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データファイル
Data File

■全国から見た山梨（気象）

■全国から見た山梨

項　目 比較年度 単�位
本　県

全国最高値 全国最低値
指標値 順�位

日照時間（年間） 30年度 時間 2,391.3 1 山梨県 2,391.3 秋田県 1,526.2

降水量（年間） 30年度 mm 1,153.5 41 宮崎県 3,167.5 福島県 828.0

快晴日数（年間）※ 1 30年度 日 38 9 宮崎県 67 沖縄県 5

降水日数（年間）※ 2 30年度 日 84 45 石川県 185 広島県 81

雪日数（年間）※ 3 30年度 日 6 41 北海道 131 沖縄県 0

年平均気温 30年度 ℃ 16.0 29 沖縄県 23.5 北海道 9.5

最高気温（日最高気温の月平均の最高値） 30年度 ℃ 34.5 10 熊本県 35.6 北海道 25.7

最低気温（日最低気温の月平均の最低値） 30年度 ℃ － 2.8 7 北海道 － 7.6 沖縄県 14.4

年平均相対湿度 30年度 ％ 60 47 富山県 78 山梨県 60

※1「快晴日数」は、日平均雲量が1.5未満の日数
※2「降水日数」は、日降水量が1.0mm以上の日数
※3「雪日数（年間）」は、平成29年8月から平成30年7月までの日数

項　目 比較年度 単 位
本　県

全国最高値 全国最低値 全　国
指標値指標値 順 位

人口密度（可住地面積1㎢当たり） 30年度 人 856.1 19 東京都 9,724.0 北海道 236.3 1031.1

可住地面積割合（対総面積） 30年度 ％ 21.4 44 大阪府 69.8 高知県 16.4 32.9

森林面積割合（対総面積） 26年度 ％ 77.8 3 高知県 83.3 大阪府 30.1 65.5

自然公園面積割合（対総面積） 30年度 ％ 27.1 8 滋賀県 37.3 広島県 4.5 15.0

都市公園面積（人口一人当たり） 29年度 ㎡ 9.58 32 北海道 26.13 東京都 4.30 9.85

資料：統計でみる都道府県のすがた 2020（総務省統計局）

資料：統計でみる都道府県のすがた 2020（総務省統計局）

日本一



222020 yamanashi ken no aramashi

23

24

25

26

27

28

2,805

2,821

2,938

2,981

3,071

3,087

（－0.8）

（0.6）

（4.1）

（1.5）

（3.0）

（0.5）

2,773

2,667

2,797

2,727

2,827

2,872

（1.1）

（－3.8）

（4.9）

（－2.5）

（3.7）

(1.6)

98.8
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年度 全国実数(伸び率) 本県実数(伸び率) 水準

資料：平成28年度県民経済計算年報水準は全国＝100
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年 全国順位製造品出荷額等 対前年
伸び率

伸び率
順位

資料：工業統計調査・経済センサス-活動調査
※19年調査において調査項目を変更したことにより、前年の数値とは接続しない。

資料：山梨県常住人口調査
令和元年　812,056人

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

人　口

教育・文化 高等学校数（本校） 教育・文化 高等学校等進学率

世 帯 数

(R1.10.1現在)
資料：山梨県常住人口調査

令和元年　339,481世帯

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

(R1.10.1現在)

資料：学校基本調査
令和元年　98.8％ (R1.5.1現在)

資料：学校基本調査

令和元年　42校

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

(R1.5.1現在)

一人当たり県民所得 製造品出荷額等

191,447世帯

227,928世帯

263,553世帯

308,724世帯

327,721世帯

339,481世帯

40校（うち公立 30  私立 10）

45校（うち公立 35  私立 10）

47校（うち公立 37  私立 10）

47校（うち公立 36  私立 11）

46校（うち公立 35  私立 11）

42校（うち公立 31  私立 11）

85.1％

95.8％

97.2％

97.8％

98.5％

98.8％

教育・文化 幼稚園数（本園） 教育・文化 小学校・中学校数（本校）

資料：学校基本調査

幼保連携型
認定こども園令和元年　57園

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

(R1.5.1現在)

資料：学校基本調査

令和元年　263校

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

(R1.5.1現在)

55園

75園

78園

76園

75園

57園 44園

347校（うち小学校 233  中学校 114）

326校（うち小学校 221  中学校 105）

315校（うち小学校 212  中学校 103）

316校（うち小学校 211  中学校 105）

300校（うち小学校 201  中学校 99）

263校（うち小学校 173  中学校 90）

（うち 小学校 173  中学校 90）

（うち 公立 31  私立 11）

762,029人

804,256人

852,966人

888,172人

863,075人

812,056人
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資料：出入国管理統計年報
平成30年　80,700人

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

（H30.12.31現在）

76,121人

89,939人

70,717人

80,376人

79,669人

80,700人

資料：都市公園整備現況調査

昭和54年度

平成 元年度

平成11年度

平成21年度

平成29年度

資料：関東運輸局調べ 資料：運転免許課調べ

（　）内は女性で内数

（一人一日当たり）

（R1.12.31現在）

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

164,818台                     222,950人（39,068人）

352,792人               （114,391人）

466,829人（183,309人）

560,539人（237,395人）

594,606人（267,375人）

588,796人（275,139人）

平成29年度　788ha （H30.3.31現在）
資料：山梨の一般廃棄物

平成05年度

平成10年度

平成15年度

平成20年度

平成25年度

平成29年度

733g

1,015g

1,076g

1,032g

987g

968g

平成29年度　968g （H30.3.31現在）

令和元年　750,131台 （R1.12.31現在） 令和元年　588,796人 （275,139人）
資料：交通企画課調べ

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

6,188件

3,844件

5,147件

7,525件

6,283件

3,003件

令和元年　3,003件 （R1.12.31現在）

安　全 交通事故発生件数

資料：刑事企画課調べ

昭和50年

昭和60年

平成07年

平成17年

平成27年

令和元年

5,700件

7,080件

8,363件

10,683件

6,406件

3,985件

令和元年　3,985件 （R1.12.31現在）

安　全 刑法犯罪認知件数

資料：健康長寿推進課調べ

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

 12施設

       62施設

          93施設

238施設

574施設

792施設

資料：火災報告

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

平成30年

302件

409件

427件

598件

369件

349件

平成30年　349件 （H30.12.31現在）令和元年　792施設 （R1.6.1現在）

医療・福祉 老人福祉施設数 安　全 火災発生件数

生活環境 自動車保有台数 生活環境 運転免許保有者数

生活環境 都市公園面積 生活環境 ごみ排出量

資料：住宅・土地統計調査
平成30年　351㎡

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

（H30.10.1現在）
資料：住宅・土地統計調査

平成30年　70.2％

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

（H30.10.1現在）

（一住宅当たり）

69.6％

67.3％

69.6％

69.4％

70.9％

70.2％

生活環境 持ち家住宅率 生活環境 一戸建て持ち家住宅の敷地面積

教育・文化 出国者数

337,845台

516,333台

681,532台

732,044台

750,131台

243ha

435ha

577ha

735ha

788ha

資料：医療施設動態調査月報（概数）

（　）内は診療所および歯科診療所数

令和元年　60病院（1,133）

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

54病院（680）

58病院（788）

65病院（888）

60病院（1,016）

60病院（1,089）

60病院（1,133）

資料：山梨の一般廃棄物
平成29年度　15.9％ （H30.3.31現在） （R1.10.31現在）

生活環境 ごみリサイクル率 医療・福祉 病院・診療所数

平成  5年度

平成10年度

平成15年度

平成20年度

平成25年度

平成29年度

12.2％

14.4％

17.3％

18.5％

16.6％

15.9％

資料：学校基本調査
令和元年　55.5％

昭和45年

昭和55年

平成  2年

平成12年

平成22年

令和元年

（R1.5.1現在）

33.3％

31.7％

50.0％

58.5％

55.5％

23.6%

教育・文化 大学・短期大学等進学率

資料：国交省・環境省 合同発表資料
平成30年度　83.2％ （H31.3.31現在）

（一住宅当たり）

資料：住宅・土地統計調査

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

平成30年　136.00㎡ （H30.10.1現在）

137.63㎡

138.23㎡

140.79㎡

141.07㎡

138.86㎡

136.00㎡

生活環境 生活排水クリーン処理率生活環境 持ち家住宅の延べ面積

平成07年度

平成12年度

平成17年度

平成22年度

平成27年度

平成30年度

36.7％

52.0％

67.6％

75.4％

80.0％

83.2％

367㎡

375㎡

373㎡

368㎡

363㎡

351㎡
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資料：出入国管理統計年報
平成30年　80,700人

