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は
じ
め
に 

「
富
士
山
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
特
別
な
響ひ

び

き
を
持
っ
て
い
ま
す
。
標

高
３
７
７
６
ｍ
、
山
梨

や
ま
な
し

県
と
静
岡

し
ず
お
か

県
に
ま
た
が
る
日
本
最
高
峰

さ
い
こ
う
ほ
う

の
火
山
で
す
。
そ
の
優

美
な
姿
は
、
日
本
の
象

徴

し
ょ
う
ち
ょ
う

と
し
て
国
内
外
に
知
ら
れ
、
数
多
く
の
芸
術
作
品
の
題
材

と
な
り
、
日
本
の
文
化
に
も
大
き
な
影
響

え
い
き
ょ
う

を
与あ

た

え
て
き
ま
し
た
。 

そ
ん
な
富
士
山
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
小
冊
子
を
通
じ
て
、
一
緒

い
っ
し
ょ

に
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

●
富
士
山
は
文
化
遺
産 

２
０
１
３
年
６
月

22
日
、
富
士
山
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
委

員
会
に
お
い
て
〝
富
士
山-

信
仰

し
ん
こ
う

の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
〟
と
い
う

名
称

め
い
し
ょ
う

で
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
名
山
と
し
て
の
景
観

に
加
え
、
古
く
か
ら
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
数
々
の
芸
術
の
源
泉

と
し
て
、
世
界
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
文
化
遺
産
と
し
て

認
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
山
体
だ
け
で
な
く
、
周
辺
に
あ
る
神
社
や
登 

三保の松原からの富士山 
（やまなし観光推進機構 HP） 
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ま
し
た
。
室
町
時
代
に
な
る
と
登
山
道
が
開
か
れ
、
参
拝
の
た
め
に
登
る
山
と
し
て
一
般
庶
民

い
っ
ぱ
ん
し
ょ
み
ん

に
知
ら
れ
、

江
戸

え

ど

時
代
に
は
人
々
が
集
ま
っ
て
富
士
山
に
詣も

う

で
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

●
富
士
山
レ
ー
ダ
ー 

１
９
５
９
年
の
伊
勢
湾

い

せ

わ

ん

台
風
を
教
訓
に
、
台
風
の
早
期
発
見
を
目
的
と
し
て
、
富
士
山
頂
に
気
象
レ

ー
ダ
ー
の
設
置
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
工
事
は
資
材
を
運
び
入
れ
る
道
路
が
な
か
っ
た
こ
と
や
、
設
置 

す
る
場
所
の
気
象
条
件
が
厳
し
い
こ
と
も
あ
り
難
航
し
ま
し
た
が
、

１
９
６
４
年
に
完
成
し
、
台
風
監
視

か

ん

し

の
砦

と
り
で

と
し
て
活
躍

か
つ
や
く

し
て
き
ま
し

た
。
近
年
、
気
象
衛
星
に
よ
り
台
風
を
観
測
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

１
９
９
９
年
に
35
年
間
の
運
用
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
現
在
レ
ー
ダ

ー
本
体
は
富
士
山
頂
か
ら
解
体
撤
去

て
っ
き

ょ

さ
れ
、
富
士
吉
田

ふ

じ

よ

し

だ

市
に
富
士

山
レ
ー
ダ
ー
ド
ー
ム
館
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

当
時
の
気
象
庁
職
員
で
レ
ー
ダ
ー
建
設
責
任
者
で
あ
っ
た
新
田

に

っ

た

次
郎

じ

ろ

う

は
、
小
説
「
富
士
山
頂
」
で
建
設
当
時
の
様
子
を
描え

が

き
ま
し
た
。

そ
の
後
石
原
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
映
画
化
さ
れ
、
２
０
０
０
年
に

