤
石
上
の
身
禄
尊
像
が
描
か
れ
、
そ
の
右

わ
き
に
は
、
版
元
・
販
売
元
の
「
北
口
小
沼
村

林
屋
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。　

一
体
全
体
、「
身
禄
茶
屋
」
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
名
に
魅ひ

か
れ
て
、
富
士

急
行
線
に
乗
り
、
小
沼
の
地
、
三
つ
峠
駅
で
下

車
し
て
身
禄
茶
屋
を
探
し
て
み
た
。

地
元
の
『
西
桂
町
歴
史
散
歩
』
に
よ
れ
ば
、

身
禄
茶
屋
は
不
二
山
一
乗
寺
（
山
梨
県
南
都
留

郡
西
桂
町
小
沼
）
参
道
入
口
付
近
に
、
明
治
末

年
頃
ま
で
あ
っ
た
と
あ
る
が
、
場
所
は
特
定
さ

れ
て
い
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
明
治
四
十
一

年
刊
の
画
家
・
杉
浦
非
水
の
『
富
士
山
ス
ケ
ッ

チ
』（
金
尾
文
淵
堂
）
に
「
小
沼
の
身
禄
茶
や
」

と
題
し
た
版
画
が
あ
る
。
そ
れ
を
頼
り
に
一
乗

寺
付
近
を
歩
い
て
み
た
。
近
く
の
桂
川
に
出
て

み
る
と
、
ス
ケ
ッ
チ
と
そ
っ
く
り
の
場
所
が
見

つ
か
っ
た
。
左
側
の
倉
見
山
の
山
裾
と
い
い
、

富
士
山
の
見
え
方
と
い
い
全
く
同
じ
で
、
多
分

こ
の
辺
り
と
得
心
し
た
。

小
沼
の
身
禄
茶
屋
の
今
昔

さ
ら
に
、
そ
の
周
辺
を
探
訪
し
た
。
茶
屋
の

付
近
に
は
、
明
治
十
五
年
、
身
禄
百
五
十
年
遠

忌
を
記
念
し
た
、
都
合
三
基
の
石
碑
が
今
に
残

る
。
ふ
じ
道
の
分
岐
点
に
は
石
柱
道
標
も
佇
ん

で
い
る
。
身
禄
の
遠
忌
を
大
々
的
に
喧け

ん
で
ん伝
し

て
、
地
元
が
富
士
講
徒
の
誘
致
活
動
が
行
っ
た

証
し
で
あ
ろ
う
。

明
治
三
十
五
年
、
中
央
線
が
大
月
ま
で
開
通

す
る
と
、
翌
年
に
は
富
士
馬
車
鉄
道
が
大
月

－

小
沼
間
、
都
留
馬
車
鉄
道
が
小
沼

－

下
吉
田
間

に
そ
れ
ぞ
れ
開
通
し
た
。
小
沼
駅
で
軌
道
の
幅

の
異
な
る
馬
車
鉄
道
を
乗
り
換
え
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
小
沼
駅
は
中
継
基
地
と
し
て
一
定
の

賑
わ
い
を
呈
し
て
い
た
。

大
正
十
年
、
大
月

－

上
吉
田
間
に
馬
車
に
代

わ
っ
て
電
車
の
運
転
が
始
ま
り
、
さ
ら
に
富
士

山
麓
電
気
鉄
道
（
現
・
富
士
急
行
）
が
昭
和
三

年
に
現
在
使
用
の
路
線
を
敷
設
し
、
そ
の
結
果

馬
車
鉄
道
は
廃
線
と
な
り
、
小
沼
は
急
激
に
寂

れ
た
街
と
化
し
た
。

小
沼
に
馬
車
鉄
道
の
駅
舎
が
で
き
た
時
に
、

林
屋
も
含
め
宿
屋
が
駅
前
に
移
動
し
た
が
、
い

ず
れ
の
旅
館
も
今
は
無
い
。「
林
屋
」
の
屋
号

を
持
つ
ご
子
孫
を
お
訪
ね
し
た
が
、
古
い
話
で

詳
細
は
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
沼
浅
間
神
社
の
水
垢
離
場

往
古
を
偲し

の

び
、
富
士
山
目
指
し
て
ふ
じ
道
を

し
ば
ら
く
進
む
と
、
小お

ぬ
ま
せ
ん
げ
ん

沼
浅
間
神
社
に
到
る
。

境
内
に
は
滾こ

ん
こ
ん々

と
湧
き
出
る
富
士
の
湧
水
が
あ

る
。
昔
は
水
垢
離
を
行
う
富
士
講
徒
で
賑
わ
っ

た
禊
所
が
偲
ば
れ
る
。
我
先
に
と
水
垢
離
し
て

涼
を
と
っ
た
富
士
講
徒
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

大
月
か
ら
富
士
山
駅
ま
で
の
富
士
急
行
線

は
、
ふ
じ
道
に
沿
っ
て
右
に
左
に
交
差
し
な
が

ら
進
む
。
ふ
じ
道
に
は
富
士
講
遺
跡
が
諸
所
に

点
在
し
て
い
る
の
で
、
富
士
急
行
線
各
駅
停
車

の
遺
跡
巡
り
も
お
奨
め
で
あ
る
。

富
士
登
拝
の
追
体
験

そ
し
て
い
よ
い
よ
富
士
登
拝
だ
が
、
ま
ず
登

拝
道
・
吉
田
口
の
起
点
で
あ
る
北
口
本
宮
冨
士

浅
間
神
社
に
詣
で
て
、
富
士
登
拝
の
無
事
を
祈

願
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
富
士
講
徒
が
歩
ん
だ

よ
う
に
、
一
合
目
・
二
合
目
と
歩
を
進
め
追
体

験
し
た
い
。
霊
場
の
旧
跡
で
は
、
往
古
を
偲
び

参
拝
し
た
い
。
富
士
講
徒
は
登
拝
道
以
外
に
は

決
し
て
立
ち
入
ら
ず
、
山
を
汚
す
こ
と
を
極
力

恐
れ
た
。
山
に
入
る
時
に
は
、
神
仏
の
霊
地
を

汚
さ
な
い
よ
う
に
と
極
力
配
慮
し
た
の
だ
。
こ

う
し
た
富
士
講
徒
の
信
仰
心
に
も
思
い
を
馳
せ

て
、
日
本
人
の
「
心
の
山
」
で
あ
る
富
士
山
を

登
拝
し
た
い
。

小沼村林屋発行の食行身禄
百五十年遠忌記念の木版画

（武蔵野市・秋本家旧蔵、武蔵
野市教育委員会保管）
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文◉茶木　環／撮影◉織本知之

富士山麓電気鉄道の創立から数えて 88 年。
富士山麓一帯の観光開発という使命のもとに発足した富士急行は、
地域の公共交通の担い手としての責務を果たしながら、

「足を持った総合観光企業」として発展を重ねてきた。
現在では、山麓一帯に遊園地やゴルフ場、ホテル、別荘地など、
さまざまなジャンルのリゾート施設を展開し、
富士山麓エリアの観光客誘致を牽引している。
２０１３年６月、世界文化遺産に登録された富士山。

「富士を世界に拓く」、創業の精神のままに、
エリア全体の価値向上と環境保護に取り組む、
富士急行株式会社の堀内光一郎取締役社長に
お話を伺った。

TOP INTERVIEW

富士急行株式会社
取締役社長

堀内光一郎
Koichiro HORIUCHI

「富士を世界に拓く」
創業の精神のままに

特集：富士山とともに
［富士急行と富士山麓観光］



自
然
の
活
用
と
環
境
の
保
全

―
―
富
士
山
麓
で
幅
広
い
事
業
を
展
開
す
る
御

社
は
、
富
士
山
麓
の
観
光
開
発
を
目
的
に
創
業

し
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

堀
内　

今
で
こ
そ
富
士
山
と
富
士
五
湖
は
、
世

界
的
観
光
地
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す

が
、
富
士
急
行
が
創
業
し
た
大
正
末
期
と
言
え

ば
、
富
士
山
は
未
だ
遠
く
か
ら
仰
ぎ
見
る
霊
峰

で
あ
り
、
富
士
五
湖
や
山
麓
の
景
勝
を
知
る
人

は
稀
で
し
た
。
麓
に
到
達
す
る
に
も
大
変
な
時

代
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
時
代
に
、
富

士
急
行
初
代
社
長
の
堀
内
良
平
は
、「
富
士
を

世
界
に
拓
く
」
の
精
神
を
持
っ
て
、
１
９
２
６

年
に
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
を
創
業
し
ま
し
た
。

鉄
道
を
敷
設
し
て
足
を
確
保
し
、
道
路
・
水
道

な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
整
備
し
て
別
荘
地
を

開
き
、
ホ
テ
ル
を
つ
く
り
、
ゴ
ル
フ
場
を
整
備

し
た
―
―
観
光
客
誘
致
に
取
り
組
ん
だ
の
で

す
。
富
士
急
行
は
そ
の
創
業
の
精
神
の
ま
ま

に
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
素
晴
ら
し
い
富

士
山
の
眺
望
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
を
整
備
し
て
き
ま
し

た
。

　

昨
年
６
月
、「
富
士
山

│

信
仰
の
対
象
と
芸

術
の
源
泉
」
と
し
て
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
、
海
外
か
ら
の
お
客
さ
ま
も
大
変
増
え
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
こ
と
が
実
を

結
び
、
さ
ら
に
成
長
・
発
展
す
る
時
期
を
迎
え

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、

世
界
中
の
方
々
に
富
士
山
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
る
よ
う
に
努
力
を
重
ね
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ

の
使
命
で
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

「
富
士
を
世
界
に
拓
く
」
こ
と
に
な
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

―
―
富
士
山
の
環
境
そ
の
も
の
を
守
る
取
り
組

み
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

堀
内　

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
手
掛
け
て
き
た

開
発
は
、
常
に
「
自
然
の
活
用
」
と
「
環
境
の

保
全
」
が
基
本
に
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
は
、

自
然
環
境
と
開
発
は
対
極
に
あ
る
と
思
い
が
ち

で
、
富
士
急
行
の
開
発
も
「
木
を
切
り
倒
し
、

自
然
を
破
壊
し
た
」
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
る

方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
在

の
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
は
１
９
６
１
年
、
真
っ

黒
な
溶
岩
地
帯
に
開
園
し
ま
し
た
し
、
１
９ 

３
５
年
に
開
業
し
た
富
士
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
も
辺

り
一
帯
野
原
で
、
木
々
は
ま
ば
ら
で
し
た
。
わ

れ
わ
れ
が
土
を
盛
り
、
数
千
本
・
数
万
本
単
位

の
木
や
芝
を
植
え
、
数
十
年
の
時
間
を
か
け
て

育
て
た
結
果
、
現
在
の
姿
が
あ
る
の
で
す
。
林

や
森
を
つ
く
り
な
が
ら
開
発
し
て
き
た
と
い
う

の
が
当
社
の
歴
史
で
す
。
少
し
お
こ
が
ま
し
い

言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
保
全
」
よ
り

も
さ
ら
に
積
極
的
に
、
環
境
を
「
創
出
」
し
て

い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
そ
う
し
た
自
然
を
守
り
、
育
て
る
思
い
は
、

社
員
の
皆
さ
ん
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

堀
内　

も
と
も
と
環
境
へ
の
意
識
が
高
い
人
材

が
集
ま
っ
て
き
ま
す
し
、
入
社
時
か
ら
、
環
境

と
安
全
に
つ
い
て
は
厳
し
く
指
導
し
て
い
ま

す
。
１
９
９
２
年
か
ら
は
、
新
入
社
員
研
修
の

一
つ
に
「
富
士
登
山
及
び
美
化
活
動
」
を
組
み

込
ん
で
お
り
、
新
入
社
員
は
必
ず
清
掃
登
山
を

経
験
し
ま
す
。
富
士
山
に
登
ら
ず
し
て
、
富
士

急
行
や
「
富
士
を
世
界
に
拓
く
」
精
神
を
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
す
か
ら
。
清
掃
登
山
は

１
９
７
６
年
、
創
立
50
周
年
か
ら
「
全
員
登

山
」
を
周
年
記
念
事
業
と
し
て
行
っ
て
お
り
、

昨
年
は
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
登
録
祝
賀
と
し

て
、
馬
返
し
か
ら
五
合
目
ま
で
の
清
掃
登
山
を

実
施
し
ま
し
た
。

　

今
の
若
い
人
た
ち
は
、
幼
少
時
か
ら
学
校
や

社
会
の
中
で
環
境
教
育
を
受
け
て
育
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
環
境
に
対
す
る
知
識
や
意
識
の
レ
ベ

ル
が
高
い
と
感
じ
ま
す
。
そ
う
し
た
若
い
社
員

に
、
会
社
の
方
針
を
明
確
に
示
す
こ
と
で
、

「
富
士
山
を
守
り
た
い
」
と
い
う
思
い
や
「
環

境
を
大
事
に
す
る
」
意
識
は
、
自
ず
と
培
わ
れ

て
い
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
環
境
保
護
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、

交
通
事
業
で
は
早
期
に
低
公
害
バ
ス
を
導
入
さ

れ
て
い
ま
す
。

堀
内　

先
代
社
長
の
頃
に
も
、
環
境
に
や
さ
し

い
富
士
登
山
バ
ス
を
開
発
し
よ
う
と
、

自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
低
公
害
バ
ス
の
開

発
を
依
頼
し
た
の
で
す
が
、
当
時
の
技

術
水
準
で
は
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
私
が
社
長
に
就
任
し
て

か
ら
低
公
害
バ
ス
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ

調
べ
、
一
番
効
果
が
高
い
Ｃ
Ｎ
Ｇ
（
圧

縮
天
然
ガ
ス
）
バ
ス
の
導
入
を
決
め
ま

し
た
。
１
９
９
５
年
に
、
富
士
ス
バ
ル

ラ
イ
ン
と
富
士
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
に
、

国
立
公
園
と
し
て
は
初
め
て
Ｃ
Ｎ
Ｇ
バ

ス
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
Ｃ
Ｎ
Ｇ
バ
ス

は
、
一
般
的
な
バ
ス
と
比
較
す
る
と
、

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

費
用
が
か
な
り
か
さ
み
ま
す
が
、
環
境

保
全
の
た
め
に
は
や
む
を
得
ま
せ
ん
。

以
来
、
低
公
害
バ
ス
の
導
入
を
進
め
、

現
在
、
富
士
急
グ
ル
ー
プ
で
は
36
台
の

Ｃ
Ｎ
Ｇ
バ
ス
と
32
台
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま
す
。

富
士
山
麓
を
拓
く
観
光
鉄
道
と
し
て

―
―
「
富
士
山
に
一
番
近
い
鉄
道
」
で
あ
る
富
士

急
行
で
は
、
観
光
電
車
も
積
極
的
に
導
入
さ
れ

て
い
ま
す
。

堀
内　

富
士
急
行
の
そ
も
そ
も
の
成
り
立
ち

が
、「
地
域
住
民
の
足
」
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
な
が
ら
も
、
一
番
の
目
的
は
「
富
士
山
麓

に
世
界
か
ら
お
客
さ
ま
を
お
招
き
す
る
た
め
の

幹
線
を
つ
く
る
」
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

観
光
面
に
重
点
を
置
く
の
は
必
然
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

国
内
外
の
お
客
さ
ま
に
、
富
士
山
ま
で
ど
の

よ
う
に
快
適
に
過
ご
し
な
が
ら
来
て
い
た
だ
く

の
か
、
ど
の
よ
う
に
楽
し
み
な
が
ら
お
帰
り
い
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観光電車「富士登山電車」。開業当時と同じ「さび朱色」の外観が伝統を感じさせる



た
だ
く
の
か
―
―
富
士
急
行
が
考
え
る
一
つ
の

方
向
性
と
し
て
投
入
し
た
の
が
、
工
業
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
水
戸
岡
鋭
治
さ
ん
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る

「
富
士
登
山
電
車
」
で
あ
り
、「
ト
ー
マ
ス
ラ
ン

ド
号
」
な
ど
の
車
両
で
す
。

「
富
士
登
山
電
車
」
は
、
車
窓
か
ら
眺
め
る

富
士
山
と
電
車
の
旅
そ
の
も
の
を
楽
し
む
く
つ

ろ
ぎ
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
が
、
木
や
布
な

ど
素
材
の
良
さ
を
活
か
す
水
戸
岡
さ
ん
の
デ
ザ

イ
ン
が
、
わ
れ
わ
れ
の
予
期
し
な
い
と
こ
ろ

で
、
環
境
や
自
然
と
の
親
和
性
も
高
め
て
く
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
に
は
「
き
か
ん

し
ゃ
ト
ー
マ
ス
」
の
屋
外
型
テ
ー

マ
パ
ー
ク
「
ト
ー
マ
ス
ラ
ン
ド
」

が
あ
り
ま
す
が
、
ト
ー
マ
ス
が
大

好
き
な
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
運

行
し
て
い
る
の
が
「
ト
ー
マ
ス
ラ

ン
ド
号
」
で
す
。「
ト
ー
マ
ス
ラ

ン
ド
」
を
開
設
し
て
、
富
士
山
麓

に
多
く
の
お
客
さ
ま
に
お
越
し
い

た
だ
く
。「
ト
ー
マ
ス
ラ
ン
ド
号
」

に
乗
っ
て
、
ト
ー
マ
ス
の
世
界
を

も
っ
と
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
。
す

べ
て
は
「
富
士
山
麓
に
お
客
さ
ま

を
お
招
き
す
る
」
と
い
う
こ
と
に

結
び
付
い
て
い
ま
す
。

―
―
富
士
山
麓
を
訪
ね
る
道
す
が

ら
が
楽
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

堀
内　

富
士
急
行
は
、
１
９
９
１

年
に
ス
イ
ス
の
ブ
リ
ー
グ
・
フ
ィ

ス
プ
・
ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
鉄
道
、
現

在
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
・
ゴ
ッ
タ

ル
ド
鉄
道
と
姉
妹
鉄
道
提
携
を
結

ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
と
レ
ー
テ
ィ 

ッ
シ
ュ
鉄
道
が
、
ス
イ
ス
を
代
表
す
る
ツ
ェ
ル

マ
ッ
ト
と
サ
ン
モ
リ
ッ
ツ
、
二
つ
の
山
岳
リ
ゾ 

ー
ト
を
結
ぶ
「
世
界
で
一
番
遅
い
特
急
列
車
」

と
も
言
わ
れ
る
「
氷
河
特
急
」
を
運
行
し
て
い

る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
実
に
素
晴
ら
し
い
。

ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
鉄
道
は
１
８
９
０
年
の
開
業

で
、
１
２
０
年
以
上
も
前
か
ら
環
境
保
全
と
観

光
を
両
立
さ
せ
な
が
ら
安
全
運
行
を
継
続
し
て

い
ま
す
。
そ
の
理
念
や
経
営
方
針
は
、
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
も
大
変
参
考
に
な
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
の
町
は
大
気
汚
染
を
防