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

（H30.12.31現在）

76,121人

89,939人

70,717人

80,376人

79,669人

80,700人

資料：都市公園整備現況調査

昭和54年度

平成 元年度

平成11年度

平成21年度

平成29年度

資料：関東運輸局調べ 資料：運転免許課調べ

（　）内は女性で内数

（一人一日当たり）

（R1.12.31現在）

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

164,818台                     222,950人（39,068人）

352,792人               （114,391人）

466,829人（183,309人）

560,539人（237,395人）

594,606人（267,375人）

588,796人（275,139人）

平成29年度　788ha （H30.3.31現在）
資料：山梨の一般廃棄物

平成05年度

平成10年度

平成15年度

平成20年度

平成25年度

平成29年度

733g

1,015g

1,076g

1,032g

987g

968g

平成29年度　968g （H30.3.31現在）

令和元年　750,131台 （R1.12.31現在） 令和元年　588,796人 （275,139人）
資料：交通企画課調べ

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

6,188件

3,844件

5,147件

7,525件

6,283件

3,003件

令和元年　3,003件 （R1.12.31現在）

安　全 交通事故発生件数

資料：刑事企画課調べ

昭和50年

昭和60年

平成07年

平成17年

平成27年

令和元年

5,700件

7,080件

8,363件

10,683件

6,406件

3,985件

令和元年　3,985件 （R1.12.31現在）

安　全 刑法犯罪認知件数

資料：健康長寿推進課調べ

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

 12施設

       62施設

          93施設

238施設

574施設

792施設

資料：火災報告

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

平成30年

302件

409件

427件

598件

369件

349件

平成30年　349件 （H30.12.31現在）令和元年　792施設 （R1.6.1現在）

医療・福祉 老人福祉施設数 安　全 火災発生件数

生活環境 自動車保有台数 生活環境 運転免許保有者数

生活環境 都市公園面積 生活環境 ごみ排出量

資料：住宅・土地統計調査
平成30年　351㎡

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

（H30.10.1現在）
資料：住宅・土地統計調査

平成30年　70.2％

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

（H30.10.1現在）

（一住宅当たり）

69.6％

67.3％

69.6％

69.4％

70.9％

70.2％

生活環境 持ち家住宅率 生活環境 一戸建て持ち家住宅の敷地面積

教育・文化 出国者数

337,845台

516,333台

681,532台

732,044台

750,131台

243ha

435ha

577ha

735ha

788ha

資料：医療施設動態調査月報（概数）

（　）内は診療所および歯科診療所数

令和元年　60病院（1,133）

昭和45年

昭和55年

平成02年

平成12年

平成22年

令和元年

54病院（680）

58病院（788）

65病院（888）

60病院（1,016）

60病院（1,089）

60病院（1,133）

資料：山梨の一般廃棄物
平成29年度　15.9％ （H30.3.31現在） （R1.10.31現在）

生活環境 ごみリサイクル率 医療・福祉 病院・診療所数

平成  5年度

平成10年度

平成15年度

平成20年度

平成25年度

平成29年度

12.2％

14.4％

17.3％

18.5％

16.6％

15.9％

資料：学校基本調査
令和元年　55.5％

昭和45年

昭和55年

平成  2年

平成12年

平成22年

令和元年

（R1.5.1現在）

33.3％

31.7％

50.0％

58.5％

55.5％

23.6%

教育・文化 大学・短期大学等進学率

資料：国交省・環境省 合同発表資料
平成30年度　83.2％ （H31.3.31現在）

（一住宅当たり）

資料：住宅・土地統計調査

平成05年

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

平成30年　136.00㎡ （H30.10.1現在）

137.63㎡

138.23㎡

140.79㎡

141.07㎡

138.86㎡

136.00㎡

生活環境 生活排水クリーン処理率生活環境 持ち家住宅の延べ面積

平成07年度

平成12年度

平成17年度

平成22年度

平成27年度

平成30年度

36.7％

52.0％

67.6％

75.4％

80.0％

83.2％

367㎡

375㎡

373㎡

368㎡

363㎡

351㎡
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仕
事
の
提
案

提
案
を
決
定

■問い合わせ先　行政経営管理課  TEL 055-223-1410Prefectural Government  Administrative Organization県の組織
知事政策局 政策企画グループ 政策調査グループ 秘書グループ 広聴広報グループ 東京事務所

国際戦略グループ 大阪事務所
スポーツ振興局 オリンピック・パラリンピック推進課 スポーツ振興課

県民生活部

県民生活総務課 北富士演習場対策課 統計調査課 県民安全協働課 中北地域県民センター
地域創生・人口対策課 私学・科学振興課 峡東地域県民センター

峡南地域県民センター
富士・東部地域県民センター
パスポートセンター
県民生活センター
総合理工学研究機構

リニア交通局 リニア推進課 交通政策課 リニア用地事務所

総務部
人事課 職員厚生課 財政課 税務課 職員研修所
財産管理課 （資産活用室） 行政経営管理課 市町村課 総合県税事務所
情報政策課

防災局 防災危機管理課 （火山防災対策室） 消防保安課 消防学校
富士山科学研究所（※森林環境部との共管）

福祉保健部

福祉保健総務課 健康長寿推進課 国保援護課 障害福祉課 中北保健福祉事務所（保健所）
医務課 衛生薬務課 健康増進課 峡東保健福祉事務所（保健所）

峡南保健福祉事務所（保健所）
富士・東部保健福祉事務所（保健所）
障害者相談所
精神保健福祉センター
あけぼの医療福祉センター
富士ふれあいセンター
衛生環境研究所
食肉衛生検査所
動物愛護指導センター

子育て支援局

子育て政策課 子ども福祉課 女性相談所
中央児童相談所
都留児童相談所
甲陽学園
こころの発達総合支援センター
子ども心理治療センターうぐいすの杜

森林環境部

森林環境総務課 環境・エネルギー課 大気水質保全課 環境整備課 中北林務環境事務所
みどり自然課 森林整備課 林業振興課 県有林課 峡東林務環境事務所
治山林道課 峡南林務環境事務所

富士・東部林務環境事務所
森林総合研究所
富士山科学研究所（※防災局との共管）

産業労働部

産業政策課 成長産業推進課 産業振興課 労政雇用課 計量検定所
産業人材育成課 宝石美術専門学校

産業技術センター
産業技術短期大学校
峡南高等技術専門校
就業支援センター

観光文化部

観光文化政策課 観光振興課 観光資源課 世界遺産富士山課 富士山世界遺産センター
文化振興・文化財課 埋蔵文化財センター

美術館
博物館
考古博物館
文学館

農政部

農政総務課 担い手・農地対策課 販売・輸出支援課 農業技術課 中北農務事務所
果樹・六次産業振興課 畜産課 食糧花き水産課 農村振興課 峡東農務事務所
耕地課 峡南農務事務所

富士・東部農部事務所
総合農業技術センター（病害虫防除所）
果樹試験場
専門学校農業大学校
東部家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所
畜産酪農技術センター
水産技術センター

県土整備部

県土整備総務課 （景観づくり推進室） （建設業対策室） 用地課 中北建設事務所
峡東建設事務所
峡南建設事務所
富士・東部建設事務所
新環状道路建設事務所
広瀬・琴川ダム管理事務所
荒川ダム管理事務所
大門・塩川ダム管理事務所
深城ダム管理事務所
流域下水道事務所

技術管理課 道路整備課 高速道路推進課 道路管理課
治水課 砂防課 都市計画課 （下水道室）
建築住宅課 （住宅対策室） 営繕課

会計管理者 出納局 会計課 管理課 工事検査課

企業局 総務課 電気課

教育庁
総務課 福利給与課 学校施設課 義務教育課
高校教育課 高校改革・特別支援教育課 生涯学習課
保健体育課

副知事

教育委員会

公安委員会

行政委員会

教 育 長

警察本部

人事委員会

監 査 委 員

労働委員会

選 挙 管 理
委 員 会

収用委員会

内水面漁場
管理委員会

県議会

議会事務局
総務課
議事調査課

知　事

公営企業管理者

警察本部長
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　県では県民福祉の増進と県民生活の向上を図るため、各種施策を積極的に行っています。

分担金及び負担金
財産収入
地方特例交付金
交通安全対策特別交付金
寄附金

19　0.4％
6　0.1％
5　0.1％
2　0.1％
2　0.0％

※1

平成

(単位：億円)

(単位：億円)■一般会計当初予算額の推移

■歳入と歳出

災害復旧費 38　0.8％
労働費 17　0.4％
議会費 10　0.2％
予備費  1　0.0％

※2

4,618 4,6184,651 4,631 4,591 4,624 4,663 4,604 4,556 4,348

25 26 27※ 28 29 3023※ 2422 31

その他※1
 34    

使用料及び手数料
76   

地方譲与税
148

繰入金
175

諸収入
446

国庫支出金
534

県　債
560

県　税
918

地方交付税
1,314

28.7％

20.1％

12.3％

11.7％

9.7％

3.8％

3.2％ 1.7％

０.7％

歳入総額
4,577
億円

その他※2
66

警察費
238

衛生費
168

農林水産業費
242

商工費
257

総務費
317

諸支出金
341

民生費
573 土木費

717

公債費
754

教育費
904

19.7％

16.5％

15.7％12.5％

7.5％

6.9％

5.6％

5.3％

3.7％

5.2％

1.4％

歳出総額
4,577
億円

8.1％
地方消費税清算金

372

地 方 交 付 税 国税の一部を原資として、一定の行政水準を確保するため
に財源が不足する地方公共団体に配分されるもの

県 　 債 県が資金を調達するため、国や銀行などから借りる借入金
国 庫 支 出 金 国が地方公共団体に対し、特定の事業の財源として交付す

るもので、国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金に分類
諸 収 入 県税の延滞金や預金利子、県からの貸付金の元利償還金な

ど、他の収入科目に含まれない収入
地方消費税清算金 地方消費税として徴収された総額を、消費に関連した基準に

より都道府県間で清算し、各地方公共団体に配分されるもの

教 育 費 県立学校の運営や校舎の整備などに要する経費
公 債 費 県債の元利償還に要する経費
土 木 費 道路の建設や河川の改修などに要する経費
民 生 費 社会福祉や児童福祉などの事業に要する経費
商 工 費 商業や工業の振興などに要する経費
農林水産業費 農業・林業・水産業の振興などに要する経費
警 察 費 公共の安全と秩序の維持に関する活動に要する経費 
衛 生 費 健康増進、疾病予防、環境保全などに要する経費