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

富士山レーダー （気象庁 HP） 
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山
道
、
洞
穴

ど
う
け
つ

、
湖
沼

こ
し
ょ
う

な
ど
計

25
か
所
で
す
。
三
保
の
松
原
か
ら
眺な

が

め
た
富
士
山
は
、
松
林
と
調
和
し
て

素
晴
ら
し
い
光
景
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。 

な
ぜ
、
富
士
山
は
自
然
遺
産
で
は
な
く
、
文
化
遺
産
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
の
理
由
の
た
め
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

① 

同
じ
よ
う
な
円
錐
形

え
ん
す
い
け
い

の
独
立
峰

ど
く
り
つ
ほ
う

の
山
が
い
く
つ
か
登
録
さ
れ
て
い
る
。 

② 

活
火
山
と
し
て
も
っ
と
活
動
の
激
し
い
山
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。 

③ 

人
間
に
よ
り
利
用
さ
れ
す
ぎ
て
し
ま
い
、
本
来
の
自
然
が
残
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。 

④ 

ご
み
が
多
い
こ
と
や
、
登
山
道
の
ト
イ
レ
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。 

●
富
士
山
と
信
仰 

古
く
か
ら
日
本
人
は
、
噴
火

ふ

ん

か

を
繰く

り
返
す
富
士
山
を
恐お

そ

ろ
し
く
神
秘
的

な
山
と
考
え
て
い
た
た
め
、
信
仰
と
崇
拝

す
う
は
い

の
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
。
富
士

山
周
辺
で
は
、
縄
文

じ
ょ
う
も
ん

時
代
に
つ
く
ら
れ
た
富
士
信
仰
の
た
め
と
思
わ
れ
る

遺
跡

い

せ

き

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
初
期
に
は
繰
り
返
す
噴
火
を
鎮し

ず

め

る
た
め
「
浅
間
神
社

せ
ん
げ
ん
じ
ん
じ
ゃ

」
が
建
て
ら
れ
、
平
安
時
代
後
期
に
は
「
修
験
道

し
ゅ
げ
ん
ど
う

」

（
山
岳

さ
ん
が
く

信
仰
と
仏
教
な
ど
が
融
合

ゆ
う
ご
う

し
た
日
本
独
自
の
宗
教
）
の
道
場
と
な
り 

富士山頂奥宮 
（富士山本宮浅間大社 HP）
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１
．
富
士
山
誕
生
の
歴
史 

富
士
山
は
、
溶
岩

よ
う
が
ん

や
火
山
灰
、
ス
コ
リ
ア
（
黒
っ
ぽ
い
軽
石
）
な
ど
が

円
錐
状

え
ん
す
い
じ
ょ
う

に
積
み
重
な
っ
て
で
き
た
「
成
層
火
山
」
で
す
。
一
般
的

い
っ
ぱ
ん
て
き

な
成

層
火
山
の
５
倍
の
体
積
が
あ
り
、
日
本
列
島
の
陸
上
で
最
大
の
火
山

で
す
。 

●
富
士
山
の
土
台 

富
士
山
の
内
部
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
富
士

山
（
新
富
士
火
山
）
の
中
に
は
、
古
富
士
火
山
と
小
御
岳

こ

み

た

け

火
山
が
埋う

も

れ
て
い
て
、
最
近
の
研
究
で
は
、
小
御
岳
火
山
の
下
に
さ
ら
に
古
い

先
小
御
岳

せ

ん

こ

み

た

け

火
山
が
埋
も
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
富
士

山
の
南
側
に
は
、
愛
鷹

あ
し
た
か

火
山
が
あ
り
ま
す
。
富
士
山
は
こ
れ
ら
の
古
い

火
山
を
土
台
と
し
た
、
何
階
建
て
に
も
な
っ
て
い
る
火
山
な
の
で
す
。 

富
士
山
の
土
台
と
な
っ
た
火
山
の
歴
史
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
か