ぐ
た
め
、
全
域
で
一
般
の
ガ
ソ
リ
ン
車
の
乗
り

入
れ
が
禁
止
さ
れ
、
鉄
道
と
電
気
自
動
車
、
馬

車
が
移
動
手
段
で
す
。
富
士
山
も
、
環
境
保
全

の
た
め
に
は
、
先
進
国
ス
イ
ス
を
見
習
う
べ
き

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

―
―
富
士
山
の
五
合
目
ま
で
鉄
道
で
行
け
る
よ

う
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

堀
内　

ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
「
国
際

記
念
物
遺
跡
会
議
」（
イ
コ
モ
ス
）
は
「
マ
イ

カ
ー
な
ど
に
よ
る
登
山
に
お
け
る
排
気
ガ
ス
の

問
題
」
を
明
確
に
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
を
考

慮
す
る
と
、
鉄
道
が
有
効
な
施
策
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
鉄
道
を
敷
設
し
、
五

合
目
ま
で
の
交
通
手
段
を
鉄
道
に
す
る
こ
と

は
、「
環
境
の
保
全
と
活
用
」「
環
境
と
観
光
の

共
存
」
を
考
え
れ
ば
、
私
自
身
は
必
然
的
な
方

向
性
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
富
士
山
に
対
す
る
思
い
が
あ
り
ま

す
の
で
、
皆
が
同
じ
方
向
を
目
指
せ
る
か
と
い

う
課
題
は
あ
り
ま
す
。

バ
ス
も
良
い
交
通
手
段
で
あ
る
と
は
思
い
ま

す
が
、
鉄
道
は
地
域
の
観
光
資
源
に
も
な
り
、

喜
び
や
、
あ
る
種
の
郷
愁
な
ど
、
私
た
ち
に
さ

ま
ざ
ま
な
思
い
を
与
え
て
く
れ
る
稀
有
な
存
在

で
す
。
鉄
道
で
な
け
れ
ば
生
み
出
せ
な
い
価
値

と
い
う
も
の
は
、
明
ら
か
に
存
在
す
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、
富
士
山
の
入
山
者
は
夏
季
に
集
中
し

て
い
ま
す
が
、
鉄
道
で
あ
れ
ば
通
年
で
の
入
山

が
可
能
と
な
り
、
入
り
込
み
が
平
準
化
す
る
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
イ
コ
モ
ス
で
も
登
山
者

数
、
お
そ
ら
く
入
山
者
も
含
め
て
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
言
及

し
て
お
り
、
定
員
が
あ
る
鉄
道
な
ら
ダ
イ
ヤ
の

組
み
方
で
入
山
者
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
可
能

に
な
る
で
し
ょ
う
。

世
界
文
化
遺
産
登
録
後
の
課
題

―
―
環
境
保
全
も
そ
う
で
す
が
、
富
士
山
の
世

界
遺
産
登
録
に
向
け
て
長
年
尽
力
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

堀
内　

１
９
９
２
年
に
、
富
士
山
の
世
界
自
然

遺
産
登
録
の
機
運
が
盛
り
上
が
っ
た
と
き
か
ら

で
す
か
ら
、
20
年
来
の
取
り
組
み
に
な
り
ま
す

ね
。
当
社
も
国
や
県
か
ら
の
ご
支
援
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
海
外
か
ら
の
お
客
さ
ま
に
ご
不
便

な
く
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
多
言
語
表
示

を
導
入
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
行
い

ま
し
た
。
２
０
１
１
年
に
、
富
士
吉
田
駅
を

「
富
士
山
駅
」
に
改
名
し
た
の
も
、「
富
士
山
再

認
識
」
の
取
り
組
み
の
一
環
で
す
。
大
月
駅
で

連
絡
し
て
い
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
と
っ
て
は
、
当

社
線
の
改
名
に
よ
り
駅
名
表
示
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
変
更
な
ど
、
膨
大
な
作
業
と
コ
ス
ト
が
生
じ

ま
す
。
国
際
的
な
観
光
戦
略
や
地
域
振
興
に
つ

い
て
、
深
い
お
考
え
を
持
つ
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
理

解
と
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
で
き
ま
し
た
。

―
―
世
界
文
化
遺
産
登
録
後
、
新
た
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

堀
内　

こ
れ
ま
で
も
環
境
面
で
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
先
鋭
化
し
て
実

践
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
イ
コ
モ
ス
が
五
合

目
の
景
観
や
施
設
デ
ザ
イ
ン
の
改
善
を
指
摘
し

て
い
ま
す
の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
運
営
す
る
五
合

目
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
「
雲
上
閣
」
の
外
壁
を
含

め
た
全
面
改
装
を
、
山
梨
県
と
連
携
を
と
り
な

が
ら
、
今
夏
に
向
け
て
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の

取
り
組
み
は
お
そ
ら
く
五
合
目
の
施
設
改
善
の

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
国
立
公
園
内
の
観
光
施
設
の
新
築

や
改
修
を
行
う
場
合
は
、
特
別
地
域
に
対
応
し
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た
色
調
に
す
る
な
ど
、
環
境
省
の
指
導
の
も
と

に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、「
信
仰
の
対
象
と

芸
術
の
源
泉
」
と
し
て
登
録
さ
れ
た
富
士
山
に

対
す
る
イ
コ
モ
ス
の
指
摘
は
観
点
が
異
な
り
ま

す
。
単
に
環
境
阻
害
と
し
て
施
設
の
色
調
や
デ

ザ
イ
ン
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
イ
コ
モ
ス
が
求
め
て
い
る
も
の
は
も
っ
と

深
く
、
五
合
目
と
い
う
場
所
が
巡
礼
の
道
で
も

あ
る
登
山
道
の
一
部
と
し
て
、
富
士
山
信
仰
に

合
致
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
五
合
目
に
存
在
す

る
施
設
は
信
仰
に
関
連
す
る
も
の

と
い
う
位
置
付
け
な
の
で
し
ょ
う

ね
。
そ
の
深
意
を
受
け
、
世
界
文

化
遺
産
と
い
う
視
点
で
景
観
を
つ

く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
し
、
わ
れ
わ
れ
の
対
応
も
変

わ
っ
て
い
ま
す
。

―
―
富
士
山
麓
を
訪
れ
る
観
光
客

に
つ
い
て
、
何
か
変
化
は
お
感
じ
に

な
り
ま
す
か
。

堀
内　

そ
れ
は
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
富
士
山
の
構
成
資
産
の
一
つ
、

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
は
７
０ 

５
年
の
創
建
で
、
富
士
山
に
登
拝

す
る
吉
田
口
登
山
道
の
入
り
口
で

す
。
ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ

イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
の
二
ツ
星
に
指

定
さ
れ
て
、
近
年
は
参
拝
者
よ
り

観
光
客
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
改
め
て
そ
の
歴
史
や
文
化
的

な
価
値
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
物
見
遊
山
だ
け
の
観

光
に
、
信
仰
と
い
う
深
み
の
あ
る

要
因
が
加
わ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

富
士
山
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
当
社
と
し
て

も
、
歴
史
、
文
化
・
芸
術
、
美
し
い
自
然
景

観
、
こ
の
世
界
に
誇
る
富
士
山
を
守
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
き
な
責
任
を
感

じ
て
お
り
、
世
界
文
化
遺
産
に
ふ
さ
わ
し
い
地

域
づ
く
り
の
一
端
を
担
う
べ
く
、
施
設
な
ど
へ

の
設
備
投
資
を
は
じ
め
、
さ
ら
に
環
境
的
な
要

素
に
重
き
を
置
い
て
、
当
社
な
ら
で
は
の
ア
メ

ニ
テ
ィ
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。わ

れ
わ
れ
の
基
本
的
な
仕
事
は
、
富
士
山
の

周
囲
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
施
設
を
ハ
ー

ド
、
ソ
フ
ト
両
面
で
散
り
ば
め
て
い
く
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
温
泉
に
入
っ
て
見
る
富
士
山
の

姿
は
、
た
だ
そ
の
場
で
立
っ
て
見
る
富
士
山
と

は
異
な
る
味
わ
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
付
加
価
値

と
な
る
。
富
士
山
を
よ
り
美
し
く
見
せ
、
特
別

な
思
い
出
を
つ
く
る
、
そ
の
場
で
し
か
味
わ
え

な
い
サ
ー
ビ
ス
を
私
は
「
触
媒
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
大
切
に
な
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
富
士
山
を
中
心
と
す
る
広
域
的
な
観
光
振

興
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

堀
内　

私
が
会
長
を
務
め
る
「
富
士
五
湖
観
光

連
盟
」
は
設
立
80
年
を
迎
え
、
日
本
で
は
広
域

観
光
の
先
駆
け
と
な
る
団
体
で
す
。
初
代
社
長

の
堀
内
良
平
が
富
士
山
麓
の
五
つ
の
湖
を
「
富

士
五
湖
」
と
命
名
し
て
、
観
光
客
誘
致
に
取
り

組
ん
で
以
来
、
富
士
五
湖
が
一
体
と
な
り
、
観

光
地
と
し
て
の
魅
力
を
高
め
、
地
域
活
性
化
を

図
る
目
的
で
活
動
を
続

け
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
残
念
な
が
ら
静
岡

県
側
に
は
広
域
の
連
盟

が
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
山
梨
側
と
静
岡

側
が
一
体
と
な
っ
て
活

動
を
展
開
し
よ
う
と
、

２
０
０
１
年
、
両
県
の

サ
ポ
ー
ト
を
得
て
、
富

士
五
湖
観
光
連
盟
と

「
静
岡
県
富
士
山
交
流

推
進
協
議
会
」
で
「
日

本
富
士
山
協
会
」
を
設

立
し
ま
し
た
。
２
０
０
７
年
に
中
国
山
東
省
泰

安
市
と
の
間
で
「
富
士
山
・
泰
山
友
好
山
提

携
」、
今
年
２
月
に
は
中
華
民
国
山
岳
協
会
と

の
間
で
「
富
士
山
・
玉
山
友
好
山
提
携
」
を
結

ぶ
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

昨
年
暮
れ
に
は
富
士
五
湖
観
光
連
盟
主
催
で

「
世
界
遺
産
富
士
山
の
環
境
と
観
光
の
あ
り
方

検
討
会
」
を
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
検
討
会
で

は
、
富
士
山
の
環
境
管
理
と
経
済
活
動
の
バ
ラ

ン
ス
を
ど
う
取
る
べ
き
か
、
民
間
主
導
で
議
論

し
、
来
年
春
以
降
に
提
言
書
を
ま
と
め
、
関
係

機
関
に
提
出
す
る
予
定
で
す
。

富
士
山
は
、
豊
か
な
自
然
や
美
し
い
景
観
、

そ
し
て
そ
の
壮
大
さ
で
、
日
本
人
は
も
ち
ろ
ん

海
外
の
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
山
で
す
。

国
内
外
の
お
客
さ
ま
に
そ
の
富
士
山
の
さ
ま
ざ

ま
な
楽
し
み
方
を
提
供
し
て
い
く
と
と
も
に
、

富
士
山
が
持
つ
価
値
を
永
劫
に
守
る
た
め
、
富

士
急
グ
ル
ー
プ
一
丸
と
な
っ
て
環
境
の
保
護
・

管
理
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
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車 す る「 世 界 遺 産 」 の
ヘッドマークを付けた通勤
車両 6000 系とマッターホ
ルン号。
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日
本
の
宝
か
ら
世
界
の
宝
へ

―
―
富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録
で
、
山
梨
県
の

観
光
需
要
が
大
変
伸
び
て
い
ま
す
。

横
内　
富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録
が
正
式
に
決

定
し
た
の
は
昨
年
の
６
月
22
日
で
す
が
、

２
０
１
３
年
度
の
山
梨
県
の
入
込
観
光
客
数

は
、
前
年
比
で
約
10
％
増
加
し
ま
し
た
。
富
士

山
周
辺
に
絞
る
と
、
約
13
％
の
増
加
を
見
せ
て

い
ま
す
。

中
で
も
、
外
国
人
観
光
客
の
増
加
が
目
立

ち
、
観
光
庁
の
外
国
人
観
光
客
に
関
す
る
「
宿

泊
旅
行
統
計
調
査
」
で
は
、
前
年
比
で
約
40
％

増
と
な
り
ま
し
た
。
国
別
で
は
、
中
国
・
韓

国
・
台
湾
か
ら
の
観
光
客
が
以
前
と
変
わ
ら
ず

多
い
の
で
す
が
、
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

方
々
が
増
え
、
欧
米
も
含
め
て
多
様
な
国
か
ら

お
越
し
い
た
だ
い
て
い
る
の
が
最
近
の
特
徴
で

す
。日

本
人
観
光
客
で
は
、
関
西
方
面
か
ら
の
観

光
客
が
増
え
ま
し
た
。
山
梨
県
は
西
日
本
か
ら

の
ア
ク
セ
ス
が
あ
ま
り
良
く
な
い
た
め
、
こ
れ

ま
で
、
関
西
方
面
か
ら
の
観
光
客
が
少
な
か
っ

た
。
東
海
道
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
、
つ
ま
り
静

岡
側
の
富
士
山
を
楽
し
む
の
が
一
般
的
で
し
た

が
、
世
界
遺
産
の
登
録
で
あ
ら
た
め
て
富
士
山

に
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
り
、
富
士
五
湖

な
ど
山
梨
側
の
景
勝
地
に
も
お
越
し
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
富
士
山
麓
で
は
、
東
富
士
五
湖
道
路

の
須
走
Ｉ
Ｃ
以
南
の
道
路
整
備
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
が
完
成
す
る
と
、
東
名
高
速
道
路

と
東
富
士
五
湖
道
路
・
中
央
自
動
車
道
が
高
速

道
路
規
格
で
接
続
し
ま
す
。
２
０
２
０
年
の
開

通
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
な
る
と
関
西

﹁
世
界
遺
産
登
録
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く

ス
タ
ー
ト
で
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
る
。

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
の
価
値
を
次
の
世
代
へ
継
承
す
る

責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。

特
に
富
士
山
は
、
ユ
ネ
ス
コ
か
ら

﹁
保
全
状
況
報
告
書
﹂
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

地
元
自
治
体
は
、
急
増
す
る
観
光
客
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、

富
士
山
の
保
全
と
安
全
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

本
格
的
な
夏
山
シ
ー
ズ
ン
を
前
に
、

横
内
正
明
山
梨
県
知
事
に
お
話
を
伺
っ
た
。

富
士
山
を
保
全
し
、

良
質
な

国
際
観
光
地
を

目
指
す

文
◉
茶
木　

環
／
撮
影
◉
織
本
知
之

山梨県知事

横内正明
SHOMEI YOKOUCHI

特
集
：
富
士
山
と
と
も
に

［
富
士
急
行
と
富
士
山
麓
観
光
］

INTERVIEW
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方
面
か
ら
の
利
便
性
が
大
き
く
改
善
さ
れ
、
今

あ
る
よ
う
な
交
通
渋
滞
も
解
消
さ
れ
る
。
さ
ら

に
多
く
の
方
々
に
、
便
利
に
お
越
し
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
世
界
遺
産
の
登
録
と
同
時
に
、
富
士
山
の

保
全
や
安
全
対
策
が
課
さ
れ
ま
し
た
。

横
内　
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
は
21
カ
国

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
富
士
山
の
世
界
遺

産
登
録
に
つ
い
て
は
、
19
カ
国
が
賛
成
の
演
説

を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
世
界
遺
産
と
し
て
は
珍

し
く
、
そ
れ
だ
け
国
際
的
に
高
い
評
価
を
得
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
の
宝
か
ら
世
界
の
宝
に
な
っ
た
富
士
山

の
安
全
や
景
観
、
環
境
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て

守
る
の
か
。
ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
イ
コ
モ
ス

か
ら
は
、
２
０
１
６
年
２
月
ま
で
に
「
保
全
状

況
報
告
書
」
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

イ
コ
モ
ス
の
勧
告
に
対
応
す
る
に
は
、
入
山

者
・
登
山
者
の
管
理
や
安
全
対
策
、
景
観
や
環

境
の
保
全
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
一
体
的

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
知
事
政
策
局
内
に
「
富
士
山
保
全
推
進

課
」
を
設
置
し
、
県
庁
を
挙
げ
て
対
応
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
静
岡
県
・
山
梨
県
の

関
係
者
で
構
成
す
る
「
富
士
山
世
界
文
化
遺
産

協
議
会
」
を
設
置
し
、
広
域
で
取
り
組
む
べ
き

対
策
や
報
告
書
へ
盛
り
込
む
内
容
を
協
働
で
検

討
し
て
い
る
最
中
で
す
。

登
山
者
の
抑
制
と
安
全
対
策

―
―
山
麓
へ
の
観
光
客
だ
け
で
は
な
く
、
富
士

登
山
者
も
増
え
た
と
思
い
ま
す
が
。

横
内　
６
月
22
日
に
世
界
遺
産
登
録
が
決
定
し

て
、
７
月
１
日
が
山
開
き
で
す
か
ら
、
昨
年
は

登
山
客
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
懸
念
し
て
い
ま
し
た
。
既
に
富
士
山
は
登
山