県の予算

■歳入と歳出 （単位：億円）

Prefectural Budget

令和2年度の一般会計当初予算は4,577億円

■問い合わせ先　財政課  TEL 055-223-1381,1382,1384

16,703円

県民税

軽油引取税

県たばこ税

不動産取得税

その他

事業税

諸支出金 42,023円
総務費 39,019円
災害復旧費 4,761円
労働費 2,094円
議会費 1,244円
予備費 49円

※

民生費

農林水産業費

70,546円

土木費 88,231円

商工費 31,702円

警察費

その他※ 89,190円

111，262円教育費

公債費 92,821円

29,857円

29,259円衛生費

29,259円

20,745円

41,040円

8,877円

1,111円

2,287円

921円921円

26,827円

地方消費税

自動車税 15,299円

■県民一人当たりの県税負担額 ■県民一人当たりの予算額

（1円未満四捨五入。人口は令和元年10月1日現在、山梨県常住人口調査の推計値による 812,056人）
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美術館　    
☎055-228-3322　〒400-0065　甲府市貢川1-4-27

「ミレーの美術館」として知られる当館では、ミレーの「種をまく人」「落
ち穂拾い、夏」「夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い」をはじめ、バルビゾン派
の作品や、本県ゆかりの作家の作品などを展示しています。

文学館　     
☎055-235-8080　〒400-0065　甲府市貢川1-5-35
本県出身の俳人 飯田蛇笏・龍太をはじめ、芥川龍之介、樋口一葉、太
宰治、村岡花子など本県にゆかりの深い作家の作品や資料を展示し
ています。

考古博物館　    平屋建なのでエレベーターなし 　
☎055-266-3881　〒400-1508　甲府市下曽根町923

「縄文王国」山梨を象徴する、重要文化財を中心とした縄文土器の他、
地中から発見された考古資料により、原始古代から近代までの山梨
の歴史を紹介しています。国史跡の古墳群散策も楽しめます。

博物館　    平屋建なのでエレベーターなし

☎055-261-2631　〒406-0801　笛吹市御坂町成田1501-1
「山梨の自然と人」をテーマに、山梨の多様な自然と向き合ってきた
人々の暮らしの歴史を、映像、音響、ジオラマなどにより分かりやすく
展示しています。五感で歴史を学ぶ体験型展示も充実しています。

科学館　     車イス対応エスカレーター有り

☎055-254-8151　〒400-0023　甲府市愛宕町358-1
「“科学の不思議”を見て、触れて、体験して、学ぶ」をテーマに体験展
示やサイエンスショー、スペースシアターや実験工作などを通じて、楽
しみながら科学を体験できます。

図書館　    
☎055-255-1040　〒400-0024　甲府市北口2-8-1
暮らしや仕事に役立つ本、雑誌、DVD、データベース、電子書籍など
さまざまな資料や情報を提供しています。資料や情報をお探しのとき
などは、司書がお手伝いします。交流を目的としたさまざまなイベント
も開催しています。

生涯学習推進センター　    
☎055-223-1853　〒400-8501　甲府市丸の内1-6-1 山梨県防災新館1階
各種講座の開催や学習情報の提供、学習相談、学習団体の交流など
生涯学習の拠点となる施設です。交流室、情報相談コーナーもあり
ます。

笛吹川フルーツ公園　    （くだもの広場・くだもの工房）

☎0553-23-4101　〒405-0043　山梨市江曽原1488
果樹王国・山梨のフルーツをテーマにした都市公園です。３つのドーム
からなるフルーツミュージアムがあり、フルーツに関する展示や屋内
の大型遊具での遊びを楽しめます。

舞鶴城公園　  （管理事務所） （稲荷櫓） 

☎055-227-6179　〒400-0031　甲府市丸の内1-5-4
甲府城跡につくられた都市公園です。天守台からは市内全域、甲府盆
地を囲むように連なる山々を一望することができます。

富士湧水の里水族館　     
☎0555-20-5135　〒401-0511　忍野村忍草3098-1
県内の河川や湖に生息する魚たちを展示しています。富士の湧水の
中で小型魚と大型魚が混泳する二重回遊水槽やシアターホールなど
があり、淡水魚の生態を知ることができる水族館です。
―奇跡の魚― クニマス展示館　     平屋建なのでエレベーターなし

☎０５５５-８２-３１１１　〒４０１-０３３２　富士河口湖町西湖２０６８ 西湖ネイチャーセンター内
生きたクニマスや西湖に生息するその他の魚を観察できる水槽のほ
か、クニマスの生息実態や歴史を説明するパネルなどを展示し、幻の
魚「クニマス」の生態に迫ります。

富士山世界遺産センター　    
☎0555-72-0259　〒401-0301　富士河口湖町船津6663-1
富士山の歴史や自然、人との関わりなど世界遺産富士山の魅力を分か
りやすく伝える施設です。富士登山に関する情報提供や富士北麓をは
じめとする本県全体の観光案内のほか、カフェ、売店などがあります。

富士山科学研究所　     
☎0555-72-6211　〒403-0005　富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
富士山火山防災対策など、富士山を重点的に研究しています。施設内
には、さまざまな展示や情報センターがあり、富士山の自然について
学習できます。環境教室や公開講座なども実施しています。

クリーンエネルギーセンター　     
☎055-278-1211　〒400-0111　甲斐市竜王新町2277-3
水力、太陽光、風力発電などのクリーンエネルギーを体験できる施設です。
工作教室などのクリーンエネルギーに関するイベントも開催しています。

米倉山太陽光発電所ＰＲ施設
「ゆめソーラー館やまなし」　    平屋建なのでエレベーターなし

☎055-269-6685　〒400-1507　甲府市下向山町3443-1
環境学習や次世代エネルギーに関する情報提供の場として、地球温
暖化をはじめとする環境問題や太陽光発電など再生可能エネルギー
について分かりやすく紹介しています。

森林総合研究所　   
☎0556-22-8001　〒400-0502　富士川町最勝寺2290-1
森林、林業、木材について、試験研究、普及、研修を行っています。併設の「森
の教室」（☎0556-22-8111）では、森林、林業関連の体験型イベントや木工
教室を実施しています。〔付属機関『シミック八ヶ岳薬用植物園』（北杜市小
淵沢町上笹尾3332-3）についての問い合わせ：☎0551-36-4200〕

鳥獣センター　   
☎055-252-9161　〒400-0001　甲府市和田町3004-1
本県の豊かな森林や自然に生息する鳥獣が人為的な原因により傷つ
いたり、動けなくなった場合の保護収容センターです。施設内には、森
の動物、里山・水辺の鳥のジオラマなど、標本・写真を通して動物の生
態が学べる展示館もあり、楽しく見学できます。

リニア見学センター　    （リニアシアター） 
☎0554-45-8121　〒402-0006　都留市小形山2381
超電導リニアの500km/hでの走行試験を間近で見学できる日本唯
一の施設です。世界最高速度（平成15年当時）を記録した試験車両を
シンボル展示とし、リニアジオラマや浮上走行が体験できるミニリニ
アなど体験学習機能が充実しています。

山梨ジュエリーミュージアム　    
☎055-223-1570　〒400-0031　甲府市丸の内1-6-1 山梨県防災新館1階
山梨の宝飾産業の歴史や職人たちの卓越した技術を紹介するとともに、
その技術によって生み出される美しい宝飾品の数々を展示しています。
土・日・祝日には職人による実演や、ジュエリー制作体験を行っています。

防災安全センター　    平屋建なのでエレベーターなし

☎055-273-1048　〒409-3834　中央市今福991
防災に関する知識や心得について、体験・見学を通して学べる施設です。館
内では地震体験・煙体験ができます。起震車による出張も実施しています。

中小企業人材開発センター　    
☎055-243-4916　〒400-0055　甲府市大津町2130-2
企業等が行う教育訓練、研修会、会議など多目的に利用できる施設で
す。会議室、研修室、視聴覚室、多目的実習場など。

愛宕山こどもの国・愛宕山少年自然の家　  
☎055-253-5933　〒400-0023　甲府市愛宕町358-1
恵まれた自然の中で、遊びや集団宿泊生活などを通して少年たちの
豊かな情操を育てます。宿泊施設、遊具広場、キャンプ場など。

八ヶ岳少年自然の家　  
☎0551-48-2306　〒407-0301　北杜市高根町清里3545
清里高原の大自然の中で仲間との集団宿泊生活を楽しみながら、

出入り口平坦または
スロープ有り 車いす用観覧席有り 車いす用トイレ有り車いす対応

エレベーター有り身障者用駐車場有り施設ガイド
Facilities Guide

見る・聞く・学ぶ

自然を体感する
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チャレンジポイントを回る冒険ハイク、星空観察などの野外活動やク
ラフト体験ができます。また、５月～１０月にはキャンプ場でテント宿泊
もできます。

ゆずりはら青少年自然の里　  
☎0554-67-2333　〒409-0111　上野原市棡原13880
ウオークラリーや川遊び、郷土食の酒まんじゅう作りなど、里山の自然
や文化を味わえる各種体験プログラムがあります。体験活動・教育活
動に利用できます。

武田の杜（健康の森）　   
☎055-251-8551　〒400-0075　甲府市山宮町片山3371
恵まれた自然を健康づくりに役立てられる森林公園です。遊歩道、森林
学習展示館（3月21日～11月30日）、キャンプ場（5月～10月）、芝生広場、
バーベキュー場（4月～11月）など。「健康の森」は森林セラピー基地に認
定されており、癒しの小径（全長1.4km）は、車イスでの通行が可能です。