ら
20
万
年
ほ
ど
前
、
愛
鷹
火
山
と
小
御
岳
火
山
が
噴
火

ふ

ん

か

を
繰く

り
返 

富士山の内部 （藤井，2013） 

新富士 

1万年～ 

先小御岳 

数10万年～20万年 

愛鷹山 

40-10万年 

小御岳 

～10万年 

古富士 

10万年～ 北 南 
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●
富
士
山
は
活
火
山 

昔
は
、
噴
煙

ふ
ん
え
ん

を
上
げ
て
い
る
火
山
を
「
活
火
山
」
、
富
士
山
の
よ
う
に
歴
史
時
代
に
噴
火
の
記
録
が
あ
っ

て
も
現
在
は
噴
煙
を
上
げ
て
い
な
い
火
山
を
「
休
火
山
」
、
歴
史
時
代
に
噴
火
の
記
録
が
な
い
火
山
を
「
死

火
山
」
と
よ
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
死
火
山
と
考
え
ら
れ
て
い
た
北
海
道
の
雌
阿
寒
岳

め

あ

か

ん

だ

け

や 

木
曽
御
嶽
山

き

そ

お

ん

た

け

さ

ん

、
休
火
山
と
考
え
ら
れ
て
い
た
秋
田
駒

あ

き

た

こ
ま

ヶが

岳だ
け

が

噴
火
し
た
こ
と
か
ら
、
噴
火
記
録
の
あ
る
火
山
や
今
後
噴
火

す
る
可
能
性
が
あ
る
火
山
を
す
べ
て
活
火
山
と
す
る
考
え
方

が
一
般
的

い
っ
ぱ
ん
て
き

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
富
士
山
は

休
火
山
か
ら
活
火
山
へ
改
め
ら
れ
、
現
在
は
休
火
山
や
死
火

山
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。 

活
火
山
の
定
義
は
時
代
と
と
も
に
少
し
ず
つ
変
化
し
て
き

ま
し
た
が
、
２
０
０
３
年
か
ら
は
火
山
予
知
連
絡
会

れ
ん
ら
く
か
い

が｢

概
お
お
む

ね

過
去
１
万
年
以
内
に
噴
火
し
た
火
山
及お

よ

び
現
在
活
発
な

噴
気

ふ

ん

き

活
動
の
あ
る
火
山｣

を
活
火
山
と
し
ま
し
た
。
２
０
１
４
年

５
月
現
在
、
日
本
に
は
１
１
０
の
活
火
山
が
あ
り
ま
す
。 

宝永 4 年 10 月 宝永噴火絵図 (静岡県立図書館)
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近
の
研
究
で
は
、
小
御
岳
火
山
の
下
に
さ
ら
に
古
い

先
小
御
岳

せ

ん

こ

み

た

け

火
山
が
埋
も
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
富
士

山
の
南
側
に
は
、
愛
鷹

あ
し
た
か

火
山
が
あ
り
ま
す
。
富
士
山
は
こ
れ
ら
の
古
い

火
山
を
土
台
と
し
た
、
何
階
建
て
に
も
な
っ
て
い
る
火
山
な
の
で
す
。 

富
士
山
の
土
台
と
な
っ
た
火
山
の
歴
史
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
か

ら
20
万
年
ほ
ど
前
、
愛
鷹
火
山
と
小
御
岳
火
山
が
噴
火

ふ

ん

か

を
繰く

り
返 

富士山の内部 （藤井，2013） 

新富士 

1万年～ 

先小御岳 

数10万年～20万年 

愛鷹山 

40-10万年 

小御岳 

～10万年 

古富士 

10万年～ 北 南 
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●
富
士
山
は
活
火
山 

昔
は
、
噴
煙

ふ
ん
え
ん

を
上
げ
て
い
る
火
山
を
「
活
火
山
」
、
富
士
山
の
よ
う
に
歴
史
時
代
に
噴
火
の
記
録
が
あ
っ

て
も
現
在
は
噴
煙
を
上
げ
て
い
な
い
火
山
を
「
休
火
山
」
、
歴
史
時
代
に
噴
火
の
記
録
が
な
い
火
山
を
「
死