者
で
満
杯
で
、
さ
ら
に
増
え
る
と
非
常
に
危
険

で
す
。
多
く
の
登
山
者
は
富
士
山
の
頂
上
で
ご

来
光
を
見
よ
う
と
し
ま
す
か
ら
、
明
け
方
、
八

〜
九
合
目
周
辺
で
登
山
者
が
集
中
す
る
。
こ
こ

は
急
勾
配
で
、
万
が
一
転
倒
し
て
将
棋
倒
し
に

な
っ
た
り
、
落
石
が
あ
っ
た
り
す
る
と
大
事
故

に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
が
心
配
で
し
た
。

た
だ
ち
に
登
山
者
の
抑
制
と
安
全
対
策
に
取

り
組
み
、
結
果
、
昨
シ
ー
ズ
ン
は
安
全
を
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
登
山
者
数
も

２
０
１
２
年
度
が
31
万
８
５
６
５
人
だ
っ
た
と

こ
ろ
、
31
万
７
２
１
人
に
抑
制
し
て
い
ま
す
。

―
―
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
安
全
対
策
を

進
め
ら
れ
た
の
で
す
か
。

横
内　
一
つ
は
弾
丸
登
山
の
抑
制
で
す
。
五
合

目
を
夜
間
に
出
発
し
て
、
夜
通
し
で
一
気
に
富

士
山
頂
を
目
指
し
、
下
山
す
る
。
こ
れ
は
非
常

に
危
険
で
す
の
で
、
各
方
面
に
自
粛
の
呼
び
掛

け
を
お
願
い
し
、
３
割
ぐ
ら
い
減
ら
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

マ
イ
カ
ー
規
制
も
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。
昨

年
７
〜
８
月
の
マ
イ
カ
ー
規
制
は
、
一
昨
年
の

15
日
か
ら
31
日
に
倍
増
さ
せ
て
お
り
、
今
年
は

53
日
間
規
制
し
ま
す
。
マ
イ
カ
ー
規
制
は
、
環

境
対
策
は
も
と
よ
り
登
山
者
の
抑
制
に
よ
る
安

全
確
保
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
た
だ
し
、
富
士

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
の
収
入
減
に
直
結
し
ま
す
か

ら
、
バ
ス
の
通
行
料
金
を
５
５
０
０
円
か
ら

７
９
０
０
円
に
値
上
げ
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た

値
上
げ
は
本
来
、
バ
ス
運
賃
に
反
映
さ
れ
て
利

用
者
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
富
士
急
行
で
は
利

用
者
に
配
慮
し
、
事
業
者
負
担
で
賄
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

さ
ら
に
、
富
士
山
の
保
全
に
つ
い
て
、
登
山

者
に
も
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
こ
う
と
、
昨

年
、
実
験
的
に
行
っ
た
富
士
山
保
全
協
力
金
の

徴
収
は
、
今
夏
か
ら
本
格
的
に
実
施
し
ま
す
。

五
合
目
か
ら
上
を
目
指
す
登
山
者
を
対
象
に
任

意
で
１
０
０
０
円
を
徴
収
し
、
集
め
た
協
力
金

は
、
ト
イ
レ
の
新
設
や
改
修
、
救
護
所
の
整
備

拡
充
な
ど
に
充
当
し
ま
す
。

長
期
的
な
視
野
に
立
っ
て
整
備
を
進
め
る

―
―
山
梨
県
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
に
つ
い

て
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

横
内　

外
国
の
方
々
は
「
富
士
山
に
行
き
た

い
」
と
思
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
何
県
か
と
い

う
こ
と
自
体
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
そ
こ

で
、
静
岡
県
や
神
奈
川
県
と
連
携
し
て
「
富
士

山
と
箱
根
の
観
光
」
と
い
う
形
で
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
昨
年
は
タ
イ
、
昨
年

は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
出
向
き
ま
し
た
。
経
済
成

長
が
著
し
い
東
南
ア
ジ
ア
は
潜
在
的
に
海
外
旅

行
の
ニ
ー
ズ
が
高
く
、
現
地
の
旅
行
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
も
日
本
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
見
所

や
観
光
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
Ｐ
Ｒ
し
に
行
く
と
、

確
実
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
外
国
人
観
光
客
に
不
自
由
な
く
観

光
し
て
い
た
だ
け
る｢

環
境｣

を
、
整
備
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
観
光
庁
は
６
年
後
の

２
０
２
０
年
に
、
訪
日
外
国
人
数
２
０
０
０
万

人
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
２
倍

に
相
当
し
ま
す
が
、
富
士
山
周
辺
は
、
現
在
の

増
え
方
か
ら
考
え
る
と
、
お
よ
そ
３
倍
増
に
な

る
。そ

の
時
に
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が

で
き
る
の
か
。
６
年
後
を
見
据
え
て
、
検
討
と

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
外
国
人
観
光
客
が
一
番
困
る
の
は
、

日
本
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
自
由
に
使
え
な
い

こ
と
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
山
梨
県
で
は
「
や

ま
な
し
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

と
し
て
、
観
光
客
が
無
料
で
利
用
で
き
る
Ｗ

ｉ-

Ｆ
ｉ
ス
ポ
ッ
ト
の
整
備
を
全
県
的
に
進
め

て
い
ま
す
。
現
在
、
約
１
５
０
０
カ
所
に
設
置

済
み
で
、
こ
れ
は
全
国
的
に
見
て
も
多
く
、
好

評
を
博
し
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
富
士
山
観
光
を
ど
の
よ
う
な
方
向

性
で
進
め
て
い
く
の
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

横
内　
世
界
の
宝
と
な
っ
た
富
士
山
を
し
っ
か

り
保
全
し
て
い
く
こ
と
が
山
梨
県
の
責
務
で

す
。
す
べ
て
の
住
民
が
そ
の
意
識
を
持
ち
、
一

体
と
な
っ
て
、
国
際
的
な
観
光
地
を
つ
く
り
あ

げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
目
先
の
利

益
を
追
求
し
、
安
易
な
観
光
振
興
を
進
め
る
だ

け
で
は
、
い
ず
れ
観
光
客
は
離
れ
て
し
ま
う
。

マ
イ
カ
ー
や
登
山
者
、
施
設
開
発
な
ど
で
一
時

的
に
規
制
を
行
っ
て
も
、
長
期
的
な
視
野
に
お

い
て
は
着
実
に
観
光
客
が
増
加
す
る
地
域
づ
く

り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

世
界
遺
産
の
登
録
は
「
富
士
山
―
信
仰
の
対

象
と
芸
術
の
源
泉
」
で
す
。
富
士
山
の
美
し
さ

を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
の
環
境
や
街
並

み
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
配
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
保
全
と
同
時
に

改
善
も
進
め
て
、
富
士
山
の
周
囲
を
整
備
し
て

い
く
。
世
界
中
の
人
々
が
訪
れ
る
質
の
高
い
観

光
地
と
し
て
発
展
さ
せ
る
。
そ
れ
が
結
果
的
に

は
、
地
域
の
繁
栄
と
継
承
に
つ
な
が
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
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富
士
北
麓
の
観
光
開
発
を
目
指
し
て

富
士
北
麓
の
観
光
開
発
が
最
初
に
計
画
さ
れ

た
の
は
、
山
梨
県
知
事
山
脇
春
樹
の
提
唱
に
よ

り
、
１
９
１
７
（
大
正
６
）
年
に
発
起
さ
れ
た

「
富
士
岳
麓
遊
覧
鉄
道
（
富
士
公
園
鉄
道
）」
で

あ
る
。

山
梨
県
南
東
部
の
郡
内
地
方
に
は
、
１
９
０ 

０
（
明
治
33
）
年
、
現
在
の
下
吉
田
駅
付
近
と

籠
坂
峠
付
近
を
結
ぶ
都
留
馬
車
鉄
道
（
後
の
都

留
電
気
鉄
道
）
が
開
業
し
て
い
た
。
籠
坂
峠

は
、
官
設
鉄
道
東
海
道
本
線
（
現
・
Ｊ
Ｒ
御
殿

場
線
）
の
御
殿
場
駅
に
通
じ
る
御
殿
場
馬
車
鉄

道
の
終
点
で
も
あ
っ
た
。

一
方
、
１
９
０
２
（
明
治
35
）
年
10
月
に
、

官
設
鉄
道
中
央
本
線
が
大
月
ま
で
開
業
す
る

と
、
翌
年
９
月
に
は
富
士
馬
車
鉄
道
（
後
の
富

士
電
気
鉄
道
）
が
現
在
の
大
月
駅
付
近
か
ら
三

つ
峠
駅
付
近
ま
で
を
開
業
。
都
留
馬
車
鉄
道
も

三
つ
峠
駅
付
近
ま
で
延
伸
し
、
郡
内
地
方
は
三

つ
の
馬
車
鉄
道
に
よ
り
、
中
央
本
線
、
東
海
道

本
線
と
連
絡
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

富
士
岳
麓
遊
覧
鉄
道
は
、
官
設
鉄
道
に
連
絡

す
る
既
設
の
馬
車
鉄
道
を
電
気
鉄
道
に
改
め
、

東
京
か
ら
観
光
客
を
誘
致
し
て
富
士
北
麓
の
観

光
開
発
事
業
を
推
進
、
日
本
が
誇
る
霊
峰
・
富

士
山
と
山
麓
の
景
勝
を
世
界
に
向
け
て
発
展
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
狙
い
だ
っ
た
。
富
士
身
延
鉄

道
（
現
・
Ｊ
Ｒ
身
延
線
）
を
創
立
し
た
富
士
急

行
初
代
社
長
の
堀
内
良
平
、
東
武
鉄
道
の
根
津

嘉
一
郎
社
長
ら
は
、
鉄
道
建
設
を
中
心
と
し
た

詳
細
な
岳
麓
開
発
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
た
。

し
か
し
、
折
か
ら
の
不
況
で
鉄
道
免
許
申
請
に

は
至
ら
ず
、
こ
の
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
も
鉄
道
構
想
は
続
き
、
１
９
２
５

（
大
正
14
）
年
に
な
っ
て
再
び
、
時
の
山
梨
県
知

事
本
間
利
雄
の
要
請
に
よ
り
、
新
鉄
道
会
社
の

創
立
準
備
委
員
会
が
招
集
さ
れ
た
。
新
会
社
の

発
起
人
に
は
、
東
京
在
住
の
山
梨
県
出
身
の
実

業
家
を
中
心
に
、
郡
内
地
方
の
既
設
軌
道
の
役

員
ら
81
人
が
名
を
連
ね
、「
郷
里
の
富
士
北
麓
の

開
発
と
発
展
」
の
た
め
結
集
。
翌
１
９
２
６

（
大
正
15
）
年
９
月
、
堀
内
良
平
を
社
長
と
す
る

富
士
山
麓
電
気
鉄
道
株
式
会
社
が
発
足
し
た
。

富
士
山
麓
電
気
鉄
道
が
計
画
し
た
鉄
道
線

は
、
１
９
２
２
（
大
正
11
）
年
４
月
11
日
に
公

布
・
施
行
さ
れ
た
改
正
鉄
道
敷
設
法
別
表
第
62

項
の
「
静
岡
県
御
殿
場
ヨ
リ
山
梨
県
吉
田
ヲ
経

テ
静
岡
県
大
宮
ニ
至
ル
鉄
道
及
吉
田
ヨ
リ
分
岐

シ
テ
大
月
ニ
至
ル
鉄
道
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
。
ま
ず
、
大
月
と
富
士
吉
田
（
現
・
富
士
山

駅
）
間
を
結
ぶ
鉄
道
を
整
備
し
、
そ
の
後
、
富

士
吉
田

－

山
中
湖
畔

－

籠
坂
峠
を
経
て
御
殿
場

に
至
る
鉄
道
と
富
士
吉
田
か
ら
下
部
に
至
る
鉄

道
を
敷
設
、
富
士
山
麓
を
一
周
す
る
鉄
道
網
を

富士馬車鉄道

三つ峠

大月
中央本線

郡内地方の馬車鉄道
（明治末期）

富士山麓電気鉄道

富士吉田

籠坂峠

都留馬車鉄道

御殿場馬車鉄道

御殿場東海道本線

富士山麓電気鉄道

三つ峠

河口湖

1950年開業

大月
中央本線

富士吉田

籠坂峠
廃線

御殿場東海道本線

富
士
急
行
と
富
士
山
麓
観
光
の

１
９
２
９
（
昭
和
４
）
年
、
大
月

－

富
士
吉
田
（
現
・
富
士
山
）
間
の

営
業
を
開
始
し
た
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
は
、

富
士
北
麓
を
世
界
的
観
光
地
と
す
る
構
想
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
。

現
在
の
富
士
急
行
で
あ
る
。

富
士
北
麓
の
最
大
の
資
源
で
あ
る
豊
か
な
自
然
と
景
観
を
守
り
な
が
ら
、

年
間
を
通
じ
て
観
光
客
を
呼
べ
る
拠
点
を
富
士
山
麓
に
開
発
し
て
い
く
―
―

運
輸
と
観
光
を
両
軸
と
す
る
富
士
急
行
の
幅
広
い
事
業
展
開
が
、

現
在
の
一
大
観
光
地
・
富
士
山
麓
エ
リ
ア
の
基
礎
を
築
い
て
い
っ
た
。

世
界
文
化
遺
産
へ
の
道
筋
を
つ
く
っ
た
富
士
急
行
の
あ
ゆ
み
を
紹
介
す
る
。

文
◉
香
田
朝
子

写
真
提
供
◉
富
士
急
行
株
式
会
社

資
料
◉
『
富
士
山
麓
史
』
富
士
急
行
株
式
会
社
創
立
50
周
年
記
念
出
版
、

『
富
士
を
拓
く　

堀
内
良
平
の
生
涯
』
富
士
急
行
株
式
会
社
創
立
65
周
年
記
念
出
版
（
塩
田
道
夫
著
）

特
集
：
富
士
山
と
と
も
に

［
富
士
急
行
と
富
士
山
麓
観
光
］

REPORT. Ⅰ



15 MINTETSU SUMMER 2014

特集：富士山とともに
［富士急行と富士山麓観光］

構
築
す
る
と
い
う
壮
大
な
計
画
だ
。

富
士
山
麓
電
気
鉄
道
は
都
留
電
気
鉄
道
を
吸

収
合
併
し
、
大
月

－

富
士
吉
田
間
の
軌
道
を
運

営
し
て
い
た
富
士
電
気
鉄
道
の
経
営
権
を
譲
り

受
け
、
そ
の
路
線
を
継
承
す
る
一
方
で
、
本
格

的
な
電
気
鉄
道
の
建
設
を
開
始
し
た
。
そ
し
て

１
９
２
９
（
昭
和
４
）
年
６
月
19
日
、
大
月

－

富
士
吉
田
間
23
・
６
㎞
（
現
・
大
月
線
）
を
開

業
さ
せ
た
。

開
業
の
日
、
沿
線
住
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
富
士
山
麓
各
地
か
ら
見
物
人
が
や
っ
て
き

て
、
大
月

－

富
士
吉
田
間
の
線
路
周
囲
は
数
万

人
の
見
物
客
で
賑
わ
っ
た
と
い
う
。
駅
数
は
９

駅
、
１
日
21
往
復
す
る
電
車
は
、
桂
川
の
流
域

に
沿
っ
て
走
り
、
中
央
本
線
に
連
絡
す
る
。
所

要
時
間
は
約
１
時
間
で
、
以
前
よ
り
約
40
分
短

縮
し
た
。
富
士
北
麓
の
利
便
性
を
大
き
く
向
上

さ
せ
た
鉄
道
の
開
業
だ
っ
た
。

山
麓
を
網
羅
す
る
バ
ス
路
線
の
整
備

し
か
し
、
開
業
の
こ
の
年
、
世
界
恐
慌
が
始

ま
っ
た
。
深
刻
を
増
し
て
い
く
不
況
に
直
面
し

た
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
は
、
各
方
面
へ
の
鉄
道

路
線
の
延
伸
を
や
む
な
く
断
念
す
る
。
代
わ
り

に
、
設
立
の
翌
年
か
ら
営
業
し
て
い
た
バ
ス
事

業
の
強
化
に
取
り
組
み
、
自
社
交
通
網
の
整
備

と
営
業
網
の
拡
大
を
進
め
た
。

バ
ス
事
業
は
大
正
の
末
期
か
ら
昭
和
の
初
め

に
か
け
て
全
国
で
創
業
さ
れ
た
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
個
人
経
営
か
数
人
の
共
同
経
営
に
よ
る

小
規
模
の
会
社
だ
っ
た
。
当
時
は
、
そ
の
統
合

が
進
み
始
め
た
頃
で
あ
り
、
富
士
山
麓
電
気
鉄

道
は
大
小
50
社
近
く
の
交
通
会
社
を
吸
収
合

併
、
富
士
山
を
中
心
と
す
る
山
麓
一
帯
の
バ
ス

網
を
築
い
て
い
く
。
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年

に
は
、
富
士
山
を
一
周
す
る
延
長
１
８
０
㎞
の

定
期
バ
ス
運
行
を
開
始
し
た
。

一
方
、
鉄
道
に
お
い
て
も
、
１
９
３
４
（
昭

和
９
）
年
に
省
線
の
乗
り
入
れ
を
開
始
、
新
宿

－

富
士
吉
田
間
で
夏
期
限
定
の
臨
時
列
車
「
高

嶺
号
」
の
直
通
運
転
を
実
施
し
、
年
々
増
加
す

る
富
士
登
山
客
の
利
便
性
向
上
に
取
り
組
ん
だ
。

さ
ら
に
、
１
９
５
０
（
昭
和
25
）
年
８
月
に

は
、
富
士
吉
田

－

河
口
湖
間
３
・０
㎞
に
新
路
線

（
現
・
河
口
湖
線
）
を
開
業
、
大
月

－

河
口
湖
間

富士山麓の梨ケ原（現・自衛隊北富士演習場内）をゆく
富士馬車鉄道（1925 〈 大正 14 〉 年）

大月－富士吉田間を電化、開業を迎えた富士山麓電気鉄道。
東桂駅にて（1929 〈 昭和４〉 年６月）
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26
・
６
㎞
の
現
在
の
路
線
を
完
成
さ
せ
た
。