金川の森　   
☎0553-47-2805　〒405-0074　笛吹市一宮町国分1162-1
貴重な平地林内の森林公園です。水遊びができる滝の広場、さまざま
な遊具がある冒険遊び場、遊歩道、ターゲットバードゴルフ場、ゲート
ボール場、マウンテンバイクコース、ドッグラン、バーベキュー場など
があり、貸自転車でのサイクリングも楽しめます。

清里の森　  
☎０５５１-４８-３１５1　〒４０７-０３０１　北杜市高根町清里３５４５-1
清里の森は、別荘地区とセンター施設地区からなっています。一般開
放しているセンター施設地区では、テニス、パークゴルフ、ディスクゴ
ルフなどのスポーツ、森の工房では体験作業、音楽堂ではコンサート
をお楽しみいただけるほか、食事やショッピングも楽しめる施設です。

八ヶ岳自然ふれあいセンター　    平屋建なのでエレベーターなし

☎0551-48-2900　〒407-0311　北杜市大泉町西井出石堂8240-1
八ケ岳南麓、清里周辺の自然情報をスタッフ手作りの展示で紹介して
います。展示ホール、視聴覚ホール、自然観察路など。

富士川クラフトパーク　   
☎0556-62-5545　〒409-2522　身延町下山1597  （カヌー場）☎0556-62-5370
カヌー場、バーベキュー場、巨大迷路、大花壇、大型遊具、3千本のバラ園とレ
ストラン、そして「富士川・切り絵の森美術館」などがあり、一日中楽しめます。

八ヶ岳スケートセンター　   
☎0551-36-4796　〒408-0044　北杜市小淵沢町上の原3989-1
幅13m×1周400mのトラックコース(屋外)（11月20日～翌年2月の第2日曜日）

フラワーセンター  ハイジの村　   （展望塔） 
☎0551-25-4700　〒408-0201　北杜市明野町浅尾2471
スイスの大自然を思わせる「ハイジの村」。季節ごとの花が楽しめ、花に囲まれ
たウエディングもできます。230m続く日本一長いバラの回廊は見事です。

桂川ウェルネスパーク　  （里山交流館） 
☎0554-20-3080　〒409-0502　大月市富浜町鳥沢8438
里山の自然を生かした都市公園。県産材のぬくもりを感じられる「里
山交流館」、農業体験ができる「菜園」「農業見本園」などもあります。

まきば公園　   
☎0551-38-0220　〒409-1501　北杜市大泉町西井出8240-1
動物と触れ合いながら、八ケ岳の自然を満喫できます。まきばの館、動物
ふれあい広場、野鳥の森など。公園内には、まきばレストランもあります。

丘の公園　  （アクアリゾート清里） （アクアリゾート清里） （アクアリゾート清里）

☎0551-48-4811　〒407-0301　北杜市高根町清里3545-5
清里ゴルフコース（18ホール）をはじめ、展望風呂・温水プールなどの
施設を備えたアクアリゾート清里や、テニスコート、パターゴルフ場、
グラウンド・ゴルフ場、オートキャンプ場があります。

小瀬スポーツ公園　   （野球場以外）  
☎055-243-3111　〒400-0836　甲府市小瀬町840
山梨中銀スタジアム(400mトラック)、補助競技場（400ｍトラック）、テニスコート、
プール、山日ＹＢＳ球場（野球場）、球技場、体育館、武道館、アイスアリーナ、クライミング
場など。

曽根丘陵公園　   
☎055-266-5854　〒400-1507　甲府市下向山1271
はるか古代の文化に触れ、学び遊べる都市公園。県立考古博物館、風土記
の丘研修センター、芝生広場、方形周溝墓広場、歴史植物園、日本庭園など。

富士北麓公園　   （体育館）  
☎0555-24-3651　〒403-0005　富士吉田市上吉田立石5000
陸上競技場（400mトラック）、富士ウッドストレート（130ｍ屋内練習
走路）、フリーウエイトトレーニング室、球技場、野球場、体育館。

御
み
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だ
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い

南
みなみ

公園　   
☎055-285-4712　〒400-0206　南アルプス市六科1588-2
健康の森、スポーツゾーン(ラグビー、フットボール）、遊戯ゾーンなど。

緑が丘スポーツ公園　   （テニス場・球技場以外）

体育館（大・小）・柔道場・剣道場・弓道場・洋弓場（県営）
☎055-253-1906（代表）　〒400-0008　甲府市緑が丘2-8-2
スポーツ会館(宿泊施設・研修室・会議室・屋内プール)（県営）
☎055-253-1415　〒400-0001　甲府市和田町2564
陸上競技場(400mトラック)・テニスコート・野球場・球技場・プール（市営）
☎055-252-0121（代表）　〒400-0008　甲府市緑が丘2-8-1

男女共同参画推進センター　   （ぴゅあ峡南以外） 
ぴゅあ総合 ☎055-235-4171 〒400-0862 甲府市朝気1-2-2
ぴゅあ峡南 ☎0556-64-4777 〒409-2305 南部町内船9353-2
ぴゅあ富士 ☎0554-45-1666 〒402-0052 都留市中央3-9-3
男女共同参画社会実現のための講座開催、学習・交流などの拠点施
設。研修室、工芸・美術室、茶華道室、視聴覚・音楽室、調理実習室など。

国際交流センター　    
☎055-228-5419　〒400-0035　甲府市飯田2-2-3
国際交流・国際協力・多文化共生活動の拠点施設です。

青少年センター　   （本館） 
☎055-237-5311　〒400-0811　甲府市川田町517
青少年の活動や交流の場、また青少年指導者の研修の場として利用
できます。体育館、トレーニング室、グラウンド、テニスコート、室内温
水プール、研修室、宿泊室、視聴覚室、音楽室、多目的ホールなど。

やまなし出会いサポートセンター　
甲府窓口　☎055-234-５７９０　〒４００-００３２　甲府市中央４-１２-２１ 甲府法人会館
富士吉田窓口　☎0555-25-7580　〒４０3-０004　富士吉田市下吉田2-2-37 山
梨中央銀行本町通り出張所
結婚を希望する方が会員登録し、システム検索によりお見合い相手を選べます。合
意に至った場合、出会いサポーターが個別に引き合わせ、交際のフォローもします。

やまなし暮らし支援センター
☎03-6273-4306　〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会
館8階
山梨に移住したい方、山梨で働きたい方を対象に、移住相談員1名、就職
相談員1名が相談に対応します。

やまなしUIターン就職支援センター
☎03-6734-1092　〒100-0004　東京都千代田区大手町2-6-2　パソナグルー
プJOB HUB SQUARE３階
東京圏に住む学生や転職者を対象に山梨へのUIターン就職について、
コーディネーターが相談に対応します。

子どものこころサポートプラザ　   
中央児童相談所 ☎055-288-156０　
こころの発達総合支援センター ☎055-288-1695
子ども心理治療センターうぐいすの杜 ☎055-288-1552
特別支援学校うぐいすの杜学園 ☎055-288-1628
 〒400-0851　甲府市住吉2-1-17
子どもの心のケアに係る総合拠点。福祉プラザから移転してきた中央
児童相談所、こころの発達総合支援センターのほか、県内初の児童心
理治療施設子ども心理治療センターうぐいすの杜、新設する特別支援
学校うぐいすの杜学園の4施設で構成されています。

リフレッシュする

出会う・交流する・暮らす

4月開設
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　美しい自然と豊かな四季の表情を持つ山梨県では、年間を通じて多彩な行事が行われています。
※諸事情により、中止・延期の場合があります。各市町村にお問い合わせください

　７日■お松引き（丹波山村）
１１〜１2 日■下福沢の道祖神祭（甲斐市）
１１日■一之瀬高橋の春駒（甲州市）
１２日■藤木道祖神祭 太鼓乗り（甲州市）
１２日■山田の神楽獅子（市川三郷町）
１３日■身延山御年頭会 ・ 曳馬式（身延町）
１４〜１５日■塩平の獅子舞（山梨市）
１４日■万沢浅間神社湯立祭り（南部町）
１８日■田野十二神楽（甲州市）
２６日■徳和天神祭（山梨市）
２８日■金剛地金山神社祭典（甲斐市）

　２日■一之酉祭典（市川三郷町）
　３日■大神宮祭（甲府市）
　３日■雲岸寺成田講節分会（韮崎市）
　３日■牛倉神社節分祭（上野原市）
　３日■身延山節分会（身延町）
　８日■二之宮美和神社湯立て祭（笛吹市）
　９日■無生野の大念仏（上野原市）
１０〜１１日■十日市祭典（南アルプス市）
１１〜４月１８日■甲州市えんざん桃源郷ひな飾りと桃の花まつり（甲州市）
１３〜１４日■厄除地蔵尊祭り（甲府市）
１３〜１４日■愛染厄除け地蔵尊例大祭（富士吉田市）
１４日〜３月中旬■ハウス桃宴（笛吹市）
２１日■松本のお天狗さん（笛吹市）

　７日■こうふはっこうマルシェ（甲府市）
１９〜２０日■窟観音祭典祈祷会（韮崎市）
　下旬〜４月上旬■身延山観桜期（身延町）
　下旬〜４月上旬■第 40 回「富士川町大法師さくら祭り」（富士川町）
２８日〜４月１２日■大月さくら祭り（大月市）
２９日〜４月１２日■桃源郷春まつり（笛吹市）