火
山
」
と
よ
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
死
火
山
と
考
え
ら
れ
て
い
た
北
海
道
の
雌
阿
寒
岳

め

あ

か

ん

だ

け

や 

木
曽
御
嶽
山

き

そ

お

ん

た

け

さ

ん

、
休
火
山
と
考
え
ら
れ
て
い
た
秋
田
駒

あ

き

た

こ
ま

ヶが

岳だ
け

が

噴
火
し
た
こ
と
か
ら
、
噴
火
記
録
の
あ
る
火
山
や
今
後
噴
火

す
る
可
能
性
が
あ
る
火
山
を
す
べ
て
活
火
山
と
す
る
考
え
方

が
一
般
的

い
っ
ぱ
ん
て
き

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
富
士
山
は

休
火
山
か
ら
活
火
山
へ
改
め
ら
れ
、
現
在
は
休
火
山
や
死
火

山
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。 

活
火
山
の
定
義
は
時
代
と
と
も
に
少
し
ず
つ
変
化
し
て
き

ま
し
た
が
、
２
０
０
３
年
か
ら
は
火
山
予
知
連
絡
会

れ
ん
ら
く
か
い

が｢

概
お
お
む

ね

過
去
１
万
年
以
内
に
噴
火
し
た
火
山
及お

よ

び
現
在
活
発
な

噴
気

ふ

ん

き

活
動
の
あ
る
火
山｣

を
活
火
山
と
し
ま
し
た
。
２
０
１
４
年

５
月
現
在
、
日
本
に
は
１
１
０
の
活
火
山
が
あ
り
ま
す
。 

宝永 4 年 10 月 宝永噴火絵図 (静岡県立図書館)
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青木ヶ原溶岩 （富士五湖ＴＶ HP） 

貞
観
噴
火
は
、
北
西
山
麓

さ
ん
ろ
く

に
で
き
た
２
列
の
割
れ
目
火
口
か
ら

13
億
㎥
も
の
マ
グ
マ
が
あ
ふ
れ
出
し
、
溶
岩
が
山
麓
斜
面

し
ゃ
め
ん

を
流
れ
下

り
ま
し
た
。
こ
れ
が
青
木
ヶ
原
溶
岩
で
す
。
青
木
ヶ
原
溶
岩
は
、

本
栖
湖

も

と

す

こ

と
「
せ
の
湖う

み

」
と
よ
ば
れ
た
当
時
の
大
き
な
湖
に
流
れ
込こ

み
、

せ
の
湖
を
埋
め
立
て
て
、
現
在
の
精
進
湖

し

ょ
う

じ

こ

と
西
湖

さ

い

こ

の
小
さ
な
湖
に
分

断
し
ま
し
た
。
こ
の
噴
火
は
、
お
よ
そ
２
年
間
続
き
ま
し
た
。 

宝
永
噴
火
は
、
17
億
㎥

（
マ
グ
マ
と
し
て
は
７
億
㎥
）

も
の
火
山
灰
や
ス
コ
リ
ア
を
、

た
っ
た
16
日
間
で
噴
き
出

し
た
爆
発
的
な
噴
火
で
、 

南
東
山
腹
に
山
頂
火
口
よ
り
大
き
い
火
口
が
で
き
ま
し
た
。

噴
煙

ふ
ん
え
ん

が
高
さ
10
～
20
㎞
ま
で
達
し
、
火
山
灰
は
偏
西
風

へ
ん
せ
い
ふ
う

に
乗

っ
て
東
に
運
ば
れ
、
約
１
０
０
㎞
離は

な

れ
た
当
時
の
江
戸
市
中
で
数

㎝
も
降
り
積
も
り
ま
し
た
。 

宝永火口 （須藤 茂氏 撮影）

青木ヶ原溶岩 
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歴史時代の富士山の噴火 
（藤井，2013 小山 1998 から作図） 

