
山梨の地名の起源ともなったシンボルツリー 「ヤマナシ」の木

甲州八珍果など４万本が植えられ 学習もできるドングリの森

　
遠
く
1
2
0
0
年
の
昔
、
天
平
13
（
西
暦
7
4
1
）

年
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
「
国
分
寺
建

立
の
詔
」
に
よ
っ
て
、
甲
斐
の
国
分
寺
お
よ
び
国

分
尼
寺
は
、
い
ま
の
笛
吹
市
一
宮
町
国
分
に
建
て

ら
れ
た
。
山
梨
県
立
博
物
館
の
す
ぐ
近
く
で
あ
る
。

「
そ
れ
造
塔
の
寺

兼
ね
て
国
華
た
り
」
と
い
わ
れ
、

そ
の
荘
厳
な
寺
の
甍
は
、
甲
斐
の
国
に
燦
然
と
輝

い
て
い
た
に
相
違
な
い
。
構
想
策
定
時
か
ら
課
題

と
さ
れ
て
い
る
こ
の
博
物
館
の
交
通
ア
ク
セ
ス
だ

が
、
歴
史
的
に
見
る
と
ま
さ
に
適
地
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
近
年
「
石
和
温
泉
」
と
改
称
さ
れ
た
Ｊ
Ｒ
中
央

本
線
の
駅
か
ら
約
2
㎞
、
国
道
20
号
勝
沼
バ
イ
パ

ス
に
沿
う
よ
う
に
山
梨
県
立
博
物
館
は
そ
の
瀟
酒

な
姿
を
見
せ
る
。
近
辺
に
は
桃
や
ぶ
ど
う
畑
が
の

ど
か
に
ひ
ろ
が
り
、
ま
さ
に
果
樹
王
国
山
梨
の
中

核
ゾ
ー
ン
で
あ
る
。
透
明
な
ガ
ラ
ス
の
箱
の
よ
う

な
建
物
は
、
全
館
ワ
ン
フ
ロ
ア
で
構
成
さ
れ
て
い

て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
配
慮
し
た
設
計
と
な
っ
て

い
る
。

　
甲
斐
の
語
源
は
こ
れ
ま
で
山
と
山
と
の
間
を
示

す
「
か
い
（
峡
）
」
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で

は
古
代
の
東
海
道
と
東
山
道
を
つ
な
ぐ
結
節
点
と

し
て
の
「
交
い
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
も
と
に
「
人
と
地
域
と
の
交
流
」
が
博
物

館
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
導
き
だ
さ
れ
、
様
々
に

展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
ア
プ
ロ
ー
チ
空
間
で
は
「
地
域
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
」
と
「
ビ
デ
オ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
が
県
下
一
円
の