富
士
山
を
世
界
に
拓
く

富
士
北
麓
の
観
光
開
発
を
担
っ
て
発
足
し
た

富
士
山
麓
電
気
鉄
道
は
、
鉄
道
と
バ
ス
に
よ
る

交
通
網
の
整
備
と
並
行
し
て
、
開
発
の
意
欲
に

燃
え
る
県
の
要
請
を
受
け
、
山
中
湖
畔
の
観
光

開
発
を
進
め
た
。
貸
し
別
荘
や
ホ
テ
ル
の
建
設

が
中
心
だ
が
、
１
９
３
５
（
昭
和
10
）
年
に
は
、

当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
ゴ
ル
フ
場
「
富
士
ゴ

ル
フ
場
（
現
・
富
士
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
）」
を
い
ち

早
く
開
業
し
て
い
る
。

や
が
て
１
９
５
０
年
代
後
半
、
本
格
的
な
レ

ジ
ャ
ー
時
代
が
到
来
す
る
と
、
富
士
山
麓
電
気

鉄
道
は
富
士
五
湖
を
望
む
周
辺
に
観
光
拠
点
を

次
々
と
誕
生
さ
せ
、
観
光
事
業
を
強
化
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、１
９
６
０（
昭
和
35
）

年
５
月
に
は
、
社
名
を
「
富
士
急
行
株
式
会

社
」
に
変
更
。
敢
え
て
「
電
鉄
」
の
二
文
字
を

外
し
、
一
地
方
民
鉄
か
ら
脱
し
て
運
輸
と
観
光

を
両
軸
に
事
業
を
展
開
す
る
決
意
を
、
そ
の
名

に
表
し
た
。「
足
を
持
っ
た
総
合
観
光
企
業
」、

そ
れ
が
富
士
急
行
の
目
指
す
将
来
の
あ
る
べ
き

姿
だ
っ
た
。

社
名
変
更
の
翌
年
、
富
士
急
行
は
、
将
来
の

中
心
的
役
割
を
果
た
す
観
光
事
業
と
し
て
、
人

工
ス
ケ
ー
ト
場
・
人
工
ス
キ
ー
場
・

国
際
観
光
ホ
テ
ル
建
設
な
ど
の
事
業

構
想
を
打
ち
出
し
、
そ
の
第
一
弾
と

し
て
「
富
士
五
湖
国
際
ス
ケ
ー
ト
セ

ン
タ
ー（
現
・
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
）」

の
建
設
を
決
定
し
た
。
天
然
ス
ケ
ー

ト
リ
ン
ク
の
メ
ッ
カ
に
敢
え
て
人
工

ス
ケ
ー
ト
場
を
つ
く
り
、
気
候
に
左

右
さ
れ
な
い
安
定
し
た
事
業
を

運
営
し
て
、
富
士
北
麓
を
夏
の

観
光
地
か
ら
四
季
を
通
じ
て
賑

わ
う
観
光
地
に
発
展
さ
せ
て
い

く
。
富
士
急
行
が
建
設
の
地
に

選
ん
だ
の
は
、
居
住
地
に
も
耕

作
地
に
も
な
ら
な
い
「
剣け

ん

丸ま
る

尾び

」
と
呼
ば
れ
る
荒
れ
た
溶
岩

地
帯
で
、
困
難
を
極
め
た
整
地

造
成
工
事
を
経
て
、
１
９
６
１

（
昭
和
36
）
年
12
月
、
富
士
五

湖
国
際
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を

開
業
さ
せ
た
。
そ
の
玄
関
口
と

し
て
オ
ー
プ
ン
に
先
立
つ
２
日
前
に
は
「
ハ
イ

ラ
ン
ド
駅
（
現
・
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
駅
）」
を

開
業
。
国
際
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
初
年
度
、

約
７
万
人
を
超
え
る
来
園
者
を
集
め
、
冬
の
旅

客
誘
致
に
大
き
な
結
果
を
残
し
た
。

国
際
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
続
い
て
、
１
９ 

６
３
（
昭
和
38
）
年
７
月
に
は
、
岳
麓
最
大
の

国
際
観
光
ホ
テ
ル
「
ホ
テ
ル
マ
ウ
ン
ト
富
士
」

を
開
業
し
た
。
観
光
事
業
確
立
の
第
二
弾
と
し

て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
山
中
湖
畔
の
標
高

１
１
０
０
ｍ
の
大
出
山
山
頂
に
建
つ
ホ
テ
ル
か

ら
は
、
富
士
山
が
目
前
に
迫
り
、
眼
下
に
は
山

中
湖
の
湖
面
が
果
て
し
な
く
広
が
る
。
富
士
山

を
楽
し
む
外
国
人
観
光
客
を
迎
え
入
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
国
際
観
光
ホ
テ
ル
の
誕
生
だ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
年
の
12
月
に
は
日
本
初
の
人
工

ス
キ
ー
場
を
籠
坂
峠
に
開
業
、
さ
ら
に
富
士
山

南
麓
の
十
里
木
を
中
心
と
す
る
広
大
な
レ

ジ
ャ
ー
基
地
「
日
本
ラ
ン
ド
（
現
・
ぐ
り
ん

ぱ
）」
や
海
洋
レ
ジ
ャ
ー
基
地
「
初
島
」
な
ど

各
エ
リ
ア
の
観
光
開
発
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
っ
た
。

一
方
、
国
際
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
は
、
併

設
し
て
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
遊
戯
施
設
、
宿
泊
施

設
な
ど
を
整
備
し
、
一
年
を
通
じ
、
多
く
の
観

光
客
で
賑
わ
う
総
合
遊
園
地
と
し
て
発
展
さ
せ

て
い
っ
た
。
中
央
自
動
車
道
が
開
通
し
た

１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年
３
月
に
は
、
国
際
ス

ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
す
べ
て
の
施
設
を
統
合
し
、

「
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
グ
ラ
ン
ド
オ
ー

プ
ン
。
こ
の
時
、
富
士
急
行
は
中
央
自
動
車
道

と
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
を
結
ぶ
取
り
付
け
道
路

を
整
備
し
、
東
京

－

富
士
五
湖
間
の
急
行
定
期

バ
ス
を
増
便
す
る
な
ど
、
来
園
者
の
「
足
」
の

確
保
に
取
り
組
み
、
年
間
来
園
者
数
は
１
８ 

０
万
人
を
記
録
し
た
。
以
来
、
富
士
急
ハ
イ
ラ

ン
ド
は
、
首
都
圏
至
近
の
総
合
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン

ド
と
し
て
、
富
士
急
行
の
最
重
要
観
光
拠
点
に

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

自
然
保
護
を
使
命
と
し
て

こ
の
よ
う
な
富
士
急
行
の
観
光
開
発
の
目
的

は
、
富
士
山
麓
の
最
大
の
資
源
で
あ
る
自
然
と

景
観
を
活
か
し
、
運
輸
と
観
光
の
二
つ
の
事
業

で
、
山
麓
の
観
光
を
楽
し
む
観
光
客
の
受
け
入

れ
体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

富
士
急
行
の
開
発
は
、
自
然
林
を
切
り
開
い

て
更
地
を
つ
く
り
、
施
設
を
建
設
す
る
と
い
う

よ
う
な
方
法
と
は
真
逆
の
や
り
方
で
進
め
て
い

別荘案内のパンフレット。山中湖
畔の別荘地造成は 1927（昭和 2）
年より開始された

会員募集のパンフレット。富士ゴル
フ場（現・富士ゴルフコース）は
1935（昭和 10）年８月に開業した

1961（昭和 36）年 12 月に開業したハイランド駅と富士五湖
国際スケートセンター

1969（昭和 44）年 3 月、グランドオープンを迎えた「富士急
ハイランド」

富士五湖国際スケートセンターの開業から 50 年、アミューズ
メントパークとして進化を続ける富士急ハイランド（2012 〈 平
成 24 〉 年）
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特集：富士山とともに
［富士急行と富士山麓観光］

る
。
例
え
ば
、
溶
岩
地
帯
に
建
設
さ
れ
た
富
士

急
ハ
イ
ラ
ン
ド
は
施
設
の
建
設
と
と
も
に
園
内

の
緑
化
に
重
点
を
置
き
、
大
量
の
土
を
入
れ
て

苗
木
を
移
植
し
、
さ
ら
に
成
木
の
移
植
に
も
取

り
組
ん
で
、
緑
豊
か
な
自
然
を
つ
く
り
出
し
て

き
た
。
山
中
湖
畔
の
ホ
テ
ル
や
ゴ
ル
フ
場
も
、

カ
ヤ
が
生
い
茂
る
野
原
に
数
千
本
の
木
を
植

栽
、
現
在
の
景
観
を
育
て
上
げ
て
い
る
。

自
社
の
企
業
姿
勢
に
つ
い
て
、
創
立
50
周
年

年
を
翌
年
に
控
え
た
１
９
７
５
（
昭
和
50
）

年
、
堀
内
光
雄
社
長
（
当
時
）
は
全
社
員
に
向

け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
当
社
は
観
光
開
発
の
最
も
基
本
的
な
姿
勢

と
し
て
自
然
を
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
を
第
一

の
心
構
え
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
観
光
開

発
と
自
然
保
護
の
調
和
を
図
り
、
か
け
が
え
の

な
い
大
自
然
を
培
っ
て
い
く
こ
と
は
わ
れ
わ
れ

に
課
さ
れ
た
重
大
な
使
命
で
あ
る
。
開
発
に
際

し
て
は
、
自
然
の
破
壊
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う

慎
重
な
配
慮
を
払
い
、
万
一
や
む
を
得
な
い
場

合
は
事
前
に
早
期
復
元
の
方
法
を
十
分
検
討
、

立
案
の
上
、
慎
重
に
実
施
さ
れ
た
い
」（
富
士
急

行
社
内
報
よ
り
）

ち
な
み
に
、
富
士
急
行
で
は
、
伐
採
の
や
む

な
き
に
至
っ
た
場
合
は
、「
胸
高
直
径
10
㎝
以
上

の
樹
木
の
場
合
は
社
長
決
裁
、
同
10
㎝
未
満
の

場
合
は
部
長
決
裁
」
と
義
務
付
け
て
お
り
、
そ

の
原
則
を
今
も
守
り
続
け
て
い
る
。

　「
富
士
山
」
の
学
術
へ
の
貢
献	

一
方
、「
富
士
山
」
を
め
ぐ
る
学
術
の
分
野
で

も
、
富
士
急
行
は
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
き

た
。
そ
の
一
つ
に
、
創
立
45
周
年
記
念
事
業
と

し
て
１
９
７
１
（
昭
和
46
）
年
９
月
に
刊
行
し

た
『
富
士
山
総
合
学
術
調
査
報
告
書
「
富
士

山
」』
が
あ
る
。

財
団
法
人
国
立
公
園
協
会
に
調
査
を
委
託
、

富
士
山
を
取
り
巻
く
地
質
・
地
形
・
陸
水
・
気

象
・
植
物
・
動
物
の
６
分
野
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
最
高
権
威
が
３
年
が
か
り
、
延
べ

３
０
０
０
人
の
調
査
人
員
を
動
員
し
て
学
術
調

査
を
実
施
、
富
士
山
の
自
然
科
学
を
総
合
的
に

解
明
し
た
総
合
学
術
調
査
報
告
書
と
し
て
刊
行

し
た
。

そ
れ
ま
で
富
士
山
の
自
然
科
学
に
つ
い
て
は
、

分
野
ご
と
に
調
査
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

総
合
的
な
学
術
調
査
は
こ
れ
が
初
め
て
で
、
新

し
い
事
実
の
解
明
や
、
富
士
山
が
生
成
さ
れ
て

か
ら
近
年
ま
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
た
か

な
ど
各
分
野
に
わ
た
っ
て
貴
重
な
資
料
が
見
つ

か
り
、
富
士
山
の
自
然
保
護
と
開
発
に
つ
い
て

の
心
構
え
も
指
摘
さ
れ
た
。

本
体
Ａ
４
判
１
１
０
０
余
頁
の
ほ
か
に
、
別

冊
と
し
て
地
質
図
・
植
生
図
な
ど
極
め
て
価
値

の
高
い
付
図
・
付
表
６
冊
を
収
録
し
た
こ
の
報

告
書
は
、
３
０
０
０
部
の
限
定
出
版
で
、
政
財

界
や
大
学
、
図
書

館
、
大
使
館
や
海
外

の
学
術
団
体
な
ど
に

贈
呈
、
大
き
な
反
響

を
呼
ん
だ
。

１
９
７
７
（
昭
和

52
）
年
８
月
に
は
、

こ
の
自
然
科
学
の
集

大
成
に
続
く
人
文
科

学
の
集
大
成
、『
富
士
山
麓
史
』
を
刊
行
し
て

い
る
。
創
立
50
周
年
事
業
の
一
つ
と
し
て
企
画

し
た
も
の
で
、
富
士
山
麓
の
開
発
の
あ
ゆ
み
を

人
文
科
学
の
権
威
、
富
士
山
麓
の
郷
土
史
家
ら

が
解
明
、
文
化
史
と
し
て
ま
と
め
た
。

本
体
Ａ
４
判
９
０
０
余
頁
に
、
別
冊
と
し
て

「
富
士
山
麓
人
文
大
地
図
」
を
作
成
し
、

３
０
０
０
部
を
限
定
出
版
。
こ
れ
ま
で
に
な
い

貴
重
な
富
士
山
開
発
文
化
史
と
し
て
、
各
方
面

か
ら
高
い
評
価
が
寄
せ
ら
れ
た
。

自
然
を
守
り
、
森
を
育
て
る

富
士
急
行
は
、
富
士
山
の
環
境
保
全
活
動
に

つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

１
９
９
１
（
平
成
３
）
年
に
は
、
創
立
65
周

年
事
業
の
一
環
と
し
て
、
富
士
宮
市
に
「
富
士

急
記
念
の
森も

り林
」
を
造
成
し
た
。
こ
れ
は
林
野

庁
が
進
め
る
「
国
民
参
加
の
森
づ
く
り
」
に
参

加
し
た
も
の
で
、
富
士
山
の
自
然
植
生
に
適
合

し
た
樹
木
を
植
栽
し
て
い
く
。
造
成
期
間
は
60

年
間
で
、
２
０
５
１
年
ま
で
若
手
社
員
が
中
心

と
な
っ
て
下
草
刈
り
や
植
樹
な
ど
森
林
整
備
を

行
っ
て
い
く
。
富
士
急
行
で
は
、
世
代
を
超
え

て
森
林
を
育
て
上
げ
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
を

誓
っ
て
い
る
。

富
士
清
掃
登
山
も
、
富
士
山
へ
の
感
謝
の
意

味
を
込
め
、
１
９
６
４
（
昭
和
39
）
年
に
第
１

回
を
実
施
し
、
１
９
７
６
（
昭
和
51
）
年
に
創

立
50
周
年
事
業
の
一
つ
と
し
て
第
３
回
目
を
実

施
し
て
以
降
、
５
年
ご
と
に
周
年
事
業
の
一
環

と
し
て
行
っ
て
い
る
。
創
立
75
周
年
を
迎
え
た

２
０
０
１
（
平
成
13
）
年
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
富
士

山
ク
ラ
ブ
に
よ
る
「
富
士
山
浄
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
約
４
０
０
人
の
社
員
が
参
加
。
富
士
宮

口
山
頂
に
設
置
さ
れ
た
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
稼
働

に
必
要
な
杉
チ
ッ
プ
や
水
を
運
搬
し
た
。

ま
た
、
環
境
保
全
に
対
す
る
富
士
急
行
の
企

業
理
念
や
「
自
然
を
守
り
育
て
る
こ
と
」
の
大

切
さ
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
に
、
１
９
９
２
（
平

成
４
）
年
か
ら
は
、
新
入
社
員
研
修
の
一
つ
に

「
富
士
登
山
及
び
美
化
活
動
」
を
組
み
込
ん
で

い
る
。

「
富
士
を
世
界
に
拓
く
」
を
創
業
精
神
に
、

大
自
然
と
の
調
和
の
中
で
富
士
山
麓
の
開
発
に

取
り
組
み
、
自
然
環
境
保
全
に
貢
献
す
る
富
士

急
行
。
88
年
前
、
文
字
通
り
寒
村
が
点
在
す
る

だ
け
だ
っ
た
富
士
山
麓
は
、
年
間
２
０
０
０
万

人
も
の
観
光
客
が
訪
れ
る
世
界
的
観
光
地
に
発

展
を
遂
げ
た
。
世
界
文
化
遺
産
・
富
士
山
―
―

そ
の
裾
野
に
は
富
士
急
行
の
取
り
組
み
が
広

が
っ
て
い
る
。

1971（昭和 46）年 9 月、創立 45 周年記念事業として刊行した
『富士山総合学術調査報告書「富士山」』

上：2013（平成 25）年には富士山世界文
化遺産登録祝賀として清掃登山を実施
下： 「富士急記念の森林」で森林整備を行
う社員たち
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世界文化遺産「富士山‒信仰の対象と芸術の源泉」
構成資産一覧表
世界文化遺産「富士山‒信仰の対象と芸術の源泉」
構成資産一覧表
名称 県名 国指定文化財の種別

❶富士山域
❶-❶山頂の信仰遺跡群 静岡県・山梨県 特別名勝、史跡
❶-❷大宮・村山口登山道（現在の富士宮口登山道） 静岡県 特別名勝、史跡
❶-❸須山口登山道（現在の御殿場口登山道） 静岡県 特別名勝、史跡
❶-❹須走口登山道 静岡県 特別名勝、史跡
❶-❺吉田口登山道 山梨県 特別名勝、史跡
❶-❻北口本宮冨士浅間神社 山梨県 史跡※1
❶-❼西湖 山梨県 名勝
❶-❽精進湖 山梨県 名勝
❶-❾本栖湖 山梨県 名勝
❷富士山本宮浅間大社 静岡県 史跡※2
❸山宮浅間神社 静岡県 史跡
❹村山浅間神社 静岡県 史跡
❺須山浅間神社 静岡県 史跡
❻冨士浅間神社（須走浅間神社） 静岡県 史跡
❼河口浅間神社 山梨県 史跡
❽冨士御室浅間神社 山梨県 史跡※2
❾御師住宅（旧外川家住宅） 山梨県 重要文化財
御師住宅（小佐野家住宅） 山梨県 重要文化財
山中湖 山梨県 名勝
河口湖 山梨県 名勝
～20野八海 山梨県 天然記念物
船津胎内樹型 山梨県 天然記念物
吉田胎内樹型 山梨県 天然記念物
人穴富士講遺跡 静岡県 史跡
白糸ノ滝 静岡県 名勝、天然記念物
三保松原 静岡県 名勝