し
て
い
ま
し
た
。
10
万
年
ほ
ど
前
に
な
る
と
そ
の
活
動
が
終
わ
り
、
か
わ
っ
て
小
御
岳
火
山
の
南
側
の
中

腹
で
、
古
富
士
火
山
が
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
古
富
士
火
山
は
、
火
山
灰
や
ス
コ
リ
ア
を
多
量
に
空
中
に

噴ふ

き
上
げ
る
爆
発
的

ば
く
は
つ
て
き

な
噴
火
を
繰
り
返
し
、
富
士
山
の
土
台
を
つ
く
り
ま
し
た
。 

●
新
富
士
火
山
の
噴
火 

お
よ
そ
１
万
年
前
に
な
る
と
、
古
富
士
火
山
の
山
頂
の
や
や
西
側
で
、
新
富
士
火
山
の
活
動
が
始
ま

り
ま
し
た
。
新
富
士
火
山
は
、
山
頂
と
山
腹
の
両
方
の
火
口
か
ら
、
溶
岩
が
流
れ
出
す
比
較
的

ひ

か

く

て
き

穏お
だ

や
か

な
噴
火
と
、
火
山
灰
や
ス
コ
リ
ア
を
噴
き
上
げ
る
爆
発
的
な
噴
火
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
新
富
士
火
山
の

活
動
の
初
め
の
頃こ

ろ

の
溶
岩
は
流
れ
や
す
く
、
40
㎞
も
流
れ
下
っ
た
も
の
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
２
２
０
０ 

年
前
の
噴
火
を
最
後
に
、
新
富
士
火
山
は
山
頂

火
口
か
ら
の
噴
火
が
途
絶

と

だ

え
、
山
腹
火
口
か
ら

の
噴
火
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。 

歴
史
記
録
で
は
、
富
士
山
の
噴
火
は
10
回
ほ

ど
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
平
安
時
代
の
８
６
４
～

８
６
６
年
の
貞
観

じ
ょ
う
が
ん

噴
火
と
江
戸

え

ど

時
代
の
１
７
０
７

年
の
宝
永

ほ
う
え
い

噴
火
が
、
特
に
大
き
な
噴
火
で
す
。 
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青木ヶ原溶岩 （富士五湖ＴＶ HP） 

貞
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麓
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列
の
割
れ
目
火
口
か
ら

13
億
㎥
も
の
マ
グ
マ
が
あ
ふ
れ
出
し
、
溶
岩
が
山
麓
斜
面

し
ゃ
め
ん

を
流
れ
下

り
ま
し
た
。
こ
れ
が
青
木
ヶ
原
溶
岩
で
す
。
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原
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は
、

本
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も

と

す
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と
「
せ
の
湖う

み

」
と
よ
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た
当
時
の
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な
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に
流
れ
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み
、
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の
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を
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、
現
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の
精
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と
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に
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こ
の
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お
よ
そ
２
年
間
続
き
ま
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た
。 

宝
永
噴
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は
、
17
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㎥

（
マ
グ
マ
と
し
て
は
７
億
㎥
）

も
の
火
山
灰
や
ス
コ
リ
ア
を
、

た
っ
た
16
日
間
で
噴
き
出

し
た
爆
発
的
な
噴
火
で
、 

南
東
山
腹
に
山
頂
火
口
よ
り
大
き
い
火
口
が
で
き
ま
し
た
。

噴
煙

ふ
ん
え
ん

が
高
さ
10
～
20
㎞
ま
で
達
し
、
火
山
灰
は
偏
西
風

へ
ん
せ
い
ふ
う

に
乗

っ
て
東
に
運
ば
れ
、
約
１
０
０
㎞
離は

な

れ
た
当
時
の
江
戸
市
中
で
数

㎝
も
降
り
積
も
り
ま
し
た
。 

宝永火口 （須藤 茂氏 撮影）

青木ヶ原溶岩 
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歴史時代の富士山の噴火 
（藤井，2013 小山 1998 から作図） 

