
丹
波
山
村
は

山
梨
県
北
東
部
の
多

摩
川
上
流
水
源
域
に
位
置
す
る
豊
か

な
自
然
に
囲
ま
れ
た
村
で
す
。

斜
面
を
利
用
し
た
畑
で
栽
培
さ
れ

る

「じ
ゃ
が
い
も
」
は
、
水
田
が
少

な
い
丹
波
山
村
に
お
い
て
ム
ギ
や
ソ

バ
と
と
も
に
古
く
か
ら
貴
重
な
食
糧

と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
在

来
種
の
じ
ゃ
が
い
も
が
現
在
で
も
栽

培
し
続
け
ら
れ
て
い
る
地
域
は
全
国

で
も
数
少
な
く
、
丹
波
山
村
は
そ
の

一
つ
で
す
。
丹
波
山
村
で
栽
培
さ
れ

て
い
る
在
来
種
じ
ゃ
が
い
も
は

「落

合
い
も
」
、

「
つ
や
い
も
」
の
２
種

類
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

「落
合
い

も
」
は
隣
接
す
る
甲
州
市

（旧
塩
山

市
）
落
合
地
区
か
ら
丹
波
山
村
に
伝

わ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
歴
史

は
武
田
信
玄
公
の
時
代
に
も
遡
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
30
年
頃
を
ピ
ー
ク
に
男
爵
芋

や
メ
ー
ク
イ
ン
と
い
っ
た
外
来
品
種

が
普
及
し
始
め
、
ま
た
過
疎
高
齢
化

に
よ
る
担
い
手
の
減
少
も
重
な
り
、

一
時
は

「落
合
い
も
」
は
消
失
し
か

け
ま
し
た
が
、
村
内
で
栽
培
を
続
け

て
い
た
１
戸
の
農
家
の
種
芋
を
基
に
、

地
域
農
家
が

一
丸
と
な
っ
て
在
来
種

の
継
承
を
行
っ
て
い
ま
す
。

取
り
組
み

其
の
一

◆
落
合
い
も

赤
皮
系
。
別
名
赤
い
も
。

粘
り
気
が
あ
り
、
煮
崩
れ
し

難
い
性
質
。

落合いも

む
か
し
な
が
ら
の
贈
り
物

丹
波
山
村
の

じ
ゃ
が
い
も

丹波山村

つやいも

◆
つ
や
い
も

白
色
系
。
奥
多
摩
町
留
浦

地
区
の
“ツ
ヤ
婆
さ
ん
”か
ら

種
芋
を
譲
り
受
け
た
と
い
う

伝
承
が
あ
る
。
や
や
粘
り
気

あ
り
。

た

ば

や

ま

甲府

傾斜畑でのじゃがいも堀り



●
古
式
甕
壺
仕
込
み
に
よ
る
伝
統
製
法

（古
式
甕
壺
仕
込
み
と
は
丸
い
甕
を
用
い
る

方
法
で
あ
り
、
ま
ろ
や
か
な
味
の
焼
酎
が
出

来
上
が
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
）

じ
ゃ
が
い
も
焼
酎

「
七
ツ
石
」

取り組み 其の二
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ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
や
道
の
駅
た
ば
や
ま

で
販
売
！

甕壺仕込みによる醸造
の様子

丹
波
山
村
で
は
、
村
の
特
産

物
の
じ
ゃ
が
い
も
を
使
用
し
た

焼
酎
を
企
画
し
て
、
芋
焼
酎
の

本
場
、
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市

に
あ
る
オ
ガ
マ
タ
酒
造
と
提
携

し
、
醸
造
を
行
い
ま
し
た
。

伝
統
製
法
で
あ
る

「古
式
甕

壺
仕
込
み
」
で
醸
造
さ
れ
た
焼

酎
は
、
じ
ゃ
が
い
も
な
ら
で
は

の
優
し
い
香
り
の
飲
み
や
す
い

焼
酎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
焼
酎
は
、
村
に
あ
る
狼

信
仰
の
神
社
の
名
を
と
り

「七

ツ
石
」
と
名
付
け
ら
れ
、
ラ
ベ

ル
に
は
狼
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、

「七
ツ
石
」
は
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
や
道
の
駅
た

ば
や
ま
で
購
入
で
き
る
他
、
ふ

る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

総重量約1トンのじゃ
がいもを蒸かす様子 選別作業の様子

こ
し
き
か
め
つ
ぼ
じ
こ
み

道の駅たばやま

丹波山村ふるさと納税お申込み・お問合わせ

昔から続く「狼」信仰

七ツ石神社

猟
師
の
村
で
あ
っ
た
丹
波
山
村
の

人
々
は
狼
を

「山
の
神
の
使
い
」
と

し
て
崇
め
て
い
ま
し
た
。

更
に
、
狼
が
絶
滅
す
る
前
は
山
に

住
む
鹿
や
猪
等
の
獣
が
里
山
へ
降
り

る
前
に
狼
が
獣
を
捕
ら
え
、
農
産
物

を
守
っ
て
く
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

狼
を
山
の
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

～
七
ツ
石
神
社
～

～
狼
伝
承
～

日
本
百
名
山
に
選
ば
れ
て
い
る
雲

取
山
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
に
あ
る
、

標
高
１
７
５
７
メ
ー
ト
ル
の

「七
ツ

石
山
」
は
、
丹
波
山
村
小
袖
口
か
ら

登
れ
、
春
夏
秋
冬
い
つ
出
か
け
て
も

楽
し
め
る
山
で
す
。

「七
ツ
石
山
」

の
山
頂
付
近
に
は
平
将
門
の
共
を
し

た
武
者
７
人
が
石
と
化
し
た
と
言
わ

れ
る
、
７
つ
の
石
灰
岩
の
岩
塊
が
あ

り

「七
ツ
石
山
」
の
名
前
の
由
来
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
霊
を
祀
っ
て
い

る
の
が
七
ツ
石
神
社
で
す
。

七
ツ
石
神
社
は
狼
を
祀
っ
て
い
る

神
社
で
も
あ
り
、
神
社
を
守
っ
て
い

る
狛
犬
は
狼
で
す
。