※1　本殿、西宮本殿、東宮本殿は重要文化財　※2　本殿は重要文化財

横浜山頂の信仰遺跡群山頂の信仰遺跡群

大宮・村山口登山道
（現在の富士宮口登山道）

富士山域 ❶富士山域 ❶

須山口登山道
（現在の御殿場口登山道）

冨士浅間神社
（須走浅間神社）

須山浅間神社
村山浅間神社

三保松原

富士山本宮
浅間大社

山宮浅間神社

白糸ノ滝

0野八海

吉田口登山道吉田口登山道

北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社
船津胎内樹型船津胎内樹型

吉田胎内樹型吉田胎内樹型
山中湖

御師住宅
（旧外川家住宅・小佐野家住宅）

人穴富士講遺跡

河口湖
西湖精進湖 冨士御室浅間神社

河口浅間神社

本栖湖

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト
さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

富士急ハイランド／
ハイランドリゾート ホテル & スパ／
ふじやま温泉／
フジヤマミュージアム

ホテルマウント富士

富士本栖湖
リゾート

水陸両用バス
YAMANAKAKO NO KABA

富士ゴルフコース

初島アイランドリゾート

富士急雲上閣

スノータウン Yeti
ゆうえんち ぐりんぱ

❼

❽

❾


❶-❶

❶-❷
❶-❸

❶-❹

❶-❺
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❷
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❻
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24
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富
士
と
と
も
に
、

こ
の
地
と
と
も
に

富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
１
年
。

富
士
山
麓
に
は
国
内
外
か
ら
大
勢
の
観
光
客
が
訪
れ
、
活
況
を
見
せ
て
い
る
。

創
業
以
来
、
世
界
に
誇
る
富
士
山
と
そ
の
周
辺
エ
リ
ア
の

観
光
開
発
に
取
り
組
ん
で
き
た
富
士
急
行
は
、

外
国
人
観
光
客
の
受
け
入
れ
体
制
の
整
備
や
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
応
し
な
が
ら
、

世
界
文
化
遺
産
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
る
。

富
士
急
行
の
現
在
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

（
２
０
１
４
年
４
月
末
に
取
材
。
役
職
な
ど
は
取
材
時
の
も
の
で
す
）
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Ｒ
伊
東
線

JR 中央本線

中央自動車道

JR 御殿場線

岳南電車

Ｊ
Ｒ
身
延
線

富
士
急
行
線

JR
東海道新幹線

東名高速道路

国
府
津

松田御殿場

横浜

東京湾

駿河湾

相模湾

新横浜

八王子 新宿 上野
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韮崎 I.C.
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新富士
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名

古
屋

新
東

名
高

速
道

路

富士 I.C.

世界文化遺産「富士山‒信仰の対象と芸術の源泉」
構成資産一覧表
世界文化遺産「富士山‒信仰の対象と芸術の源泉」
構成資産一覧表
名称 県名 国指定文化財の種別

❶富士山域
❶-❶山頂の信仰遺跡群 静岡県・山梨県 特別名勝、史跡
❶-❷大宮・村山口登山道（現在の富士宮口登山道） 静岡県 特別名勝、史跡
❶-❸須山口登山道（現在の御殿場口登山道） 静岡県 特別名勝、史跡
❶-❹須走口登山道 静岡県 特別名勝、史跡
❶-❺吉田口登山道 山梨県 特別名勝、史跡
❶-❻北口本宮冨士浅間神社 山梨県 史跡※1
❶-❼西湖 山梨県 名勝
❶-❽精進湖 山梨県 名勝
❶-❾本栖湖 山梨県 名勝
❷富士山本宮浅間大社 静岡県 史跡※2
❸山宮浅間神社 静岡県 史跡
❹村山浅間神社 静岡県 史跡
❺須山浅間神社 静岡県 史跡
❻冨士浅間神社（須走浅間神社） 静岡県 史跡
❼河口浅間神社 山梨県 史跡
❽冨士御室浅間神社 山梨県 史跡※2
❾御師住宅（旧外川家住宅） 山梨県 重要文化財
御師住宅（小佐野家住宅） 山梨県 重要文化財
山中湖 山梨県 名勝
河口湖 山梨県 名勝
～20野八海 山梨県 天然記念物
船津胎内樹型 山梨県 天然記念物
吉田胎内樹型 山梨県 天然記念物
人穴富士講遺跡 静岡県 史跡
白糸ノ滝 静岡県 名勝、天然記念物
三保松原 静岡県 名勝

※1　本殿、西宮本殿、東宮本殿は重要文化財　※2　本殿は重要文化財

山頂の信仰遺跡群山頂の信仰遺跡群

大宮・村山口登山道
（現在の富士宮口登山道）

富士山域 ❶富士山域 ❶

須山口登山道
（現在の御殿場口登山道）

冨士浅間神社
（須走浅間神社）

須山浅間神社
村山浅間神社

三保松原

富士山本宮
浅間大社

山宮浅間神社

白糸ノ滝

0野八海

吉田口登山道吉田口登山道

北口本宮冨士浅間神社北口本宮冨士浅間神社
船津胎内樹型船津胎内樹型

吉田胎内樹型吉田胎内樹型
山中湖

御師住宅
（旧外川家住宅・小佐野家住宅）

人穴富士講遺跡

河口湖
西湖精進湖 冨士御室浅間神社

河口浅間神社

本栖湖

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト
さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

富士急ハイランド／
ハイランドリゾート ホテル & スパ／
ふじやま温泉／
フジヤマミュージアム

ホテルマウント富士

富士本栖湖
リゾート

水陸両用バス
YAMANAKAKO NO KABA

富士ゴルフコース

初島アイランドリゾート

富士急雲上閣

スノータウン Yeti
ゆうえんち ぐりんぱ

❼

❽

❾


❶-❶

❶-❷
❶-❸

❶-❹

❶-❺

❶-❻

❶-❼


❶-❽

❶-❾

❷

❸
❹

❺

❻

～2

21
22

23

24

25

天上山公園カチカチ山
ロープウェイ

須走口登山道須走口登山道
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差
別
化
戦
略
で
事
業
展
開

富
士
山
を
中
心
と
す
る
山
麓
一
帯
に
お
け
る

富
士
急
行
の
観
光
開
発
は
、
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン

ド
か
ら
河
口
湖
周
辺
一
帯
に
広
が
る
国
立
公
園

の
一
部
・
富
士
北
麓
と
富
士
南
麓
、
二
つ
に
大

別
さ
れ
る
。
と
も
に
遊
園
地
や
ホ
テ
ル
、
温
泉

施
設
、
ゴ
ル
フ
場
や
ス
キ
ー
場
な
ど
の
ス
ポ
ー

ツ
施
設
、
別
荘
地
な
ど
が
集
中
し
、
一
大
リ

ゾ
ー
ト
エ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
る
。

山
中
湖
・
河
口
湖
・
本
栖
湖
・
西
湖
・
精
進

湖
を
総
称
す
る
「
富
士
五
湖
」
と
い
う
呼
び
名

は
、
富
士
急
行
の
創
業
者
で
あ
る
堀
内
良
平
が

富
士
北
麓
の
景
勝
を
宣
伝
し
よ
う
と
名
付
け
た

も
の
だ
。
以
来
、
富
士
急
行
は
富
士
五
湖
を
起

点
に
開
発
を
進
め
、
富
士
山
観
光
を
牽
引
し
て

き
た
。
一
大
リ
ゾ
ー
ト
エ
リ
ア
を
形
成
し
、
成

熟
期
を
迎
え
た
近
年
で
は
ソ
フ
ト
面
に
も
注

力
。「
山
＝
夏
」
と
い
う
観
光
客
の
固
定
観
念

を
一
掃
す
る
、
通
年
型
の
観
光
地
づ
く
り
に
一

つ
の
方
向
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

今
年
で
７
回
目
を
迎
え
た
「
富
士
芝
桜
ま
つ

り
」
は
、
冠
雪
の
富
士
山
と
芝
桜
を
楽

し
む
春
の
祭
典
だ
。
富
士
本
栖
湖
リ

ゾ
ー
ト
内
の
２・
４
ha
の
広
大
な
敷
地

に
首
都
圏
最
大
級
と
な
る
約
80
万
株
の

芝
桜
が
咲
き
誇
る
。
開
催
期
間
中
、
40

数
万
人
が
訪
れ
る
富
士
山
麓
の
「
花
の

祭
典
」
と
し
て
定
着
し
た
。

開
催
期
間
は
４
月
中
旬
か
ら
約
１
カ

月
半
。
ほ
ぼ
１
年
が
か
り
で
準
備
を
進

め
る
。
今
年
は
２
月
の
記
録
的
大
雪
で

芽
吹
き
が
遅
れ
た
が
、
４
月
19
日
か
ら

６
月
１
日
ま
で
開
催
。
交
通
面
で
も
、

新
宿
駅
に
加
え
て
新
た
に
川
崎
駅
・
千

葉
駅
か
ら
河
口
湖
行
き
の
Ｊ
Ｒ
直
通
電

車
を
運
行
。
各
方
面
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

向
上
を
図
っ
た
。

「
富
士
芝
桜
ま
つ
り
」
で
春
季
の
賑

わ
い
を
図
り
、
富
士
登
山
や
富
士
五
湖

を
は
じ
め
と
す
る
富
士
山
観
光
の
ハ
イ

シ
ー
ズ
ン
が
終
息
す
る
頃
、
い
ち
早
く

ス
タ
ー
ト
す
る
の
が
富
士
急
行
の
ウ
イ

ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
だ
。
富
士
急
ハ
イ
ラ

ン
ド
で
は
毎
年
関
東
の
屋
外
ス
ケ
ー
ト

リ
ン
ク
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
て
「
ク
リ
ス

タ
ル
ラ
グ
ー
ン
リ
ン
ク
」
を
開
業
。
滑

り
や
す
く
安
定
感
の
あ
る
２
枚
刃
ス

ケ
ー
ト
靴
の
貸
し
出
し
や
夜
間
の
イ
ル

ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ

ン
ト
感
覚
あ
ふ
れ
る
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク

を
提
供
し
て
い
る
。

南
麓
エ
リ
ア
で
は
、
屋
外
ス
キ
ー
場

「
イ
エ
テ
ィ
」
が
日
本
で
い
ち
ば
ん
早
く

10
月
に
オ
ー
プ
ン
す
る
。
ま
た
、
よ
り

首
都
圏
に
近
く
、
近
年
開
発
を
進
め
て

い
る
相
模
湖
周
辺
で
は
、
４
０
０
万
球

の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
使
用
し
て
冬

の
祭
典
「
さ
が
み
湖
イ
ル
ミ
リ
オ
ン
」

を
開
催
。
各
エ
リ
ア
で
シ
ー
ズ
ン
レ
ス

の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
を
進
め
て
い
る
。

一
方
、
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
に
隣
接

し
て
、
昨
年
新
設
し
た
の
が
、
入
場
料

無
料
の
「
リ
サ
と
ガ
ス
パ
ー
ル
タ
ウ
ン
」

だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
人
気
絵
本
「
リ
サ
と

ガ
ス
パ
ー
ル
」
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
や
若
い
女
性
層
の
集
客
を
狙
う
。

さ
ら
に
、
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
オ
フ
ィ
シ
ャ

ル
ホ
テ
ル
「
ハ
イ
ラ
ン
ド
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆

ス
パ
」
内
の
富
士
山
を
展
望
で
き
る
レ
ス
ト
ラ

ン
「
フ
ジ
ヤ
マ
テ
ラ
ス
」
で
は
、
地
産
地
消
と

し
て
山
梨
県
産
の
ワ
イ
ン
や
食
材
を
提
供
す
る

な
ど
、
通
年
型
観
光
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
観
光
客
層
の

拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

グ
ル
ー
プ
事
業
部
長
兼
不
動
産
事
業
部
担
当

の
福
重
隆
一
専
務
取
締
役
は
「
少
子
高
齢
化
の

中
で
い
か
に
ソ
フ
ト
を
充
実
さ
せ
て
、
お
客
さ

ま
の
ニ
ー
ズ
を
高
め
て
い
く
か
が
重
要
だ
と
考

え
て
い
る
。
付
加
価
値
を
加
え
た
差
別
化
戦
略

に
の
っ
と
っ
て
、
当
社
な
ら
で
は
の
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
さ
せ
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

世
界
遺
産
効
果
と
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策

昨
年
６
月
の
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
登
録
後

は
、
円
安
や
ビ
ザ
の
規
制
緩
和
、
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
の
経
済
成
長
な
ど
複
数
の
要
因
と
相
ま
っ

富士急行株式会社
専務取締役 専務執行役員
グループ事業部長兼不動産事業部担当

福重隆一
Takaichi FUKUSHIGE

富士急行株式会社
専務取締役 専務執行役員
交通事業部長

堀内哲夫
Tetsuo HORIUCHI

富士山観光を広げ高める
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て
、
富
士
山
麓
エ
リ
ア
を
訪
れ
る
外
国

人
観
光
客
が
急
増
し
て
い
る
。
富
士
急

行
に
と
っ
て
も
、「
世
界
文
化
遺
産
登

録
の
影
響
は
、
想
定
外
の
大
き
さ
だ
っ

た
」（
福
重
専
務
）
と
い
う
。

中
で
も
、
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
で

は
、
２
０
１
３
年
度
の
外
国
人
来
園
者

数
が
前
年
度
比
２
０
０
％
に
及
ん
だ
。

「
従
来
の
欧
米
か
ら
の
観
光
客
に
加

え
、
中
国
、
韓
国
、
特
に
最
近
は
タ
イ

や
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

訪
れ
る
観
光
客
が
多
い
。
当
社
が
設
置

す
る
上
海
と
台
北
の
営
業
所
で
も
、
積

極
的
に
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開

し
て
い
る
が
、
非
常
に
い
い
手
応
え
が

返
っ
て
く
る
」（
福
重
専
務
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
使
っ
て
富
士
山
麓
エ

リ
ア
の
詳
細
な
情
報
を
得
て
い
る
こ
と

も
、
外
国
人
観
光
客
の
特
徴
の
一
つ
だ
。

例
え
ば
、
富
士
急
行
線
の
下
吉
田
駅
近

く
に
あ
る
新
倉
山
浅
間
公
園
は
、
新
倉

山
の
中
腹
に
あ
る
公
園
で
、
正
面
に
富

士
山
を
望
む
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
知

ら
れ
る
。
特
に
桜
の
季
節
に
は
富
士
山

と
桜
、
傍
ら
に
建
つ
朱
塗
り
の
忠
霊
塔

と
、
日
本
を
象
徴
す
る
よ
う
な
光
景
が

広
が
る
が
、
こ
こ
が
外
国
人
観
光
客
の

人
気
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。
特
に
タ
イ
の
観
光
客
の
間
で
情
報

が
拡
散
、
多
い
日
に
は
下
吉
田
駅
に

２
０
０
人
以
上
の
外
国
人
観
光
客
が
乗

降
す
る
。「
富
士
芝
桜
ま
つ
り
」
も
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
に
タ
イ
語
を

加
え
た
段
階
で
ア
ク
セ
ス
が
飛
躍
的
に

増
加
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
外
国
人
観
光
客
を
迎
え
入
れ
る
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
と
し
て
、
各
施
設
で
急
速
に

進
め
て
い
る
の
が
多
言
語
対
応
だ
。
鉄
道
駅
や

バ
ス
施
設
、
案
内
板
、
Ｈ
Ｐ
や
観
光
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
な
ど
は
、
日
本
語
の
ほ
か
、
英
語
と
中

国
語
（
簡
体
字
・
繁
体
字
）、
韓
国
語
で
表
示
。

ま
た
、
Ｈ
Ｐ
や
一
部
の
施
設
で
は
、
タ
イ
語
の

表
記
を
追
加
し
て
い
る
。

特
に
、
外
国
人
観
光
客
が
乗
降
客
の
お
よ
そ

２
割
を
占
め
る
と
い
う
終
点
の
河
口
湖
駅
で
は
、

発
車
案
内
や
券
売
機
な
ど
、
英
語
・
中
国
語
・

韓
国
語
の
各
国
語
に
対
応
し
、
改
札
口
脇
に
は

英
語
向
け
の
観
光
案
内
所
も
開
設
。
外
国
人
観

光
客
が
多
い
河
口
湖
駅
と
大
月
駅
に
は
、
多
言

語
に
対
応
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
常
駐
し
て
お
り
、
多
く
の
富
士
急
行
社
員
が

自
己
啓
発
の
一
環
と
し
て
外
国
語
の
習
得
に
励

ん
で
い
る
と
い
う
。
沿
線
自
治
体
も
、
案
内
所

や
標
識
な
ど
の
多
言
語
表
示
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
だ
。

さ
ら
に
「
最
低
限
必
要
な
条
件
は
、
国
際
電

話
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
整
備
」
と
福
重

専
務
が
語
る
よ
う
に
、
昨
年
３
月
に
は
、
鉄
道

駅
や
高
速
バ
ス
車
内
、
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
内

に
、
無
料
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
ス
ポ
ッ
ト
の
整
備
を
完

了
さ
せ
た
。
こ
れ
は
山
梨
県
と
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
の
連

携
事
業
で
進
め
た
も
の
で
、
山
梨
県
部
の
富
士

山
麓
に
は
、
宿
泊
施
設
な
ど
も
含
め
約

１
５
０
０
カ
所
に
無
料
Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
ス
ポ
ッ
ト

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　交
通
と
観
光
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果

こ
う
し
た
国
内
外
の
観
光
客
の
移
動
を
支
え

て
い
る
の
が
、
富
士
急
行
の
交
通
事
業
だ
。「
足

1富士山を背景にスイスをイメージした駅であるとして、河口湖駅は、1997 年「関東の駅百選」に
選定されている。富士急行線の中でも、特に外国人観光客の乗降の多い駅の一つ 2富士吉田市の
中でも有数の富士山ビューポイント「新倉山浅間公園」。公園の入り口には新倉浅間神社がある。桜
の季節には富士山と桜、忠霊塔を一枚の写真におさめたいと多くの人が訪れるが、今ではここも外
国人観光客に広く知られる観光スポットとなっている 34各施設における多言語表示はもちろん、
富士急行では外国人観光客に対する案内サービスの充実を進めている