　上旬■御幸祭（市川三郷町）
　１〜２０日頃■山高神代桜まつり（北杜市）
　３〜５日■信玄公祭り（甲府市）
　４〜１９日■新倉山浅間公園桜まつり（富士吉田市）
　４〜５日■山梨岡神社の太々神楽（笛吹市）
　５日■天津司の舞（甲府市）
　５日■光照寺薬師堂祭典（甲斐市）
　５日■大石寺火渡り（笛吹市）
　５日■笛吹市桃の里マラソン大会（笛吹市）
　８日■大菩薩山開き「介山祭」（甲州市）
　１０・１２日■桃源郷を歩こう2020（笛吹市）
　中旬■ぼたんの花まつり（市川三郷町）
　中旬■宮原浅間神社春季例大祭（市川三郷町）
　中旬■たけのこまつり（南部町）
１１日■武田の里ウォーク（韮崎市）
１１日■蚕種石神社祭り（上野原市）
１２日■武田神社例大祭・武田二十四将騎馬行列（甲府市）
１２日■黒戸奈神社の太々神楽（山梨市）
１２日■穴山町さくら祭り（韮崎市）
１２日■南アルプス桃源郷マラソン大会（南アルプス市）
１２日■恵林寺信玄公忌（甲州市）
１５日■おみゆきさん（甲斐市）
１５日■大神幸祭「おみゆきさん」（笛吹市）
１８〜１９日■昇仙峡ほうとう祭り（甲府市）
１８日■大嶽山 那賀都神社春の例大祭（山梨市）
１８日■向嶽寺秋葉神社祭典（甲州市）
１８〜１９日■内野浅間神社春季例大祭（忍野村）
１９日■出世大神宮祭（大月市）
１９日■深田祭（韮崎市）
１９日■春の武田の里まつり新府藤武神社祭典「お新府さん」（韮崎市）

１９日■軍刀利神社祭典（上野原市）
２０日〜５月３日■ふじざくら祭り（富士吉田市）
　下旬〜５月上旬■河口湖富士桜ミツバツツジまつり（富士河口湖町）
２５日〜５月６日■なるさわツツジ祭り（鳴沢村）
２５日■河口浅間神社例祭（富士河口湖町）
２６日■甲州市ふるさと武田勝頼公まつり（甲州市）
２９日■西沢渓谷山開き（山梨市）
２９日■差出磯大嶽山神社春季例大祭（山梨市）
２９日■甲州凧上げまつり（南アルプス市）
２９日■放光寺大黒天大祭（甲州市）
２９日■大聖寺不動尊祭典（身延町）
２９日■甲斐の勝山 やぶさめ祭り（富士河口湖町）

　上旬■芦安新緑・やまぶき祭（南アルプス市）
　２〜５日■正ノ木稲荷祭り（甲府市）
　２〜４日■忍草浅間神社春季例大祭（忍野村）
　３日■南アルプス早川山菜まつり（早川町）
　４日■水と火と味の祭典多摩源流まつり（小菅村）
　５日■北口本宮冨士浅間神社初申祭（富士吉田市）
　５日■長沢鯉のぼり祭り（北杜市）
　５日■沢奥のおまつり 西嶋神楽（身延町）
　８日■大善寺・柏尾の藤切祭（甲州市）
１７日■本栖公家行列（富士河口湖町）
２３〜２４日■すずらんの里まつり（笛吹市）

　上旬■清里高原つつじ祭り（北杜市）
　上旬■スイートコーン収穫祭（中央市）
　上旬■甘々娘収穫祭（市川三郷町）
　上旬■一色ホタルまつり（身延町）
　７日■富士忍野高原トレイルレース（忍野村）
　中旬■小田川ホタルまつり（韮崎市）
　中旬〜下旬■南部あじさいまつり（南部町）
　中旬〜７月中旬■河口湖ハーブフェスティバル（富士河口湖町）
１２〜１４日■万葉うたまつりとホタル観賞会（山梨市）
１５〜１７日■身延山開闢会（身延町）
　下旬■南アルプス開山祭（南アルプス市）
　下旬〜７月上旬■小室山妙法寺あじさい祭り（富士川町）
３０日■富士山開山前夜祭（富士吉田市）
３０日■菅田天神社夏越祭（甲州市）

　上旬■甲府夏祭り〔七夕祭り〕（甲府市）
　１日■富士山開山祭（富士吉田市）
　９日〜８月１９日（水・木・土・日）■笛吹川石和鵜飼・石和温泉鵜飼花火（笛吹市）
　中旬■戦国ヒルクライム in 韮崎・甘利山（韮崎市）
　中旬■ふじかわ夏まつり（富士川町）
１１〜１２日■祇園祭（獅子舞）（丹波山村）
１８日■笛吹川県下納涼花火大会（山梨市）
　下旬〜８月下旬■北杜市明野サンフラワーフェス（北杜市）
２３日■八ヶ岳ホースショーｉｎこぶちさわ（北杜市）
２５・２６日・８月８・９日■なるさわ収穫祭（鳴沢村）
２６日■夏まつり丹波（丹波山村）
２８日■太々御神楽祭（富士河口湖町）
３０〜３１日■若宮八幡宮例祭（韮崎市）

　上旬■北杜ふるさと祭り（北杜市）
　上旬■やまめ祭り（身延町）
　１日■かがり火市民祭り（大月市）
　１日■山中湖報湖祭（山中湖村）
　２日■西湖竜宮祭（富士河口湖町）
　３日■本栖湖神湖祭（富士河口湖町）
　４日■精進湖涼湖祭＆精進湖音楽祭（富士河口湖町）
　５日■河口湖湖上祭（富士河口湖町）
　８日■忍野八海祭り（忍野村）

1月

5月 May

7月 July 

郷土に伝わる四季の祭り
Festivals with Local Flavor

8月 August 

2月 February

3月 March

6月 June 

4月 April

January
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１０日■小江戸甲府の夏祭り（甲府市）
　中旬〜９月上旬■円野町かかし祭り（韮崎市）
　中旬■秋山ふるさと祭り（上野原市）
　中旬〜下旬■清流の花火大会（道志村）
　中旬〜下旬■富士山河口湖音楽祭（富士河口湖町）
１４日■納涼盆踊り・花火大会（道志村）
１５日■南部の火祭り（南部町）
１６日■笛吹川源流まつり（山梨市）
１６日■武田陣没将士供養会＆武田の里にらさき花火大会（韮崎市）
１６日■甲斐いちのみや大文字焼き（笛吹市）
１６日■無生野の大念仏〔盆〕（上野原市）
１６日■百八灯（市川三郷町）
１６日■下山愛宕祭典煙火大会（身延町）
１９日■諏訪神社祭典（上野原市）
　下旬■長崎のかかし祭り（笛吹市）
２１日■石和温泉花火大会（笛吹市）
２３日■下黒駒石尊まつり（笛吹市）
２６〜２７日■吉田の火祭り・すすき祭り（富士吉田市）
２９日■摩利支天社祭典（市川三郷町）
３０日■山梨フルーツライド 2020（山梨市・笛吹市・甲州市）

　上旬■牛倉神社例大祭（上野原市）
　１日■八朔祭（都留市）
　４〜６日■山中明神例大祭 安産祭り（山中湖村）
１８〜１９日■七面山大祭（身延町）
１９日■流鏑馬祭り（富士吉田市）
１９〜２１日■忍草諏訪神社例大祭（忍野村）
２０日■山梨市巨峰の丘マラソン大会（山梨市）
２２日■大弐学問祭（甲斐市）

　上旬■西原ふるさと祭（上野原市）
　上旬■甲州市かつぬまぶどうまつり（甲州市）
　上旬〜下旬■あけぼの大豆産地フェア（身延町）
　上旬■昭和町ふるさとふれあい祭り（昭和町）
１０日■神明の花火大会（市川三郷町）
　中旬■秋の武田の里まつり「武田八幡宮祭典」（韮崎市）
　中旬■ポール・ラッシュ祭〜八ヶ岳カンティフェア〜（北杜市）
　中旬■甲州フルーツマラソン大会（甲州市）
　中旬■西嶋和紙まつり（身延町）
１１日■武田の里フェスタ・韮崎〜ふるさとの秋〜（韮崎市）
１２日■身延山御会式 万燈行列（身延町）
１６〜１８日■台ヶ原宿市（北杜市）
１９日■軍刀利神社秋祭り（上野原市）
１９日■内野天狗社例大祭（忍野村）
　下旬■およっちょい祭り（甲州市）
２５日■つる産業まつり・ お茶壺道中行列（都留市）

　上旬■奥山梨はやかわ紅葉と食まつり（早川町）
　１日■川中島合戦戦国絵巻（笛吹市）
　１日■はんこ日本一六郷の里秋まつり（市川三郷町）
　１〜２３日■富士河口湖紅葉まつり（富士河口湖町）
　３日■ありがとう！心あったか祭（南アルプス市）
　３日■浅尾ダイコンまつり（北杜市）
　３日■かつぬま新酒ワインまつり（甲州市）
　３日■中央市ふるさとまつり（中央市）
　３日■みのぶまつり（身延町）
　７日■甲府大好きまつり・甲府市農林業まつり（甲府市）
　８日■第 11 回甲州富士川まつり（富士川町）
　８日■なるさわ秋の収穫祭（鳴沢村）
１５日■ゆずの里まつり（富士川町）
１５日■大柳川もみじ祭り（富士川町）
　下旬■富士山眺望トレイルラン＆ウォーク（笛吹市）
　下旬■身延山・七面山 修行走（身延町・早川町）
２２日■氷室の郷ふれあいまつり（富士川町）
２３日■甲府えびす講祭り（甲府市）
２３〜２４日■立正寺子安地蔵尊大祭（甲州市）
２９日■第 7 回ゆずの里「絶景ラン＆ウォーク大会」（富士川町）