市
町
村
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
、
さ
ら
に
子
ど
も
た

ち
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
設
け
ら
れ
た
「
キ
ッ
ズ

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
が
来
館
者
の
目

を
引
い
て
い
る
。
常
設
展
示
の
導

入
部
に
は
、
盆
地
部
か
ら
南
ア
ル

プ
ス
の
高
峰
ま
で
、
3
0
0
0
ｍ

の
標
高
差
を
持
つ
風
土
の
特
性
を

象
徴
的
に
見
せ
る
高
精
細
の
衛
星

写
真
が
立
体
的
に
構
成
さ
れ
、
子

ど
も
た
ち
は
争
っ
て
わ
が
家
の
あ

り
か
を
探
し
て
い
る
。

　
期
間
限
定
で
山
梨
の
国
宝
や
重
要
文
化
財
が
出

展
さ
れ
る
シ
ン
ボ
ル
展
示
に
続
く
の
が
メ
イ
ン
展

示
の
大
空
間
で
あ
る
。
テ
ー
マ
と
し
て
平
安
期
に

都
に
献
上
さ
れ
た
良
馬
甲
斐
黒
駒
、
信
玄
堤
に
代

表
さ
れ
る
水
と
の
取
り
組
み
、
鎌
倉
新
仏
教
と
祖

師
た
ち
、
甲
斐
源
氏
か
ら
武
田
信
玄
な
ど
時
代
を

切
り
開
い
た
武
士
た
ち
が
紹
介
さ
れ
る
。
な
か
で

も
圧
巻
は
「
里
に
く
ら
す
」「
城
下
町
の
賑
わ
い
」

「
山
に
生
き
る
」
な
ど
、
12
分
の
1
の
ス
ケ
ー
ル
の
人

形
4
0
0
体
が
活
躍
す
る
ジ
オ
ラ
マ
で
、
こ
の
博

物
館
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
知
恵

と
技
を
つ
く
す
農
民
や
、
江
戸
文
化
を
享
受
す
る

町
民
の
く
ら
し
ぶ
り
が
、
田
や
畑
、
城
下
町
を
背

景
に
リ
ア
ル
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
さ
れ
、
見
て

い
て
飽
き
さ
せ
な
い
。
目
を
凝
ら
す
と
狐
が
化
け

た
き
れ
い
な
女
性
に
し
っ
ぽ
が
つ
い
て
い
た
り
、

祭
り
で
賑
わ
う
町
の
あ
ち
こ
ち
に
猫
が
出
没
し
て

い
た
り
、
地
面
の
下
に
当
時
最
先
端
の
上
水
道
が

の
ぞ
い
て
い
た
り
、
様
々
に
話
題
と
ス
ト
ー
リ
ー

が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
子
ど
も
た
ち
や
来
場
者

の
心
を
捉
え
て
い
る
。

　
ま
た
甲
斐
の
繁
栄
を
支
え
た
高
瀬
舟
に
よ
る
富

士
川
水
運
、
東
西
南
北
を
結
ぶ
諸
街
道
や
巡
礼
の

道
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た

最
新
の
江
戸
文
化
の
結
晶
と
し
て
芝
居
小
屋

亀
屋

座
と
市
川
団
十
郎
、
道
祖
神
祭
り
と
歌
川
広
重
の

幕
絵
な
ど
、
豊
潤
な
当
時
の
甲
府
の
都
市
文
化
が

し
の
ば
れ
る
展
示
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て

の
養
蚕
王
国
か
ら
果
樹
王
国
へ
の
転
換
な
ど
、
時

代
と
と
も
に
変
遷
す
る
産
業
の
様
子
も
興
味
深
い
。

と
り
わ
け
、
か
つ
て
甲
州
財
閥
を
形
成
し
、
「
乗
り

物
と
灯
り
に
将
来
性
あ
り
」
と
説
い
た
若
尾
逸
平

を
は
じ
め
、
甲
武
鉄
道
な
ど
の
雨
宮
敬
次
郎
、
東

武
鉄
道
、
秩
父
鉄
道
な
ど
の
根
津
嘉
一
郎
、
そ
し

て
阪
急
電
車
の
小
林
一
三
な
ど
、
テ
ー
マ
交
流
の

象
徴
の
よ
う
な
交
通
を
手
が
け
た
人
物
像
は
、
近

代
日
本
を
切
り
開
い
た
甲
斐
の
人
々
の
開
明
性
と

進
取
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う

な
歴
史
の
光
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
影
の
部
分
で

も
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
、
度
重
な
る
大
水
害

な
ど
、
負
の
部
分
の
紹
介
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
注
目
し
た
い
。

　
特
徴
的
な
の
は
単
に

観
る
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、

様
々
な
体
験
の
機
能
で

あ
る
。
昔
の
子
ど
も
の

遊
び
、
農
作
業
や
両
替

商
の
仕
事
、
駕
篭
で
の

旅
な
ど
で
、
特
に
人
気

の
高
い
の
が
「
十
二
単
」

「
水
干
」「
上
下
」「
大
鎧
」

な
ど
歴
史
的
な
衣
装
で
、
実
際
に
身
に
つ
け
て
体

験
す
る
子
ど
も
に
、
親
た
ち
が
懸
命
に
カ
メ
ラ
を

向
け
て
い
る
光
景
が
微
笑
ま
し
い
。

　
広
大
な
芝
生
が
ひ
ろ
が
る
屋
外
エ
リ
ア
に
は
四

万
本
の
草
木
が
植
え
ら
れ
、「
甲
斐
八
珍
果
」
「
古

代
の
畠
と
ぶ
ど
う
畑
」
な
ど
、
郷
土
の
食
文
化
を

学
ぶ
と
と
も
に
、
種
ま
き
か
ら
収
穫
、
調
理
ま
で

も
が
実
際
に
体
験
で
き
る
ゾ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　
特
筆
す
べ
き
は
催
し
の
企
画
か
ら
運
営
、
展
示