1富士急ハイランド。「総
回転数世界一」「最高落
下速度世界一」などギネ
ス記録を持つ絶叫マシン
の数々が人気を博してい
る 2富士山麓の春を告げ
る「富士芝桜まつり」。そ
の美しさと圧倒的なス
ケール感に魅了され、毎
年訪れるという人も多い 
34絵本の舞台となるパ
リの街並みを再現した

「リサとガスパールタウ
ン」。雑貨ショップやカ
フェなどが軒を連ねる

1
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を
持
っ
た
総
合
観
光
企
業
」
富
士

急
行
は
、
鉄
道
、
高
速
バ
ス
、
乗

合
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
と
、エ
リ
ア
内

の
交
通
手
段
す
べ
て
を
網
羅
す
る
。

収
益
面
で
は
、
レ
ジ
ャ
ー
・
サ
ー

ビ
ス
部
門
が
過
半
を
占
め
る
が
、

そ
れ
ら
を
下
支
え
し
て
い
る
の
が

交
通
事
業
で
あ
り
、
シ
ナ
ジ
ー
効

果
に
よ
っ
て
、
双
方
が
成
長
を
重

ね
て
き
た
。

富
士
急
行
線
は
大
月

－

河
口
湖

間
の
路
線
だ
が
、
週
末
や
大
型
連

休
な
ど
を
中
心
に
、
Ｊ
Ｒ
中
央
本

線
の
新
宿
駅
や
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線
の

小
山
駅
・
大
宮
駅
か
ら
河
口
湖
駅

ま
で
、
直
通
電
車
が
運
行
し
て
い

る
。バ

ス
事
業
で
は
、
東
京
・
神
奈

川
・
埼
玉
・
山
梨
・
静
岡
の
１
都

４
県
に
営
業
拠
点
を
展
開
。
34
路

線
の
高
速
バ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

首
都
圏
や
羽
田
空
港
・
成
田
空

港
、
中
京
圏
や
関
西
圏
と
富
士
山

麓
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
ぶ
。
現
地
で
の
２
次
交

通
に
は
、
周
遊
バ
ス
や
路
線
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー

を
整
備
し
て
い
る
。

「
足
を
持
つ
と
い
う
大
き
な
強
み
を
活
か
し

て
い
き
た
い
。
６
月
末
に
は
圏
央
道
が
開
通
し
、

中
部
横
断
道
と
新
東
名
高
速
道
の
接
続
な
ど
周

辺
の
道
路
整
備
も
進
ん
で
い
る
。
富
士
山
麓
は
、

さ
ら
に
至
近
の
観
光
地
に
な
る
。
当
社
な
ら
で

は
の
サ
ー
ビ
ス
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
拡
充
し
、

『
足
を
持
っ
た
総
合
観
光
企
業
』
と
し
て
こ
れ
ま

で
以
上
に
富
士
山
観
光
を
牽
引
し
て
い
く
」
と

福
重
専
務
は
抱
負
を
語
る
。

「
富
士
山
駅
」
の
誕
生

富
士
急
行
の
交
通
事
業
部
門
の
原
点
で
あ
る

富
士
急
行
線
は
、「
富
士
山
に
一
番
近
い
鉄
道
」

と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
が
、
富
士
登
山

や
富
士
山
麓
へ
の
旅
客
誘
致
の
た
め
に
敷
設
さ

れ
た
路
線
だ
が
、
こ
の
10
年
の
間
、
富
士
急
行

で
は
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
見
据
え
、「
富
士

山
」
を
前
面
に
押
し
出
し
た
観
光
客
誘
致
を
、

グ
ル
ー
プ
を
挙
げ
て
展
開
し
て
き
た
。

下吉田駅　12 1950 年開業の昭和モダンのフォルムを存
分に活かしてリニューアルした 3駅舎の天井画は、長野県
小布施町にある葛飾北斎の「八方睨み鳳凰図」を水戸岡氏
自身が写し、アレンジした線画。壁面には、富士の絵が配し
てあり、その下には富士の稜線をイメージしたベンチが置か
れている 4下吉田倶楽部の出入り口も、どこか昭和の時代
が香る懐かしいたたずまいとなっている

富士山駅　1富士山駅のシンボルとなっている朱塗りの大鳥居は、世界文化遺産・富士山の構成資産である「吉田口登山道」
の出発点に位置する北口本宮冨士浅間神社の大鳥居を倣った 2屋上にはウッドデッキにテーブル席やベンチを配置した「屋
上展望広場」が整備された 3駅ホームは木材を多用したつくりで、コンクリートのホームの途中にはウッドデッキが設えてあ
る。この位置に立つと、正面に富士山の麗姿を拝むことができる 4改札口には最新式の電車発車案内板が設置されている
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特集：富士山とともに
［富士急行と富士山麓観光］

そ
の
象
徴
と
も
言
え
る
の
が
、
２
０
１
１
年

７
月
に
誕
生
し
た
富
士
山
駅
だ
。
富
士
吉
田
駅

を
改
名
、
駅
舎
を
大
幅
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て

新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
富
士
山
駅
周
辺

は
、
富
士
山
信
仰
の
面
影
が
色
濃
く
残
り
、
信

仰
登
山
道
と
し
て
利
用
さ
れ
た
吉
田
口
登
山
道

の
入
り
口
、
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
が
あ

る
。
富
士
登
山
・
富
士
山
観
光
の
出
発
点
、

「
富
士
山
の
玄
関
口
」
と
な
る
の
が
こ
の
富
士
山

駅
だ
。

「
富
士
山
麓
に
お
い
て
『
富
士
山
』
を
駅
名

に
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
正
直
、
非
常
に

重
く
、
畏
れ
多
い
こ
と
と
感
じ
た
が
、
歴
史

的
・
地
域
的
に
見
て
も
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考

え
、
こ
の
名
を
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
単

に
改
称
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
富
士
登

山
や
富
士
山
観
光
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
、

こ
の
地
域
の
発
展
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
責
任
を
感
じ
て
い
る
」
と
、
交
通
事
業
部

長
を
務
め
る
堀
内
哲
夫
専
務
取
締
役
は
語
る
。

駅
舎
や
ロ
ゴ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
工
業
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
水
戸
岡
鋭
治
氏
に
よ
る
も
の
で
、
駅
の

入
り
口
に
は
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
の
大
鳥

居
に
倣
っ
た
朱
塗
り
の
大
鳥
居
を
設
置
。
ま
た
、

駅
ビ
ル
屋
上
に
は
、
富
士
の
眺
望
を
楽
し
む
屋

上
展
望
広
場
を
整
備
し
た
。
世
界
に
向
け
て
開

か
れ
た
富
士
山
の
玄
関
口
は
、
国
内
外
か
ら
訪

れ
る
大
勢
の
観
光
客
で
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。

一
方
、
富
士
山
駅
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
に
２
カ
月
先
立
ち
、
下
吉
田
駅
に
は
「
ブ

ル
ー
ト
レ
イ
ン
テ
ラ
ス
」
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス

ペ
ー
ス
「
下
吉
田
倶
楽
部
」
が
開
業
し
た
。

ブ
ル
ー
ト
レ
イ
ン
テ
ラ
ス
で
は
、
か
つ
て
寝

台
特
急
「
富
士
」
と
し
て
活
躍
し
た
車
両
と
同

型
の
寝
台
客
車
や
、
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
の
開

業
年
に
製
造
さ
れ
た
貨
車
な
ど
富
士
急
行
線
で

活
躍
し
て
い
た
車
両
３
台
を
展
示
し
て
い
る
。

下
吉
田
倶
楽
部
は
待
合
室
と
カ
フ
ェ
が
融
合
し

た
憩
い
の
場
だ
。
２
０
０
９
年
、
レ
ト
ロ
モ
ダ

ン
な
駅
舎
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
下
吉
田
駅

に
、
新
し
い
賑
わ
い
の
場
が
加
わ
っ
た
。

富
士
山
駅
と
下
吉
田
駅
、
ど
ち
ら
も
観
光
拠

点
駅
で
は
あ
る
が
、
富
士
山
駅
に
は
地
元
住
民

が
利
用
す
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ビ
ル
「
Ｑ

－

Ｓ
Ｔ

Ａ
」
が
併
設
、
下
吉
田
倶
楽
部
は
地
元
の
人
た

ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
と
も

な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
駅
が
街
の
社
交
場
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
駅
も
観
光
客
と

地
元
住
民
の
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

多
種
の
車
両
で
観
光
路
線
化
を
促
進

鉄
道
車
両
で
は
、
富
士
山
観
光
に
訪
れ
る
観

光
客
に
と
っ
て
「
鉄
道
に
乗
る
こ
と
」
自
体
が

一
つ
の
目
的
と
な
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
観

光
電
車
を
投
入
し
て
い
る
。

２
０
０
９
年
８
月
、
開
業
80
周
年
を
機
に
、

本
格
的
な
観
光
電
車
と
し
て
誕
生
し
た
の
が

「
富
士
登
山
電
車
」
だ
。
外
観
は
開
業
当
時
の

車
両
と
同
じ
「
さ
び
朱
色
」。
富
士
山
の
麓
の

山
岳
風
景
を
１
枚
の
絵
の
よ
う
に
楽
し
め
る

「
日
本
一
ゆ
た
か
な
登
山
電
車
」
を
コ
ン
セ
プ
ト

に
、
水
戸
岡
氏
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
。
車
内
は
木

を
多
用
し
た
レ
ト
ロ
モ
ダ
ン
な
イ
ン
テ
リ
ア
で
、

ベ
ン
チ
・
ボ
ッ
ク
ス
席
・
ソ
フ
ァ
な
ど
多
様
な

座
席
や
ベ
ビ
ー
サ
ー
ク
ル
、
サ
ー
ビ
ス
カ
ウ
ン

タ
ー
、
ミ
ニ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
２
両
１
編
成
で
、
内
装
を
濃
茶
の
木
と

赤
色
を
基
調
に
ま
と
め
た
「
赤
富
士
」
と
、
白

木
と
青
色
が
基
調
の
「
青
富
士
」
が
あ
る
。

フジサン特急　1元ＪＲ東日本の「パノラマエクスプレスアルプス」だった
車体で、101のフジサンキャラが描かれている
トーマスランド号　2車内には子どもたちに人気の「キッズ運転席」がある 
マッターホルン号　3ＭＧＢ鉄道の客車のイメージカラーで人気の車両
通勤車両 6000 系　4 FUJIKYU　COMMUTER　TRAIN と名付けられてい
る。富士山を表現する鮮やかな青と黄色がデザインのアクセント
富士登山電車　567「乗ってみたい民鉄有料特急」などのアンケートで
は常に上位にランキングされている。ホテルのラウンジのような内装が人気
で、青富士と赤富士がある。全員着席が前提の定員制で、電話またはイン
ターネットによる予約も取り入れている
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こ
の
富
士
登
山
電
車
は
、
普
通
乗
車
券
の
ほ

か
に
着
席
券
が
必
要
で
、
事
前
予
約
制
。
１
日

２
往
復
運
転
し
、
専
属
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
が
沿
線

の
観
光
案
内
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

「
大
月
駅
で
乗
車
し
た
時
か
ら
富
士
山
ツ

ア
ー
が
始
ま
る
。
そ
ん
な
電
車
を
つ
く
り
た

か
っ
た
。
デ
ザ
イ
ン
も
素
材
も
細
部
に
至
る
ま

で
こ
だ
わ
っ
て
仕
上
げ
て
お
り
、
単
な
る
移
動

手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
車
中
か
ら
富
士
山
を

楽
し
む
、
乗
る
こ
と
自
体
を
目
的
に
し
て
い
た

だ
け
る
電
車
に
な
っ
て
い
る
」（
堀
内
専
務
）

２
０
０
２
年
２
月
に
運
行
を
開
始
し
た
「
フ

ジ
サ
ン
特
急
」
は
、
パ
ノ
ラ
マ
車
両
の
２
編
成
。

１
０
１
種
類
の
フ
ジ
サ
ン
キ
ャ
ラ
が
描
か
れ
た
ユ

ニ
ー
ク
な
車
体
デ
ザ
イ
ン
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
夏
に
は
、
そ
の
う
ち
の
１
編
成
が
小
田
急

ロ
マ
ン
ス
カ
ー
２
０
０
０
０
形
（
Ｒ
Ｓ
Ｅ
）
を
改

造
し
た
新
フ
ジ
サ
ン
特
急
に
生
ま
れ
変
わ
る
。

普
通
列
車
も
多
彩
な
顔

を
見
せ
る
。
１
９
９
８
年

に
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
に

オ
ー
プ
ン
し
た
テ
ー
マ

パ
ー
ク
「
ト
ー
マ
ス
ラ
ン

ド
」
に
ち
な
ん
だ
「
ト
ー

マ
ス
ラ
ン
ド
号
」
は
機
関

車
ト
ー
マ
ス
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
車
両
の
内
外
を
賑

や
か
に
彩
り
、
子
ど
も
だ

け
で
は
な
く
大
人
の
人
気

も
集
め
て
い
る
。

２
０
０
６
年
に
は
、
ス

イ
ス
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル

ン
・
ゴ
ッ
タ
ル
ド
鉄
道
と

の
姉
妹
鉄
道
提
携
15
周
年
を
記
念
し
て
、
同
鉄

道
の
車
両
カ
ラ
ー
と
同
じ
く
赤
と
白
で
塗
装
し

た
「
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
号
」
が
運
行
を
開
始
し

た
。さ

ら
に
、
２
０
１
２
年
に
は
、
通
勤
車
両

６
０
０
０
系
が
運
行
を
開
始
。
水
戸
岡
氏
に
よ

る
デ
ザ
イ
ン
で
、
車
体
に
走
る
青
い
ラ
イ
ン
と

青
い
乗
降
扉
、
木
を
素
材
に
使
っ
た
客
室
の
床

や
つ
り
手
、
シ
ー
ト
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
な
ど
、

こ
だ
わ
っ
た
デ
ザ
イ
ン
が
目
を
引
き
付
け
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
電
車
に
フ
ァ
ン
が
つ
い
て
い
て
、

電
車
の
運
転
時
刻
を
確
認
さ
れ
る
お
客
さ
ま
が

多
い
」（
堀
内
専
務
）
と
い
う
の
も
納
得
だ
。

世
界
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
周
遊
バ
ス
の
拡
充

広
域
な
富
士
山
麓
で
は
、
現
地
で
の
移
動
手

段
が
重
要
と
な
り
、
富
士
急
行
で
は
「
鉄
道
や

高
速
バ
ス
で
富
士
山
麓
に
お
越
し
い
た
だ
い
た

方
々
に
、
公
共
交
通
機
関
で
エ
リ
ア
内
を
不
自

由
な
く
回
れ
る
よ
う
に
整
備
す
る
の
が
、
重
要

な
役
割
」（
堀
内
専
務
）
だ
と
考
え
て
い
る
。

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
士
山
に
関

わ
る
文
化
財
は
、
そ
の
山
体
だ
け
で
は
な
く
、

周
囲
に
あ
る
神
社
や
登
山
道
、
溶
岩
樹
型
、
湖

沼
な
ど
が
構
成
要
素
・
構
成
資
産
と
し
て
含
ま

れ
る
。
富
士
急
行
で
は
、
点
在
す
る
富
士
山
の

構
成
要
素
・
構
成
資
産
を
中
心
に
、
美
術
館
や

博
物
館
な
ど
の
観
光
施
設
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を

め
ぐ
る
周
遊
バ
ス
を
整
備
。
利
用
の
し
や
す
さ

で
観
光
客
の
人
気
を
集
め
て
い
る
。

周
遊
バ
ス
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
、
富
士
山

駅
と
河
口
湖
駅
に
併
設
し
て
い
る
。
富
士
山
駅

か
ら
は
、
山
中
湖
方
面
を
周
遊
す
る
「
ふ
じ
っ

湖
号
」
が
発
着
。
河
口
湖
駅
か
ら
は
、
河
口
湖

周
遊
、
河
口
湖
・
西
湖
周
遊
の
二
つ
の
コ
ー
ス

が
発
着
し
て
お
り
、「
レ
ト
ロ
バ
ス
」
に
加
え
て

こ
の
４
月
か
ら
「
オ
ム
ニ
バ
ス
」
を
導
入
。
運

行
本
数
も
30
分
間
隔
か
ら
20
分
間
隔
に
増
便
し

た
。
ま
た
、
世
界
遺
産
登
録
後
に
は
「
富
士
山

世
界
遺
産
ル
ー
プ
バ
ス
」
を
新
設
。
富
士
吉
田

市
内
の
五
つ
の
構
成
資
産
を
め
ぐ
る
。

現
在
、
富
士
急
行
で
は
、
こ
れ
ら
４
種
の
周

遊
バ
ス
を
運
行
し
て
お
り
、
１
日
約
70
便
が
富

士
山
麓
の
各
ス
ポ
ッ
ト
へ
観
光
客
を
輸
送
し
て

い
る
。
中
で
も
、
河
口
湖
を
周
遊
す
る
レ
ト
ロ

バ
ス
の
人
気
が
高
く
、
20
分
間
隔
の
運
行
で
も

間
に
合
わ
な
い
ほ
ど
で
、
増
発
す
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
だ
。
取
材
日
も
、
平
日
に
も
か
か
わ
ら