　上旬■大塚にんじん収穫祭（市川三郷町）
　中旬■かきまつり・まいもん朝市（南アルプス市）
２１日■晴雲寺の星祭り（笛吹市）

9月 September 

10月 October 

11月 November 

12月 December 

昭和30年6月22日指定

昭和28年11月14日指定

昭和30年6月22日指定

昭和27年11月22日指定

昭和30年6月22日指定

　県内に現存する多くの歴史的建造物や美術品の中に
は、国内でも貴重とされるものが少なくありません。
　国宝には5点が指定され、大切な文化遺産として保存さ
れています。

　この仏殿は、小規模な中
世禅宗様仏殿の典型例とし
て知られる。清白寺創建時
の1333（正慶2）年の建
築と伝えられてきたが、
1917（大正6）年の解体修
理の際に発見された墨書に
よって、1415（応永22）年
であることが確認された。

　鎌倉時代の密教
系本堂の代表的建
物で、東日本で最も
優れた和様建築とも
いわれている。内部
の隅柱にある1286
（弘安9）年の刻銘か

ら、1270（文永7）年の火災で焼失した後、鎌倉幕府の援助を受け
て再建された、山梨県では最古の建物であることが判明している。

  小桜韋威鎧 兜、大袖付
【こざくらかわおどしよろい かぶと、おおそでつき】
（甲州市塩山 菅田天神社 所有）

  絹本著色夏景山水図
【けんぽんちゃくしょくかけいさんすいず】
 （身延町 久遠寺 所有）

  清白寺仏殿
【せいはくじぶつでん】（山梨市三ケ所 清白寺）

  大善寺本堂 附 厨子
【だいぜんじほんどう】（甲州市勝沼町 大善寺）

  絹本著色達磨図
【けんぽんちゃくしょくだるまず】（甲州市塩山 向嶽寺 所有）

　達磨が、朱衣に身を包んで岩上に座禅する
本図は、その生き生きとした描写や重厚な筆
致から、優品としての評価が高い。着賛して
いる蘭渓道隆は、鎌倉建長寺を開山した中国
からの渡来僧で、東光寺や永岳寺を開山する
など、本県にも関係がある。13世紀頃の作で
ある。

　本来四季山水図の一つとして描かれたものと
考えられるが、春景図は失われている。京都金地
院に残る秋景・冬景図二幅とともに北宋の徽宗皇
帝の作とも伝えられる。12世紀初めとも、13世
紀初めの作ともいわれるが、足利義満の所蔵印が
押されていることから、14世紀には既に日本に伝来
していたことがわかる。北宋・南宋時代の山水画を
代表する名品である。　

こん

 いん

ち

らん   けい  どう りゅう

　平安時代の風格を今も伝えるこの鎧
は、「楯無鎧」の名で知られ、御旗（甲州市
塩山 雲峰寺蔵、県指定文化財）とともに
武田家の重宝だったとされる。信玄の時
代、鬼門鎮護のため菅田天神社に納めら
れたが、武田氏が滅んだ際、敵の手に渡
らないよう向嶽寺の大杉の根元に埋め
たものを、徳川家康が掘り出し再び同社
に納めたと伝えられる。

み  はたたてなしのよろい

かん だ   てん  じん  しゃ

き そう

国宝
National Treasures

302020 yamanashi ken no aramashi



31

　日本一の高さを誇る富
士山。2013年6月22日、「富
士山 －信仰の対象と芸術
の源泉 」の名称のもと世
界文化遺産に登録されま
した。

世界遺産富士山
「信仰の対象と
芸術の源泉」

鳴沢村

忍野村

西桂町

山中湖村

富士河口湖町
身延町

御殿場市

裾野市富士市

富士宮市

小山町

富士吉田市

河口浅間神社

船津胎内樹型

冨士浅間神社
（須走浅間神社）

吉田口登山道

忍野八海

人穴富士講遺跡

山宮浅間神社

富士山本宮浅間大社

白糸ノ滝

村山浅間神社

河口湖

西湖

本栖湖

山中湖

冨士御室
浅間神社精進湖

須山口登山道
（現在の御殿場口登山道）

山梨県
山頂の
信仰遺跡群

静岡県

大宮•村山口登山道
（現在の富士宮口登山道）

須走口登山道

北口本宮
冨士浅間神社

御師住宅(旧外川家住宅•小佐野家住宅）

須山浅間神社

7
12
8

1-71-8

1-9

109
1-6

21
22

1-5

1-1

11

5

1-3

6
1-4

1-2

4
3

2

24

23

吉田胎内樹型

13 20～

三保松原三保松原
静岡市

三保半島

25

冨嶽三十六景「凱
がいふうかいせい

風快晴」
（葛飾北斎）

北口本宮冨士浅間神社

御師住宅（旧外川家住宅）

船津胎内樹型

世界遺産
World Heritage

　富士山は、『信仰の対象』であ
るとともに、『芸術の源泉』として、
日本人の自然観や日本文化に大
きな影響を与えてきた歴史があり
ます。
　かつて噴火を繰り返す山とし
て畏れられていた富士山は、富
士講と呼ばれる信仰集団や浮
世絵の登場などにより、日本人に
とって身近な存在となりました。人
と自然が信仰と芸術を通して共
生する姿は、富士山が持つ大き
な特徴といえるでしょう。そうした
歴史・文化にゆかりのある２５の
構成資産から成る富士山を、ユ
ネスコ世界遺産委員会は未来
に受け継ぐべき世界の宝として
認めたのです。

　各地から望む富士山の形姿を描
いた浮世絵作品で、海外の芸術家
にも影響を与えました。「冨嶽」とは
富士山のことを指します。

三ツ峠山から望む富士

信仰の対象

※ 吉田胎内樹型の内部は一般公開さ
れていません

芸術の源泉

山梨県立博物館蔵

構成資産分布図

※ 小佐野家住宅は非公開
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葡
萄
畑
が
織
り
な
す
風
景

―
山
梨
県
峡
東
地
域
―

　甲府盆地の東部は平坦地から傾斜地まで葡萄畑が広がり、初夏には深碧の絨
じゅうたん

緞、秋には紅葉の濃淡が日に映
え、季節ごとに様 な々風景を魅せてくれます。
　奈良時代から始まったと伝えられる葡萄栽培は、先人たちの知恵と工夫により、かつて水田や桑畑だった土地を
一面の葡萄畑に変え、またその葡萄畑に育まれたワインは日常のお酒として地域に根付きました。今も歴史を語る技
術や建物は受け継がれ、葡萄畑の風景の中に溶け込んでいます。

星
降
る
中
部
高
地
の
縄
文
世
界

―
数
千
年
を
遡

さ
か
の
ぼ

る
黒
曜
石
鉱
山
と
縄
文
人
に
出
会
う
旅
―

　日本の真ん中、八ケ岳を中心とし
た中部高地には、ほかでは見られ
ない縄文時代の黒曜石鉱山があり
ます。鉱山の森に足を踏み入れる
と、そこには縄文人が掘り出したキ
ラキラ耀（かがや）く黒曜石のカケ
ラが一面に散らばり、星降る里とし
て言い伝えられてきました。日本最
古のブランド「黒曜石」は、最高級
の矢じりの材料として日本の各地に
もたらされました。
　麓のムラで作られたヒトや森に生
きる動物を描いた土器やヴィーナ
ス土偶を見ると、縄文人の高い芸
術性に驚かされ、黒曜石や山の幸
に恵まれて繁栄した縄文人を身近
に感じることができます。

山
梨
市
　
笛
吹
市
　
甲
州
市

山
梨
県
　
　
甲
府
市
　
韮
崎
市
　
南
ア
ル
プ
ス
市

　
　
　
　
　
北
杜
市
　
笛
吹
市
　
甲
州
市

長
野
県
　
　
茅
野
市
　
富
士
見
町
　
原
村
　
諏
訪
市

　
　
　
　
　
岡
谷
市
　
下
諏
訪
町
　
長
和
町
　
川
上
村

※日本遺産とは、日本の歴史に眠るス
トーリーにスポットを照て、国内外に発
信していくプロジェクトです。

　2018年5月24日、山梨県の
文化・伝統を語る２つのストー
リー「葡萄畑が織りなす風景」と

「星降る中部高地の縄文世界」
が日本遺産に認定されました。

日本遺産に認定されている
２つのストーリー

日本遺産
Japan Heritage

北杜市
津金御所前遺跡
出産文土器

韮崎市
石之坪遺跡
動物文土器

甲州市
殿林遺跡
深鉢型土器

笛吹市
一の沢遺跡
土偶「いっちゃん」

甲州市勝沼町内フルーツライン付近より撮影

甲
府
市

甲
州
市

川上村
富士見町
原村

茅野市

笛
吹
市

韮崎市

北
杜
市

南アルプス市

諏訪市

岡
谷
市

下
諏
訪
町

長和町

南アルプス市
鋳物師屋遺跡
人体文土器

甲府市
上野原遺跡
水煙文土器
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味 モモ（旬：7月～8月）
栽培面積、生産量ともに日本一で
す。「白鳳」や「浅間白桃」などが
代表的な品種で、7月の東京中央卸
売市場では、本県産のモモが約
80％を占めます。

味 スモモ（旬：7月～8月）
栽培面積、生産量ともに日本一です。「大石早生」や「太陽」、果肉が赤い
「ソルダム」の他、スモモの常識を覆すほど大玉で高糖度の「貴陽」や、県オ
リジナル品種の「サマービュート」「サマーエンジェル」が注目されています。

浅間白桃

クリスマスエリカ ピラミッドアジサイ

味 ワイン
山梨県は、洋ランやオリジナル花きなど気象条件や技術を生かした高品質
な花が生産されています。１２月に雪のような白い花を咲かせる「クリスマス
エリカ」とともに、富士山のような円すい形の花や花色変化が特徴の「ピラ
ミッドアジサイ」なども新たに注目されています。