ガ
イ
ド
ま
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
の
県
民
の
参
画

と
参
加
で
あ
る
。
館
内
に
お
け
る
親
し
み
や
す
く

面
白
い
説
明
、
子
ど
も
た
ち
の
研
究
の
相
談
な
ど

な
ど
、
そ
の
活
動
は
目
覚
ま
し
い
。
さ
ら
に
常
に

館
内
の
問
題
点
を
把
握
す
る
た
め
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
協

力
に
よ
る
「
通
信
簿
ツ
ア
ー
」
を
開
催
し
、
そ
の

結
果
を
も
と
に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
っ
て
、

県
民
を
は
じ
め
と
す
る
来
館
者
の
意
見
や
提
案
を

展
示
や
運
営
に
積
極
的
に
反
映
す
る
こ
と
も
試
み

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
県
立
博
物
館
は
ハ
ブ
博
物

館
で
あ
る
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
を
も
打
ち
出
し
、

県
内
全
域
の
80
の
博
物

館
、
美
術
館
と
連
携
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
組
み
、
情

報
と
人
の
交
流
を
行
い
、

共
同
事
業
も
実
施
し
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
先
駆
的
な

試
み
も
あ
っ
て
、
常
識
を

覆
し
な
が
ら
時
代
を
確

実
に
先
駆
け
て
い
る
の

が
こ
の
山
梨
県
立
博
物

館
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

か

い
ら
か

い
さ
わ

さ
ん
ぜ
ん

ぞ
う
と
う

こ
っ
か

み
こ
と
の
り

ふ
え
ふ
き

い
ち
の
み
や

こ
く
ぶ

し
ょ
う
し
ゃ

ま
く
え

じ
ゅ
う
に
ひ
と
え

か
い
は
っ
ち
ん
か

す
い
か
ん

か
み
し
も

か

ご
お
お
よ
ろ
い

メインエントランスに面した水辺に設けられた州浜

山々に囲まれた山梨の地形を表現した中庭「余白の台座」
関根伸夫 作 

ロビーから眺める四季折々に美しい庭園

博物館での楽しみのひとつ  明るいレストラン

自分の家も探せる 高精細衛星写真による山梨県の立体パネル

400体のミニチュア人形が活躍するジオラマ  城下町甲府の賑わい

来場者の人気を集めている体験型展示  歴史の体験工房

「かいじあむ」の水先案内人  ボランティアも参加する展示交流員

陽光のもと軽やかなたたずまい  シャープなデザインの山梨県立博物館 かいじあむ

　
昨
秋

開
館
一
周
年
を
迎
え
た
山
梨
県
立
博
物
館
は
博
物
館
の
常
識
を
覆
し
た
と
評
価
が
高
い
。
時
代
ご
と
の
資
料
の

陳
列
、
郷
土
が
輩
出
し
た
人
材
の
業
績
紹
介
と
い
っ
た
博
物
館
の
定
石
を
破
り
、
日
本
の
歴
史
に
新
し
い
光
を
あ
て
た

山
梨
出
身
の
歴
史
学
者
、
同
博
物
館
構
想
検
討
委
員
会
の
網
野
善
彦
委
員
長
の
主
唱
の
も
と
、
地
域
の
庶
民
の
く
ら
し

に
視
座
を
置
き
、
ジ
オ
ラ
マ
や
映
像
、
音
響
を
駆
使
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
劇
場
型
展
示
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）

休館日：月曜日(祝日の場合は翌日）・祝日の翌日・12/29～1/1
交通：甲府駅からバスで約30分
　　　石和温泉駅からバスで約10分、徒歩約35分
　　　中央自動車道一宮御坂ＩＣから車で約8分
URL：http://www.museum.pref.yamanashi.jp/