ず
乗
客
が
多
く
、
急
き
ょ
増
発
さ
れ
て
い
た
。

「
グ
ル
ー
プ
で
『
富
士
山
』
を
前
面
に
押
し

出
し
、
世
界
遺
産
登
録
に
取
り
組
む
中
で
、
登

録
後
の
観
光
客
の
増
加
を
予
測
し
、
周
遊
バ
ス

に
つ
い
て
も
路
線
を
増
や
す
な
ど
準
備
を
進
め

て
い
た
。
現
在
は
、
想
像
以
上
の
旅
客
増
と

な
っ
て
お
り
、
便
数
や
ダ
イ
ヤ
の
検
討
を
含
め
、

細
や
か
に
需
要
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。
国
内

外
か
ら
お
越
し
い
た
だ
く
す
べ
て
の
お
客
さ
ま

に
と
っ
て
、
さ
ら
に
利
用
し
や
す
い
２
次
交
通

を
整
備
し
て
い
く
」（
堀
内
専
務
）

周遊バス　1鉄道の「乗ること」自体が一つの目的になるようにというコ
ンセプトは、バスにも共通している。クラシカルなボンネットバスは「レト
ロバス」 2４月から運行を開始したバリアフリー対応の新型ノンステップ車
両「オムニバス」は水戸岡氏がデザインを担当した 3ヘッドマークを付け
ているのは「富士山世界遺産ループバス」

1

2

3

周遊バスの乗り場には、バスルートなどをガイドする多言語表示の案内板が設置されている 



25 MINTETSU SUMMER 2014

特集：富士山とともに
［富士急行と富士山麓観光］

外
国
人
が
利
用
し
や
す
い
交
通
機
関
へ

で
は
、
増
加
す
る
外
国
人
観
光
客
に
つ
い
て

は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
策
が
と
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

富
士
急
行
で
は
２
０
０
４
年
度
か
ら
外
国
人

観
光
客
が
利
用
し
や
す
い
バ
ス
交
通
の
整
備
に

取
り
組
み
、
音
声
と
映
像
の
４
カ
国
語
ア
ナ
ウ

ン
ス
を
導
入
。
富
士
山
駅
・
河
口
湖
駅
の
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
に
は
バ
ス
の
発
車
時
刻
を
案
内
す

る
４
カ
国
語
対
応
モ
ニ
タ
ー
を
整
備
し
て
い
る
。

ま
た
、
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
受

け
、
世
界
遺
産
の
構
成
資
産
や
景
勝
地
を
沿
線

に
持
つ
14
路
線
の
「
色
分
け
」
と
「
停
留
所
の

ナ
ン
バ
リ
ン
グ
」
を
実
施
。
並
行
し
て
富
士
山

五
合
目
の
乗
車
券
売
り
場
・
停
留
所
の
多
言
語

化
を
進
め
、
富
士
登
山
の
下
山
間
違
い
の
９
割

を
外
国
人
が
占
め
る
こ
と
か
ら
「
下
山
間
違
え

バ
ス
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
を
作
成
、
下
山
間

違
い
の
外
国
人
登
山
者
に
配
布
し
て
い
る
。

外
国
人
観
光
客
を
対
象
に
し
た
多
種
の
企
画

切
符
も
販
売
し
て
い
る
。「
富
士
箱
根
パ
ス
」

は
、
外
国
人
観
光
客
に
人
気
の
あ
る
箱
根
と
富

士
五
湖
を
周
遊
で
き
る
も
の
で
、
新
宿

－
富
士

五
湖
の
高
速
バ
ス
と
、
エ
リ
ア
内
の
鉄
道
（
富

士
急
行
線
の
一
部
・
小
田
急
線
・
箱
根
登
山

線
）、
路
線
バ
ス
、
遊
覧
船
な
ど
が
フ
リ
ー
で
利

用
で
き
る
。
昨
年
度
は
飛
躍
的
に
売
り
上
げ
枚

数
が
向
上
し
た
と
い
う
。

Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
富
士
急
行
線
の
「M

t.Fuji 
Round T

rip T
icket

」
は
、
都
区
内
か
ら
大
月

を
経
由
し
て
河
口
湖
ま
で
乗
り
降
り
自
由
の
企

画
切
符
（
期
間
限
定
発
売
）。
バ
ス
も
富
士
山

駅
・
河
口
湖
駅

－

五
合
目
間
が
フ
リ
ー
と
な
る
。

外
国
人
限
定
で
は
な
い
が
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と

共
同
の
「
世
界
遺
産
・
富
士
山
フ
リ
ー
乗
車
券
」

は
、
出
発
駅
か
ら
大
月
駅
ま
で
の
Ｊ
Ｒ
往
復
乗

車
券
に
加
え
、
富
士
急
行
線
と
周
遊
バ
ス
が
２

日
間
乗
り
降
り
自
由
に
な
る
企
画
切
符
だ
。

「
富
士
五
湖
周
辺
は
、
観
光
の
75
％
を
マ
イ

カ
ー
が
占
め
て
い
る
。
公
共
交
通
機
関
を
使
っ

て
周
遊
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本

と
連
携
、
使
い
勝
手
の
よ
い
企
画
切
符
を
提
供

し
て
い
る
」（
堀
内
専
務
）

地
元
住
民
の
足
を
確
保

観
光
鉄
道
と
し
て
賑
わ
う
富
士
急
行
線
だ

が
、
地
元
住
民
の
通
勤
通
学
路
線
、
生
活
路
線

と
し
て
の
役
割
も
大
き
い
。
富
士
急
行
で
は
、

さ
ら
な
る
利
用
促
進
に
向
け
て
企
業
努
力
を
重

ね
て
い
る
。

学
生
を
対
象
に
、
バ
ス
で
は
平
日
限
定
の

「
ウ
ィ
ー
ク
デ
ー
定
期
」
を
低
価
格
で
販
売
。

富
士
急
行
線
の
通
学
定
期
は
「
高
校
」「
大
学
・

専
門
学
校
」
の
２
種
類
が
あ
り
、
高
校
生
以
下

は
消
費
税
増
税
後
も
通
学
定
期
の
発
売
価
格
を

据
え
置
い
て
い
る
た
め
、
高
校
が
約
60
％
、
大

学
・
専
門
学
校
が
約
59
％
と
、
高

い
割
引
率
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
65
歳
以
上
を
対
象
に
発
売
し

て
い
る
シ
ル
バ
ー
パ
ス
は
９
割
以

上
の
割
引
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

「
富
士
急
行
線
の
定
期
・
定
期

外
の
人
数
比
率
は
４
：
６
と
、
定

期
利
用
者
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。

鉄
道
が
地
元
の
方
々
の
生
活
を
支

え
て
い
る
。
定
期
を
買
い
や
す
い

価
格
に
設
定
し
た
り
、
定
期
券
の

乗
り
越
し
区
間
の
運
賃
を
土
休
日

は
半
額
に
す
る
な
ど
、
地
元
の
方
々
に
乗
っ
て

い
た
だ
く
工
夫
を
し
て
い
る
」（
堀
内
専
務
）

さ
ら
に
、
富
士
急
行
線
各
駅

－

富
士
山
駅
往

復
切
符
と
Ｑ

－

Ｓ
Ｔ
Ａ
お
買
い
物
券
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
た
乗
車
券
、
首
都
圏
方
面
に
向
か
う
時

に
使
っ
て
も
ら
う
沿
線
各
駅

－

大
月
駅
間
の
割

引
往
復
切
符
な
ど
、「
乗
っ
て
も
ら
う
」
工
夫

を
凝
ら
し
た
企
画
切
符
を
発
売
し
て
い
る
。

沿
線
自
治
体
と
の
協
働
も
進
め
て
い
る
。
富

士
吉
田
市
で
は
、
全
区
間
１
０
０
円
の
循
環
バ

ス
「
タ
ウ
ン
ス
ニ
ー
カ
ー
」
を
運
行
。
富
士
山

駅
を
起
点
に
、
３
路
線
を
「
右
回
り
」
と
「
左

回
り
」
で
循
環
さ
せ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
市
立

病
院
を
経
由
す
る
運
行
形
態
で
、
こ
の
タ
ウ
ン

ス
ニ
ー
カ
ー
と
富
士
急
行
線
を
セ
ッ
ト
に
し
た

割
引
乗
車
券
も
発
売
し
て
い
る
。

同
じ
取
り
組
み
は
、
都
留
市
で
も
行
わ
れ
て

い
る
。
都
留
市
駅
を
起
点
に
、
市
立
病
院
や
公

共
施
設
を
経
由
す
る
循
環
バ
ス
を
「
右
回
り
」

と
「
左
回
り
」
で
１
日
６
便
運
行
。
さ
ら
に
、

市
立
病
院
を
起
点
に
都
留
市
駅
を
経
由
し
て
２

方
面
に
向
か
う
「
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
」
を
運

行
し
て
い
る
。
自
治
体
の
決
定
に
柔
軟
に
対
応

で
き
る
の
も
、
地
域
に
根
差
し
、
幅
広
い
交
通

事
業
を
展
開
す
る
富
士
急
グ
ル
ー
プ
な
ら
で
は

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
沿
線
人
口
は
、
減
少
傾
向
に
あ
る
。
鉄
道

と
し
て
は
、
将
来
的
に
は
交
流
人
口
に
頼
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
観
光
鉄
道
と
し
て

観
光
客
誘
致
を
さ
ら
に
図
っ
て
い
く
。
同
時
に
、

こ
れ
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
地
元
の
方
々

の
足
と
し
て
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
く
。
こ

の
両
輪
で
進
め
て
い
く
が
、
課
題
は
歴
史
が
あ

る
分
、
施
設
が
老
朽
化
し
て
い
る
こ
と
。
い
か

に
安
全
に
投
資
し
、
更
新
し
て
い
く
か
。
国
や

地
方
自
治
体
の
ご
支
援
も
い
た
だ
き
な
が
ら
、

安
全
な
鉄
道
を
目
指
し
て
い
く
」（
堀
内
専
務
）

今
か
ら
88
年
前
、
富
士
山
麓
を
世
界
に
名
だ

た
る
観
光
地
に
仕
上
げ
た
い
と
い
う
熱
意
の
下
、

開
業
し
た
富
士
急
行
。
そ
の
創
業
の
精
神
「
富

士
を
世
界
に
拓
く
」
そ
の
ま
ま
に
、
富
士
急
行

は
、
富
士
山
を
世
界
に
発
信
し
、
自
ら
の
取
り

組
み
を
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
る
。
世

界
遺
産
登
録
で
改
め
て
注
目
が
集
ま
る
富
士
山

麓
だ
が
、
富
士
急
行
は
地
域
と
と
も
に
発
展
を

重
ね
て
い
く
だ
ろ
う
。

123沿線自治体との協働で運行する循環バスは、地域の
人たちに欠かせない「足」になっている。「タウンスニー
カー」は富士山駅が起点。都留市駅では、「循環バス」と

「デマンドタクシー」が発着している

3

1

2
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　3 月 29 日、ＪＲ高岡駅に隣接する新しい高岡ステーションビ
ル「curun TAKAOKA（クルン高岡）」がオープン、1階に万葉線
の「高岡駅」電停が開業した。
　高岡市では、2005 年に高岡駅周辺整備事業を計画決定。すで
に 2011年度に「ＪＲ高岡駅の橋上化」と「南北自由通路」の整
備を終えており、新しい駅ビルの完成で、駅機能と市街地の利便
性を大きく改善させる主要事業が完了した。

●電停名は「高岡駅」に改称
　万葉線は、高岡駅前－六渡寺間の高岡軌道線と六渡寺－越ノ
潟間の新湊港線を運営する第 3 セクター。法的には高岡軌道線
が軌道法に基づく軌道、新湊港線が鉄道事業法に基づく鉄道に
分類されるが、高岡駅前から越ノ潟間を結ぶ万葉線として一体的

に運営している。
　従来の万葉線の起点、高岡駅前電停はＪＲ高岡駅から少し離れ
た場所にあったが、軌道を100m 延伸して、整備事業で建設され
たクルン高岡に乗り入れた。これに伴い、電停名を高岡駅前から
高岡駅に改称。ダイヤも、高岡駅６時 45 分発から19 時 45 分
発まで、15 分間隔のダイヤに改正している。
　クルン高岡は、鉄骨３階建て延べ約 4600㎡の複合ビル。1階
は万葉線の３面２線のホームと路線バスなどの待合室がある「交
通広場」、２階は飲食店など 24 のテナントが入った店舗フロアと
なっている。また、２階にはＪＲ高岡駅と南北自由通路のほか、
市営駐車場など周辺施設につながる約 140 ｍ長の全面屋根付き
デッキが整備され、ＪＲ線と万葉線、路線バスやマイカーなど、
駅での乗り換え環境が大きく改善された。

1 3 月 29 日、万葉線の新しいホームで
開催された「万葉線高岡駅開業式典及び
出発式」2 3 面 2 線になったホームでは
電車が２列に並ぶ 3大きなカーブを描い
てホームに進むＬＲＶアイトラム 4万葉
線高岡駅ホーム 5クルン高岡と北口広場

（提供：株式会社高岡ステーションビル）
6高岡駅周辺整備事業・整備概要（出
典：高岡市『高岡駅周辺整備事業』）

高岡駅前
自転車駐輪場
高岡駅前
自転車駐輪場

市営高岡
中央駐車場
市営高岡
中央駐車場

JR氷見線JR氷見線

屋根付きデッ屋根付きデッ
交通広場交通広場

駅前東自転車駐輪場駅前東自転車駐輪場

南口駅前広場南口駅前広場

橋
上
駅
舎

橋
上
駅
舎

万
葉
ロ
ー
ド（
南
北
自
由
通
路
）

万
葉
ロ
ー
ド（
南
北
自
由
通
路
）

北口駅前広場北口駅前広場

万葉線の延伸万葉線の延伸

万葉線ホーム万葉線ホーム

1

4

5 6

2 3

万葉線

新駅ビル「クルン高岡」に乗り入れ
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　能勢電鉄は、妙見の森ケーブル黒川駅からリフト妙見山駅一帯
に広がる「妙見の森」各施設のリニューアルを完了させた。ケー
ブルカーも内外装を一新、ケーブルカーの車体色変更は約 21年
ぶり、内装のリニューアルは 1960 年の運転再開以来、初めてに
なるという。

●妙見の森をまるごと楽しむ
　ケーブルカーは１号車をミントグリーン、２号車をマーマレード
色に変更し、車体下部にはログハウス調の木を貼り付けた。内装
は、木目調の壁と天井に取り付けた電球色の照明で、山の温かさ
を演出。座席は妙見の森の植物をデザインしたシートで、１号車
は山の緑と空の色、２号車は紅葉をイメージした配色で統一して
いる。ケーブルカーのリニューアルに合わせて「妙見の森リフト」
も、「森のブランコ」をコンセプトに、妙見の森に溶け込む樹木の
色に変更した。
　ケーブルの山上駅も、木目を基調とした山小屋風の駅舎に改修

し、待合室を新設した。乗降口の階段の一部に踊り場を設けるな
ど、乗降客の安全を配慮した改修工事も実施。妙見の森ふれあい
広場のカフェテリア「森のカフェ あじさい」、妙見の森バーベ
キューテラスなど各施設についても改修、「妙見の森をまるごと
楽しんでもらえるように」（担当者）、一新した。

●初のラッピング電車「里山便」
　一方、「日本一の里山」と言われる川西市黒川地区などの里山
風景をＰＲする能勢電鉄初のラッピング電車「里山便」が４月
13 日から運行を開始している。宝塚大学の関係者による「里山
における四季の歳時記が輪廻のようにいつまでも末永く続くこと
をイメージ」したデザインをラッピング。1編成全 4 両の前面・
側面に春夏秋冬、昼と夜の里山が描かれている。運行予定は
ホームページに掲載しており、能勢電鉄では「川西市黒川地区を
はじめとする素晴らしい里山風景の魅力を多くの方にお伝えした
い」と話している。

1 2 3

1 1 号車の「ほほえみ」はミントグリーンの車体、内装は緑と空の色が基調色 2 2 号車の「ときめき」はマーマレード色
の車体、内装は燃える紅葉が基調色 3妙見の森ケーブル山上駅 4「森の中の憩いの場」をコンセプトにリニューアルした

「森のカフェ あじさい」5妙見の森バーベキューテラスには、テーブル席の屋根付きバーベキューコーナーを整備 6ホーム
に停車した「里山便」。妙見口先頭車に描かれたデザインは「春の里山」 7「秋の里山」₈「冬の里山」

能勢電鉄では開業 101周年を迎え、新しい PRロゴ・フレーズを制定した。「もっと」は「絶えざる向上
心」を、「ぎゅっと」は「お客さまや地域との固い絆」を、「ずっと」は「明るく伸びる未来」を表現してい
る。ロゴの色の青は「空」、桃色は「郷土」、緑は「里山」をイメージしている。

4

5 6

7

₈

能勢電鉄

妙見の森エリアが一新、「里山便」も運行開始
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時
刻
は
午
前
８
時
。
岳
南
電
車
の
始
発
駅
、
吉