山梨県は日本のワイン醸造発祥の地であり、都道府県別ワイナリー数、「日
本ワイン」（※）の生産量・出荷量とも日本一です。約８０のワイナリーが数
多くの銘柄のワインを醸造しており、中でも、本県特産のブドウ「甲州」で
造られる白ワインは、和食に合う味わいが特徴で、和食ブームの海外でも
注目されています。
（※）日本国内で栽培されたブドウを１００％使用して国内で醸造されたワイン

山紫水明の自然豊かな山梨県で、磨き
抜かれた飼育技術により丹念に育てら
れた「甲州牛」や「甲州ワインビーフ」
「甲州富士桜ポーク」「甲州地どり」な
どの甲州統一ブランド食肉に加え、捕
獲したニホンジカの安全・安心を担保
した「やまなしジビエ」などがあります。

技 ジュエリー

技 花き

山梨県は、宝石の加工と貴金属加工が一体となった産地であり、研磨宝飾
製品では、国内屈指の出荷額を誇っています。さまざまなジュエリーから水
晶貴石細工まで幅広い製品がそろっています。

おお いし   わ　せ

県オリジナル品種：サマーエンジェル 貴陽 Koo-fu（クーフー）コレクション 甲州水晶貴石細工

技 和紙
山梨県の和紙の歴史は
古く、奈良時代末の宝亀4
年（773）の記録には、全
国の紙の産地として甲斐
の名が記されています。市
川三郷町の「市川大門手
漉和紙」と身延町の「西
島手漉和紙」は山梨県郷
土伝統工芸品に指定されています。

文久年間に水晶のてん刻から始まったといわれ、印章は全国有数の産地で
す。印材は、水晶、つげ、水牛などを使用し、機械彫り以外に手彫りによる印
章も多く作られています。手彫りの印章は、「甲州手彫印章」として国の伝
統的工芸品に指定されています。

技 印章

技 織物
山梨県の織物は、独特の光沢や風合いで江戸時代より人々の心をとらえた
「甲斐絹」をルーツとしています。現在、甲斐絹の技は婦人服、インテリア、裏
地、傘地などに生かされ、ネクタイ生地では日本一のシェアを誇っています。

か　い　き　

技 印伝
江戸時代末期までに甲府城下を中
心に生産が始められたとみられ、袋
物として当時から庶民の間で親しま
れていました。鹿革に独特の伝統技
法を用いて漆加工したもので、「甲
州印伝」として国の伝統的工芸品に
指定されています。

技 硯
甲州雨畑硯は、材料の良さ、光沢の
良さが世界的に有名な中国の高級
品「端渓」に匹敵するとされ、「和端
渓」と呼ばれています。墨ののりがよ
く、優雅な使い心地のため、書道愛
好家にも人気が高いものとなってい
ます。

たん けい

けい

たんわ

日本一日本一日本一

味 ブドウ
（旬：8月～10月）

栽培面積、生産量ともに日本一です。栽培の歴史は古く、山梨県では約1300年
前から始まったといわれています。「巨峰」「シャインマスカット」「ピオーネ」「甲斐
路」など、品種はとても豊
富です。また「甲州」はワ
イン用としても有名な本
県独自の品種です。

シャインマスカット 甲州

日本一日本一日本一

日本一日本一日本一

日本一日本一日本一

日本一日本一日本一

味 ブランド食肉

味 サクランボ
（旬：5月下旬～6月中旬）

赤い宝石のように実る高
級感漂う初夏の果物です。
山梨県では、5月上旬から
観光もぎ取りも楽しめま
す。「高砂」「佐藤錦」が
代表的な品種で、山梨県
が栽培の南限といわれて
います。県オリジナル品
種として、「甲斐オウ果1
（商標：富士あかね）」があ
ります。

県オリジナル品種：甲斐オウ果1（商標：富士あかね）

たかさご

甲州牛

甲州富士桜ポークやまなしジビエ（シカ肉）

味 富士の介
山梨県は、富士山をはじめとした
山々からの良質な水資源を活用した
ニジマスなどの養殖業が盛んです。
こうした中、県では、国内で初めてキ
ングサーモンとニジマスを交配させ
た富士の介を開発しました。富士の
介は、キングサーモンのおいしさとニ
ジマスの育てやすさという特徴を併
せ持った新しいブランド魚です。

美しい風土の中で伝統に育まれた品々。素朴さと　 気品の中にやまなしの個性が光ります。

S p e c i a l i t i e s  o f   Ya m a n a s h i

山梨の 逸品
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味 モモ（旬：7月～8月）
栽培面積、生産量ともに日本一で
す。「白鳳」や「浅間白桃」などが
代表的な品種で、7月の東京中央卸
売市場では、本県産のモモが約
80％を占めます。

味 スモモ（旬：7月～8月）
栽培面積、生産量ともに日本一です。「大石早生」や「太陽」、果肉が赤い
「ソルダム」の他、スモモの常識を覆すほど大玉で高糖度の「貴陽」や、県オ
リジナル品種の「サマービュート」「サマーエンジェル」が注目されています。

浅間白桃

クリスマスエリカ ピラミッドアジサイ

味 ワイン
山梨県は、洋ランやオリジナル花きなど気象条件や技術を生かした高品質
な花が生産されています。１２月に雪のような白い花を咲かせる「クリスマス
エリカ」とともに、富士山のような円すい形の花や花色変化が特徴の「ピラ
ミッドアジサイ」なども新たに注目されています。

山梨県は日本のワイン醸造発祥の地であり、都道府県別ワイナリー数、「日
本ワイン」（※）の生産量・出荷量とも日本一です。約８０のワイナリーが数
多くの銘柄のワインを醸造しており、中でも、本県特産のブドウ「甲州」で
造られる白ワインは、和食に合う味わいが特徴で、和食ブームの海外でも
注目されています。
（※）日本国内で栽培されたブドウを１００％使用して国内で醸造されたワイン

山紫水明の自然豊かな山梨県で、磨き
抜かれた飼育技術により丹念に育てら
れた「甲州牛」や「甲州ワインビーフ」
「甲州富士桜ポーク」「甲州地どり」な
どの甲州統一ブランド食肉に加え、捕
獲したニホンジカの安全・安心を担保
した「やまなしジビエ」などがあります。

技 ジュエリー

技 花き

山梨県は、宝石の加工と貴金属加工が一体となった産地であり、研磨宝飾
製品では、国内屈指の出荷額を誇っています。さまざまなジュエリーから水
晶貴石細工まで幅広い製品がそろっています。

おお いし   わ　せ

県オリジナル品種：サマーエンジェル 貴陽 Koo-fu（クーフー）コレクション 甲州水晶貴石細工

技 和紙
山梨県の和紙の歴史は
古く、奈良時代末の宝亀4
年（773）の記録には、全
国の紙の産地として甲斐
の名が記されています。市
川三郷町の「市川大門手
漉和紙」と身延町の「西
島手漉和紙」は山梨県郷
土伝統工芸品に指定されています。

文久年間に水晶のてん刻から始まったといわれ、印章は全国有数の産地で
す。印材は、水晶、つげ、水牛などを使用し、機械彫り以外に手彫りによる印
章も多く作られています。手彫りの印章は、「甲州手彫印章」として国の伝
統的工芸品に指定されています。

技 印章

技 織物
山梨県の織物は、独特の光沢や風合いで江戸時代より人々の心をとらえた
「甲斐絹」をルーツとしています。現在、甲斐絹の技は婦人服、インテリア、裏
地、傘地などに生かされ、ネクタイ生地では日本一のシェアを誇っています。

か　い　き　

技 印伝
江戸時代末期までに甲府城下を中
心に生産が始められたとみられ、袋
物として当時から庶民の間で親しま
れていました。鹿革に独特の伝統技
法を用いて漆加工したもので、「甲
州印伝」として国の伝統的工芸品に
指定されています。

技 硯
甲州雨畑硯は、材料の良さ、光沢の
良さが世界的に有名な中国の高級
品「端渓」に匹敵するとされ、「和端
渓」と呼ばれています。墨ののりがよ
く、優雅な使い心地のため、書道愛
好家にも人気が高いものとなってい
ます。

たん けい

けい

たんわ

日本一日本一日本一

味 ブドウ
（旬：8月～10月）

栽培面積、生産量ともに日本一です。栽培の歴史は古く、山梨県では約1300年
前から始まったといわれています。「巨峰」「シャインマスカット」「ピオーネ」「甲斐
路」など、品種はとても豊
富です。また「甲州」はワ
イン用としても有名な本
県独自の品種です。

シャインマスカット 甲州

日本一日本一日本一

日本一日本一日本一

日本一日本一日本一

日本一日本一日本一

味 ブランド食肉

味 サクランボ
（旬：5月下旬～6月中旬）

赤い宝石のように実る高
級感漂う初夏の果物です。
山梨県では、5月上旬から
観光もぎ取りも楽しめま
す。「高砂」「佐藤錦」が
代表的な品種で、山梨県
が栽培の南限といわれて
います。県オリジナル品
種として、「甲斐オウ果1
（商標：富士あかね）」があ
ります。

県オリジナル品種：甲斐オウ果1（商標：富士あかね）

たかさご

甲州牛

甲州富士桜ポークやまなしジビエ（シカ肉）

味 富士の介
山梨県は、富士山をはじめとした
山々からの良質な水資源を活用した
ニジマスなどの養殖業が盛んです。
こうした中、県では、国内で初めてキ
ングサーモンとニジマスを交配させ
た富士の介を開発しました。富士の
介は、キングサーモンのおいしさとニ
ジマスの育てやすさという特徴を併
せ持った新しいブランド魚です。