し
て
い
ま
し
た
。
10
万
年
ほ
ど
前
に
な
る
と
そ
の
活
動
が
終
わ
り
、
か
わ
っ
て
小
御
岳
火
山
の
南
側
の
中

腹
で
、
古
富
士
火
山
が
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
古
富
士
火
山
は
、
火
山
灰
や
ス
コ
リ
ア
を
多
量
に
空
中
に

噴ふ

き
上
げ
る
爆
発
的

ば
く
は
つ
て
き

な
噴
火
を
繰
り
返
し
、
富
士
山
の
土
台
を
つ
く
り
ま
し
た
。 

●
新
富
士
火
山
の
噴
火 

お
よ
そ
１
万
年
前
に
な
る
と
、
古
富
士
火
山
の
山
頂
の
や
や
西
側
で
、
新
富
士
火
山
の
活
動
が
始
ま

り
ま
し
た
。
新
富
士
火
山
は
、
山
頂
と
山
腹
の
両
方
の
火
口
か
ら
、
溶
岩
が
流
れ
出
す
比
較
的

ひ

か

く

て
き

穏お
だ

や
か

な
噴
火
と
、
火
山
灰
や
ス
コ
リ
ア
を
噴
き
上
げ
る
爆
発
的
な
噴
火
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
新
富
士
火
山
の

活
動
の
初
め
の
頃こ

ろ

の
溶
岩
は
流
れ
や
す
く
、
40
㎞
も
流
れ
下
っ
た
も
の
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
２
２
０
０ 

年
前
の
噴
火
を
最
後
に
、
新
富
士
火
山
は
山
頂

火
口
か
ら
の
噴
火
が
途
絶

と

だ

え
、
山
腹
火
口
か
ら

の
噴
火
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。 

歴
史
記
録
で
は
、
富
士
山
の
噴
火
は
10
回
ほ

ど
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
平
安
時
代
の
８
６
４
～

８
６
６
年
の
貞
観

じ
ょ
う
が
ん

噴
火
と
江
戸

え

ど

時
代
の
１
７
０
７

年
の
宝
永

ほ
う
え
い

噴
火
が
、
特
に
大
き
な
噴
火
で
す
。 
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ま
た
、
富
士
山
に
は
放
射
状
に
数
多
く
の
谷
が
見
ら
れ
、
山
体
を
少
し

ず
つ
削け

ず

っ
て(

侵
食

し
ん
し
ょ
く

し
て)

い
ま
す
。
西
側
斜
面
に
は
、
ぱ
っ
く
り
と
傷
口
が

開
い
た
よ
う
な
大
き
な
侵
食
谷
が
あ
り
ま
す
。
「
大
沢
崩

お
お
さ
わ
く
ず

れ
」
と
よ
ば
れ
、

そ
の
幅は

ば

は
最
大
５
０
０
ｍ
、
深
さ
は
１
５
０
ｍ
に
も
及お

よ

ん
で
い
ま
す
。
大
沢
崩

れ
の
下
流
に
は
侵
食
に
よ
る
土
砂
が
堆
積
し
、
広
大
な
扇
状
地

せ
ん
じ
ょ
う
ち

を
作
っ
て

い
ま
す
。 

●
生
き
て
い
る
富
士
山 

富
士
山
は
、
今
ま
で
お
話
し
し
た
よ
う
な
噴
火
と
崩
壊
の
歴
史
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
現
在
の
姿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
富
士
山
の
よ
う
な
成
層