原
駅
か
ら
見
る
富
士
山
は
、
春
の
霞
に
ゆ
っ

た
り
沈
み
、
な
ん
と
も
は
か
な
げ
な
姿
。
岳
南
電
車

全
10
駅
か
ら
見
え
る
と
い
う
富
士
山
を
写
真
に
撮
り

た
い
！　

と
思
っ
て
来
た
け
れ
ど
、
ど
う
や
ら
、
そ

の
姿
が
霞
の
影
に
消
え
ゆ
く
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ

ン
が
始
ま
っ
て
い
る
ら
し
い
。

富
士
山
は
見
え
る
の
に
写
ら
な
い

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
富
士
山
を
撮
る
の
な
ら
、

や
っ
ぱ
り
岳
南
電
車
と
一
緒
に
写
し
た
い
。
鉄
道

フ
ァ
ン
に
人
気
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ
が
、
吉
原
駅

と
次
の
ジ
ャ
ト
コ
前
駅
の
間
に
あ
る
の
は
確
認
済
み
。

な
ら
ば
急
い
で
そ
の
ス
ポ
ッ
ト
を
目
指
そ
う
と
吉
原

駅
を
飛
び
出
て
み
た
も
の
の
、
周
囲
は
工
場
が
立
ち

並
び
、
線
路
を
た
ど
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

慌
て
て
駅
に
戻
っ
て
、
駅
員
さ
ん
に
道
を
尋
ね
る

と
、「
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
ん
だ
よ
ね
」「
ど
う

言
え
ば
い
い
か
な
ぁ
」
と
、
男
女
２
人
の
駅
員
さ
ん

は
、
地
図
を
広
げ
て
口
ご
も
る
。「
ジ
ャ
ト
コ
前
か
ら

戻
る
方
が
分
か
り
や
す
い
か
も
」
と
言
う
け
れ
ど
、

次
の
電
車
が
発
車
す
る
ま
で
30
分
。
消
え
ゆ
く
富
士

山
を
前
に
、
待
っ
て
い
る
の
は
気
が
気
で
な
い
。「
向

こ
う
の
道
を
真
っ
直
ぐ
行
っ
て
、
こ
こ
を
ぐ
る
っ
と

回
っ
て
行
く
ん
だ
け
れ
ど
…
」。
心
配
そ
う
に
説
明
す

る
駅
員
さ
ん
に
お
礼
を
言
う
の
も
早
々
に
、
再
び
駅

を
飛
び
出
す
。

「
真
っ
直
ぐ
行
っ
て
ぐ
る
っ
と
回
る
」
を
実
践
し
て

い
た
は
ず
が
、
案
の
定
、
真
っ
直
ぐ
行
き
過
ぎ
て
後

戻
り
、
ぐ
る
っ
と
回
り
過
ぎ
て
逆
戻
り
。
行
き
つ
戻

り
つ
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
で
も
何
と
か
目
的
地
に
到

着
。
真
っ
直
ぐ
伸
び
る
岳
南
電
車
の
線
路
の
正
面
、

東
京
か
ら
見
え
る
も
の
よ
り
当
然
な
が
ら
遥
か
に
大

き
な
富
士
山
が
、
確
か
に
ま
だ
見
え
て
い
る
。

さ
っ
そ
く
、
写
真
の
ア
ン
グ
ル
を
決
め
よ
う
と
カ

メ
ラ
を
構
え
て
、
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
の
ぞ
く
と
、
富

士
山
が
、
な
い
。
山
頂
付
近
は
雲
に
隠
れ
始
め
て
い

る
と
は
い
え
、
肉
眼
で
は
見
え
る
の
に
、
レ
ン
ズ
を

通
す
と
う
っ
す
ら
と
し
た
影
の
よ
う
に
し
か
見
え
な

い
。
電
車
が
来
る
ま
で
時
間
一
杯
、
大
慌
て
で
あ
れ

こ
れ
カ
メ
ラ
を
調
節
し
て
、
パ
チ
リ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
目
に
見
え
る
の
に
写
ら
な
い
と

は
、
ま
る
で
妖
精
か
、
そ
れ
と
も
、
さ
す
が
は
神
の

宿
る
山
と
言
う
べ
き
か
。

沿
線
Ｍ
Ａ
Ｐ
は
グ
ル
メ
Ｍ
Ａ
Ｐ
？

午
前
９
時
を
回
っ
た
と
こ
ろ
で
、
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
。

富
士
山
を
写
真
に
撮
る
の
は
も
う
限
界
。
そ
れ
で
も

何
と
か
、
電
車
と
富
士
山
を
一
緒
に
撮
れ
た
し
、
よ

し
と
す
る
。
そ
れ
に
、
春
は
霞
が
か
か
る
た
め
、
富

士
山
が
き
れ
い
に
見
え
る
こ
と
は
稀ま

れ

だ
と
聞
い
て
い

た
の
で
、「
富
士
山
以
外
の
沿
線
お
ス
ス
メ
ス
ポ
ッ

ト
」
も
、
岳
南
電
車
の
方
に
し
っ
か
り
聞
い
て
あ
る
。

富
士
山
に
こ
そ
雲
や
霞
が
か
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

暑
く
も
寒
く
も
な
い
天
気
は
、
絶
好
の
散
策
日
よ
り
。

お
ス
ス
メ
は
湧
水
公
園
に
、
富
士
山
か
ら
の
湧
き

水
が
汲
め
る
わ
き
み
ず
寺
（
法
雲
寺
）…
。
吉
原
駅
で

も
ら
っ
た
「
岳
南
電
車
沿
線
Ｍ
Ａ
Ｐ
」
で
場
所
を
確

認
す
る
と
、
湧
水
公
園
は
岳
南
原
田
駅
か
ら
岳
南
富

士
岡
駅
の
間
の
散
策
コ
ー
ス
の
途
中
に
、
わ
き
み
ず

寺
は
本
吉
原
の
駅
近
く
に
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
わ
き

み
ず
寺
の
や
や
左
に
視
線
を
ず
ら
す
と
飛
び
込
ん
で

沿線散策におススメの一日フリーキップは、平日
（720円）よりも土日祝日（410円）の方がお得。

気温が上がるにつれて霞は濃くなる。富士山を写真
に撮るには、早朝がおススメ。

岳南電車株式会社
連
　
載文・写真　松澤美穂

柔
ら
か
な
春
の
霞
が

富
士
山
を
包
み
隠
す
。

富
士
山
に
向
か
っ
て

岳
南
電
車
が
走
る
姿
は
、

写
真
の
中
よ
り
記
憶
の
中
に

き
れ
い
に
残
る
。

岳南電車
【がくなんでんしゃ】

全長 9.2㎞を約 20 分で走る生活路線。JR
と連絡する吉原駅から岳南江尾駅まで、全
10 駅のすべてから富士山を見ることができ
る。

吉原

ジヤトコ前

吉原本町

本
吉
原 岳

南
原
田

比
奈

岳
南
富
士
岡

須
津

神
谷

岳
南
江
尾

東海道線
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く
る
の
は
「
コ
ッ
ペ
パ
ン
」
の
文
字
と
写
真
。
富
士

山
撮
影
の
た
め
、
早
朝
、
朝
食
抜
き
で
出
発
し
た
こ

と
を
思
い
出
し
、
も
う
頭
の
中
は
コ
ッ
ペ
パ
ン
で
一

杯
。
兎
に
も
角
に
も
コ
ッ
ペ
パ
ン
を
目
指
す
。

富
士
山
の
撮
影
ポ
イ
ン
ト
を
探
し
て
い
た
と
き
は
、

あ
れ
ほ
ど
道
に
迷
っ
た
と
い
う
の
に
、
空
腹
の
な
せ

る
技
か
、
今
度
は
迷
い
も
せ
ず
に
お
店
に
到
着
。

さ
っ
そ
く
お
目
当
て
の
コ
ッ
ペ
パ
ン
を
購
入
し
、
そ

の
ま
ま
歩
い
て
、
わ
き
み
ず
寺
へ
。
こ
の
お
寺
の
湧

き
水
で
、
お
米
を
炊
い
た
り
コ
ー
ヒ
ー
を
い
れ
た
り

す
る
地
元
の
方
も
多
く
、
休
日
に
は
水
汲
み
の
順
番

待
ち
が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
、
幸
い

本
日
の
先
客
は
一
人
。
ほ
と
ん
ど
待
つ
こ
と
も
な
く
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
水
を
汲
む
。

コ
ッ
ペ
パ
ン
と
水
を
持
っ
て
、
湧
水
公
園
へ
向
か

う
…
ま
で
は
到
底
我
慢
が
で
き
ず
、
近
く
に
見
つ
け

た
公
園
で
、
か
じ
り
つ
く
。
軟
ら
か
く
ほ
の
甘
い
き

つ
ね
色
の
コ
ッ
ペ
パ
ン
は
、
癖
の
な
い
お
い
し
い
水

と
と
も
に
、
瞬
く
間
に
胃
袋
の
中
へ
。
腹
ご
し
ら
え

を
終
え
、
よ
う
や
く
腹
ご
な
し
の
散
策
へ
出
発
。

富
士
山
の
お
膝
元
を
歩
く

散
策
コ
ー
ス
の
出
発
点
、
岳
南
原
田
駅
ま
で
、
本

吉
原
駅
か
ら
一
駅
分
だ
け
電
車
に
乗
る
と
、
赤
い
電

車
の
車
内
に
は
、「
岳
南
電
車
沿
線
Ｍ
Ａ
Ｐ
」
を
持
っ

た
熟
年
世
代
の
団
体
客
。
同
じ
散
策
コ
ー
ス
を
巡
る

の
か
な
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
ど
う
や
ら
お
目
当
て
は

数
駅
先
の
須
津
駅
を
出
発
点
に
渓
谷
や
滝
を
巡
る

コ
ー
ス
の
よ
う
で
、
岳
南
原
田
駅
で
は
下
車
せ
ず
、

そ
の
ま
ま
乗
っ
て
い
く
。

一
人
降
り
立
っ
た
岳
南
原
田
駅
の
ホ
ー
ム
に
は
、

富
士
山
が
見
え
る
場
所
に
印
が
あ
る
。
一
応
、
印
の

上
に
立
っ
て
み
た
け
れ
ど
、
富
士
山
は
も
う
ほ
と
ん

ど
見
え
な
い
。
ま
あ
し
ょ
う
が
な
い
と
歩
き
出
し
た

住
宅
街
は
、
本
来
な
ら
ば
正
面
に
、
横
に
、
後
ろ
に

富
士
山
が
見
え
て
い
そ
う
な
道
ば
か
り
で
、「
富
士
山

の
お
膝
元
」
が
実
感
で
き
る
。

Ｍ
Ａ
Ｐ
に
従
い
歩
く
う
ち
、
ず
い
ぶ
ん
坂
を
上

が
っ
て
き
て
い
た
よ
う
で
、
気
付
け
ば
小
高
い
丘
の

上
。
富
士
市
は
田
子
の
浦
や
駿
河
湾
に
面
し
た
海
沿

い
の
町
で
あ
る
の
に
、
製
紙
業
が
盛
ん
と
い
う
こ
と

で
、
眼
下
に
広
が
る
町
並
み
に
は
煙
突
が
目
立
つ
。

静
か
な
住
宅
地
を
歩
き
つ
つ
、
も
し
か
し
て
迷
っ

た
か
な
と
焦
り
始
め
た
こ
ろ
、
湧
水
公
園
を
発
見
。

田
子
の
浦
ま
で
気
の
向
く
ま
ま
に

湧
水
公
園
が
あ
る
の
は
、
医
王
寺
と
い
う
お
寺
の

前
。
お
寺
へ
の
参
道
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

き
れ
い
に
整
備
さ
れ
た
水
辺
を
覗
き
込
む
と
、
驚
く

ほ
ど
り
っ
ぱ
な
黒
い
鯉
が
群
を
な
す
。
遊
具
や
広
い

遊
戯
ス
ペ
ー
ス
の
あ
る
公
園
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ベ

ン
チ
で
一
休
み
す
る
人
や
鯉
に
餌
を
撒
く
親
子
が
行

き
交
い
、
適
度
な
人
の
気
配
が
心
地
よ
い
。

ぼ
ん
や
り
と
人
を
眺
め
、
日
射
し
に
き
ら
め
く
水

辺
を
眺
め
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
よ
う
。
富
士

山
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
万
葉
歌

人
の
よ
う
に
「
田
子
の
浦
に(

ゆ)

う
ち
い
で
て
」
み

る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
も
う
一

度
、
わ
き
み
ず
寺
に
行
っ
て
水
を
補
充
し
て
、
つ
い

で
に
お
や
つ
用
の
パ
ン
も
買
っ
て
行
き
た
い
。

足
の
向
く
ま
ま
気
の
向
く
ま
ま
。
の
ん
び
り
、

ゆ
っ
く
り
、
贅
沢
な
一
日
。

富士山撮影位置を示すイラストは全駅に。
本来なら、そこから富士山が見える。

右左：富士市内には富士山からの湧き水が随所から湧き出ている。中央：フワフワのコッペパンは、大きいのに
あっという間に食べきれる。

「赤がえる」と呼ばれる岳南電車の赤い電車は鉄道
ファンに人気。

製紙工場が町のいたるところに点在。高台から見ると、煙突の
数でその多さが分かる。

公園はもちろん、町を流れる川や住宅脇の水路の水も、
驚くほどの透明度。
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副
業
の
「
ぬ
れ
煎
餅
」
の
製
造
販
売
で

一
躍
注
目
を
集
め
た
地
方
鉄
道
・
銚
子
電

気
鉄
道
の
歴
史
は
、
大
正
二
年
に
銚
子

－

犬
吠
間
を
開
業
し
、
大
正
六
年
に
廃
止
と

な
っ
た
銚
子
遊
覧
鉄
道
に
始
ま
る
。
廃
止

の
五
年
後
、
銚
子
鉄
道
と
し
て
再
起
し
、

旧
銚
子
遊
覧
鉄
道
の
線
路
を
再
敷
設
。
さ

ら
に
外と

が
わ川
ま
で
延
伸
し
て
、
大
正
十
二
年

七
月
、
銚
子

－

外
川
間
六
・
四
㎞
の
営
業
を

開
始
し
た
。
昭
和
二
十
三
年
八
月
に
は
、

企
業
再
建
整
備
法
に
基
づ
き
、
銚
子
鉄
道

か
ら
資
産
の
譲
渡
を
受
け
、
銚
子
電
気
鉄

道
と
し
て
新
た
に
発
足
し
て
い
る
。

本
図
の
初
三
郎
鳥
瞰
図
作
品
が
誕
生
し

た
の
は
、
昭
和
九
年
。
銚
子
駅
か
ら
終
点

外
川
駅
ま
で
の
、
の
ど
か
な
銚
子
電
鉄
の

沿
線
風
景
や
海
浜
の
様
子
、
銚
子
市
内
の

町
並
み
を
、
利
根
川
河
口
上
空
の
視
点
か

ら
北
西
方
面
に
向
け
て
立
体
的
絵
図
と
し

て
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
銚
子
は
大
正

十
一
年
、
十
五
年
に
続
い
て
三
作
目
（
戦

後
版
一
点
は
模
倣
品
）
で
、
特
に
初
三
郎

工
房
爛
熟
期
の
代
表
作
品
の
一
つ
で
あ
ろ

文
・
藤
本
一
美

text by Kazum
i FUJIM

O
TO

藤本一美
首都大学東京・専修大学非常勤講師。日本地図学会会員。鳥瞰図・展望図資料室兼山岳情報資料室主宰。
近・現代の鳥瞰図絵師の作品収集と研究に精力的に取り組んでいる。著書に『旅と風景と地図の科学Ⅱ』（私家版 2006 年）、
最新刊に『展望の山50選 関東編』（東京新聞出版局）がある。

連載─第�回

関
東
第
一
の
魅
力 

銚
子
市

銚
子
市
鳥
瞰
図
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う
。仔

細
に
見
る
と
、
構
図
の
半
分
を
占
め

る
の
は
、
利
根
川
河
口
に
立
地
し
た
漁
業

基
地
・
銚
子
で
あ
る
。
大
型
・
小
型
の
漁

船
や
釣
り
船
、
投
げ
網
舟
ま
で
も
描
写
し
、

岸
壁
の
魚
市
場
や
製
氷
会
社
、
船
（
船

員
）
の
守
り
神
・
銚
子
飯
沼
観
音
の
賑
わ

い
、
風
待
ち
港
、
通
行
す
る
船
の
水
脈
を

知
ら
せ
て
く
れ
る
澪み

お
つ
く
し標
の
一
ノ
島
灯
台
。

ま
た
、
古
く
か
ら
の
伝
統
産
業
・
醤
油
の

町
だ
け
に
「
ヤ
マ
サ
」
と
「
ヒ
ゲ
タ
」
の

工
場
群
（
商
標
付
き
）
を
、
本
銚
子
駅
近

く
に
は
富
士
浅
間
信
仰
の
浅
間
神
社
（
実

は
本
物
の
富
士
山
を
遠
望
で
き
る
の
だ
）

を
、
さ
ら
に
は
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の

編へ
ん
さ
ん纂
で
著
名
な
歴
史
地
理
学
者
の
吉
田
東

伍
（
一
八
六
四
〜
一
九
一
八
年
）
の
墓
ま
で

表
示
し
て
い
て
嬉
し
く
な
る
。

左
半
分
は
広
々
と
し
た
太
平
洋
で
、
風

光
明
媚
な
海
岸
美
の
犬
吠
崎
（
岬
）
灯
台

や
外
川
浦
、
大
三
角
測
量
点
で
知
ら
れ
た

愛
宕
山
が
目
立
つ
ぐ
ら
い
だ
。
指
標
と
も

な
る
い
つ
も
の
富
士
山
や
筑
波
山
の
双そ

う
じ耳

峰ほ
う

は
右
上
に
や
や
小
さ
く
配
置
し
て
、
奥

行
き
を
出
す
表
現
方
法
で
あ
る
。

蛇
足
だ
が
、
沿
線
の
犬
吠
駅
そ
ば
の
老

舗
旅
館
・
ぎ
ょ
う
け
い
館
に
は
「
銚
子
遊

覧
交
通
名
勝
鳥
瞰
図
」
絹
本
原
画
（
大
正

十
五
年
・
初
三
郎
作
画
、
額
装
六
三
×

二
五
五
㎝
）
が
あ
り
、
銚
子
鉄
道
時
代
の

沿
線
を
知
る
縁よ

す
が
と
し
た
い
。

銚子電気鉄道株式会社
Choshi Dentetsu Co., Ltd.
設立：大正 11（1922）年 10 月 10 日
本社：銚子市新生町 2-297

　その前身である銚子遊覧鉄道の開業から数えれば、すでに100
年を超える歴史をもつ。乗客の減少や運行の長期中断、近年の業
務改善命令や経営者の不祥事など、何度も経営危機に見舞われた
が、副業の「ぬれ煎餅」の大ヒットと大勢のサポーターたちの支援
で、踏みとどまってきた。社員一丸となった存続への努力はいまも
懸命に続けられている。
　銚子から外川までの 6.4㎞に駅数は10 駅。大正期の建築となる
木造駅舎や電気機関車、単線の鉄路を走るレトロな電車など、郷
愁をそそるたたずまいが人気だ。銚子市のシンボルとして多くの人
に愛されている。

大正の面影を残しながら
走り続ける路線長 6.4㎞の小さな鉄道

銚子電気鉄道株式会社

銚
子 仲

ノ
町 観

音 本
銚
子 笠

上
黒
生

西
海
鹿
島

海
鹿
島 君

ケ
浜

犬
吠

外
川

総武線

『関東第一の魅力 銚子市［銚子市鳥瞰図］』
（昭和９〈1934〉年）
銚子市観光協会　発行
京都市内の観光社出版部　印刷
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富士山麓を走る富士急行線（新倉山浅間公園より）