美しい風土の中で伝統に育まれた品々。素朴さと　 気品の中にやまなしの個性が光ります。
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おざら（おだら）は古くから伝わる郷土料理の一つで、ほうとうに使用するより細
めの冷やした麺を温かいしょうゆベースのつゆにつけて食べるが一般的。のど
越しがよく、夏場に食べることが多い。

おざら
（中北地域、峡南地域）

養蚕が盛んだった大月市の農家で
食べられてきた料理。旬の野菜を
煮た汁の中に、小麦粉の団子を入
れたもの。みそやしょうゆ、塩などの
味付けや、団子の形が家庭によっ
て違い、おふくろの味として親しま
れている。

おつけだんご
（大月市）

たまじと呼ばれる小さなジャガイモをみそで甘辛
く煮詰めた郷土料理。江戸時代の名代官・中井
清
せい

太
だ

夫
ゆう

は、飢
き

饉
きん

の際にジャガイモ栽培を広めて
窮地を乗り切った。人々は、感謝を込めてジャガ
イモのことを「せいだ」と呼ぶようになったのが、
名前の由来といわれている。

市川三郷町の大塚地区は、「のっぷい」と呼ばれる
土壌で、肥沃なうえに石がほとんどないため、１ｍも
の長さに育ち、食物繊維を多く含み、栄養価が高
い「大塚にんじん」を育てるのに適した地域。毎年
１２月に、みたまの湯で開催される収穫祭では、に
んじんめしが振る舞われる。

富士川町十谷の集落に伝えられている郷土料
理。小麦粉を練って薄く延ばし、3cmの正方形に
切り、「箕

み

」（農作業で使う道具）の形を作り、季節
の野菜と一緒にみそで煮込む。昔、神様に奉納し
た「福

ふく

箕
み

」になぞらえて食べられるようになったとも
いわれている。

山梨県は主要街道である甲州街道が通り、また、
富士山信仰で登山者の荷揚げ用で必要とされ、
馬が身近であったことから、馬肉料理が盛んになっ
たともいわれている。馬肉生産量全国5位、吉田の
うどんにも馬肉が用いられている。

せいだのたまじ

にんじんめし みみ 馬刺し

（上野原市）

（市川三郷町） （富士川町） （県内全域）

山梨県で「カツ丼」を注文すると、ご飯
の上にキャベツがのり、その上にとんか
つがのった丼ぶりが出てくる。この上に
たっぷりとソース（ウスター）を掛けて食
べる。とんかつの肉汁や、ソースが浸み
込んだご飯も絶品とされている。県外
で一般的な「卵でとじたカツ丼」は、「煮
カツ丼」と呼ばれ、別の料理である。

カツ丼
（県内全域）

山梨の 郷土食
各地域で受け継が　れる山梨の食文化

Local cuisine  of Yamanashi
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山梨の 郷土食
各地域で受け継が　れる山梨の食文化

Local cuisine  of Yamanashi

鶏の砂肝、ハツ、レバーなどを甘辛く濃厚なしょうゆダレで照り煮した甲府独自
の料理で、市内の蕎麦屋やほうとう屋の定番メニューとなっている。「B1グラン
プリ」でゴールドグランプリを受賞し、山梨の郷土食として全国区となった。

南部町の名産品たけのこを用いたおこわ
で、旧富沢町で作られていたことから「富沢
こわめし」と呼ばれている。地元で採れた旬
の山菜も使用し、春の季節を感じることがで
きる。毎年４月に開催されるたけのこまつり
では、たけのこご飯を食べることができる。

富士吉田市では織物業が盛んで
あったことから、男性が食事の支度
をしていた。そのため簡単に作れ、
非常に腰があり歯ごたえがあるうど
んが、よく作られるようになった。具
にキャベツをふんだんに使うことも
特徴で、富士吉田市を中心に50
軒以上のうどん店がある。

鳥もつ煮

富沢こわめし

吉田のうどん

（甲府市）

（南部町）

（富士吉田市）
まず小豆を甘く煮立て、さらにほうとうを入れて煮た小
豆ほうとうは、地区行事や祝い事の折にも食べられて
きた。北杜市須玉町若神子の三輪神社で毎年７月末
に行われる祭りでは、小豆ほうとうが振る舞われること
から「ほうとう祭り」とも呼ばれている。

米が作れない土地では、麦が主食であり、大麦の
皮を剥いだ丸麦を一晩水に浸し、水をたっぷり入
れて柔らかめに炊く。ジャガイモ、サツマイモ、大
根、サトイモ、金時豆などを入れ、ねぎみそを付け
て食す。漫画「美味しんぼ」８０巻でも紹介されて
いる。

食からの観光まちづくりをテーマとして活動してき
た「富士山麓 んめぇ～もん倶楽部」が開発した料
理で、富士山の伏流水で育った鱒を、炊き込みご
飯で食べ、薬味で食べ、だしをかけてお茶漬けで
食べる３つの食べ方で楽しむことができる、「ひつ
まぶし」を意識した料理。

河口湖に伝わるかっぱ伝説にちなんで、「富士河
口湖名物開発委員会」が考案した料理。基本は、
きゅうりの浅漬けに長芋（または大和芋）のすりお
ろしに調味料を混ぜたもので、これをご飯にのせ、
刻みのりと胡麻をトッピングするが、その他はアレ
ンジ自由。

小豆ほうとう

おばく 富士まぶし かっぱめし

（中北地域、峡南地域）

（峡東地域、峡南地域、富士・東部地域） （富士河口湖町） （富士河口湖町）

「うまいもんだよ カボチャのほうとう」と
いわれ、誰もが知る山梨県の代表的な
郷土食。武田信玄公が考案した陣中
食であったといわれているが、文献上は
江戸時代以降に多く登場する。峡南地
域では「のし入れ」「のし込み」とも呼ば
れている。

ほうとう
（県内全域）
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山梨散策
A stroll through Yamanashi

　山梨県は、東京圏に隣接しながら、富士山、南アルプスをはじ
めとする自然景観や、鮮やかに移り変わる四季、さらに豊かな
山々と森の息吹に育まれた清らかで良質な水を有する「水と緑
の宝庫」です。
　また、ブドウ、モモ、スモモに代表される豊かな果物、温泉やワ
イン、武田信玄公ゆかりの史跡や文化財など、特色あふれる地
域資源に恵まれています。
　山梨県では、これらの素晴らしい魅力を発信し、観光客の誘
致や移住・定住者の増加を図っています。

2  明野のヒマワリ畑

3  新府桃源郷と南アルプス

1  尾白川渓谷

4  富士川町高下から望むダイヤモンド富士

　海外でも人気の高いサンリオ
のキャラクター、ハローキティが
「富士の国やまなし観光ナビゲー
ター」に就任し、山梨の魅力を国
内外に動画で発信しています。
　富士山やブドウ、モモ、ワインを
モチーフとしたオリジナルハロー
キティが、県のポスターやパンフ
レットに登場しています。

富士の国やまなし観光ナビゲーター
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荒川ダム

深城ダム

六郷IC

中富IC

南部IC

下部温泉
早川IC
下部温泉
早川IC

身
延
山
IC

富沢IC

勝沼ぶどうの丘
勝沼のブドウ畑

し
も
べ

お
ん
せ
ん

し
も
べ

お
ん
せ
ん

逆さ富士
ビューポイント

長坂IC

検 索富士の国やまなし観光ネット

■問い合わせ先
観光全般に関すること、おもてなしの推進に関すること
　観光文化政策課　TEL 055-223-3776
誘客の促進、やまなしブランドの推進、
国際（インバウンド）観光の振興に関すること
　観光振興課　TEL 055-223-1557
山岳観光、周遊観光の促進に関すること
　観光資源課　TEL 055-223-1576
県内観光地や着地型観光、フィルム・コミッションに関すること
　（公社）やまなし観光推進機構　TEL 055-231-2722
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リニア中央新幹線計画路線

山梨リニア実験線 中央自動車道
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山梨の
観光案内は、

ハローキティとぼくに
まかせてマル！

武田菱丸
（富士の国やまなし観光キャラバン隊長）

ハローキティ
（富士の国やまなし観光ナビゲーター）

5  御岳昇仙峡

10  河口湖もみじ回廊 11  山中湖に映る逆さ富士

7  笛吹川フルーツ公園

9  猿橋（日本三奇橋の1つ）

8  勝沼のブドウ畑
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■山梨県へのアクセス（東京方面から）
【電車で】
甲　府へ：新宿駅ーJR中央線・特急ー甲府駅［約1時間30分］
河口湖へ：新宿駅ーJR中央線・特急ー大月駅ー富士急行線・特急ー河口湖駅［約2時間］
清　里へ：新宿駅ーJR中央線・特急ー小淵沢駅ーJR小海線ー清里駅［約2時間40分］
身　延へ：新宿駅ーJR中央線・特急ー甲府駅ーJR身延線・特急ー身延駅［約2時間30分］

【車で】
甲　府へ：高井戸ICー中央道ー甲府昭和IC［約1時間30分］
河口湖へ：高井戸ICー中央道大月JCTー中央道富士吉田線ー河口湖IC［約1時間20分］
清　里へ：高井戸ICー中央道ー小淵沢ICー八ケ岳横断道路ー清里［約2時間30分］
身延山へ：高井戸ICー中央道双葉JCTー中部横断自動車道ー下部温泉早川ICー身延山［約2時間20分］

6  武田神社