火
山
の
寿
命

じ
ゅ
み
ょ
う

は
、
数

10
万
年
～
１
０
０
万
年
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
富
士 

山
は
生
ま
れ
て
ま
だ
10
万
年
、
人
間
に
例
え
れ
ば
10
才
く
ら
い
の
若
い
火
山
で
す
。 

富
士
山
は
宝
永
噴
火
以
降
今
日
ま
で
約
３
０
０
年
間
噴
火
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
地
下
15
～
20
㎞

で
は
、
マ
グ
マ
の
動
き
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
小
さ
な
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
「
は
じ
め
に
」
で
お
話

し
し
た
よ
う
に
、
富
士
山
は
活
火
山
、
生
き
て
い
る
の
で
す
。
火
山
の
一
生
に
と
っ
て
３
０
０
年
は
ほ
ん
の

一
瞬

い
っ
し
ゅ
ん

、
つ
か
の
間
の
眠ね

む

り
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
噴
火
へ
の
備
え
が
必
要
で
す
。 

大沢崩れ （国土地理院，2003 加筆） 

北
大沢崩れ

南 
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こ
の
火
山
灰
が
数

10
㎝
以
上
降
り
積
も
っ
た
地
域
で
は
田
畑
が
全
滅

ぜ
ん
め
つ

し
、
ま
た
、
放
置
さ
れ
た
火
山

灰
は
、
雨
が
降
る
た
び
に
土
石
流

ど
せ
き
り
ゅ
う

と
な
っ
て
洪
水

こ
う
ず
い

を
引
き
起
こ
し
、
噴
火
後
数
10
年
に
わ
た
っ
て
人
々
の

生
活
を
苦
し
め
ま
し
た
。 

宝
永
噴
火
の
49
日
前
に
は
、
東
海
・
東
南
海
・
南
海
の
３
つ
の
地
震

じ

し

ん

が
連
動
し
た
と
さ
れ
る
「
宝
永
地

震
」
が
起
き
て
お
り
、
噴
火
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

●
富
士
山
の
崩
壊
と
侵
食 

富
士
山
は
、
い
つ
も
噴
火
を
繰
り
返
し
な
が
ら
成
長
し
続

け
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
姿
を
変
え
る
よ
う
な
大

き
な
山
体
崩
壊

ほ
う
か
い

（
山
崩

や
ま
く
ず

れ
）
を
何
度
も
起
こ
し
て
い
ま
す
。

一
番
新
し
い
山
体
崩
壊
は
、
約
２
９
０
０
年
前
に
東
側
斜
面

で
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
堆
積
物

た
い
せ
き
ぶ
つ

は
「
御
殿
場

ご

て

ん

ば

岩
屑

が
ん
せ
つ

な

だ
れ
堆
積
物
」
と
よ
ば
れ
、
御
殿
場
市
の
広
い
範
囲

は

ん

い

に
厚
く

分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
の
山
体
崩
壊
は
、
富
士
山
の
南
西
に

あ
る
「
富
士
川
河
口
断
層
帯
」
に
よ
る
地
震
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

御殿場岩屑なだれ堆積物の分布 
（防災科学技術研究所 HP） 
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ま
た
、
富
士
山
に
は
放
射
状
に
数
多
く
の
谷
が
見
ら
れ
、
山
体
を
少
し

ず
つ
削け

ず

っ
て(

侵
食

し
ん
し
ょ
く

し
て)

い
ま
す
。
西
側
斜
面
に
は
、
ぱ
っ
く
り
と
傷
口
が
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い
た
よ
う
な
大
き
な
侵
食
谷
が
あ
り
ま
す
。
「
大
沢
崩

お
お
さ
わ
く
ず

れ
」
と
よ
ば
れ
、

そ
の
幅は

ば

は
最
大
５
０
０
ｍ
、
深
さ
は
１
５
０
ｍ
に
も
及お

よ

ん
で
い
ま
す
。
大
沢
崩

れ
の
下
流
に
は
侵
食
に
よ
る
土
砂
が
堆
積
し
、
広
大
な
扇
状
地

せ
ん
じ
ょ
う
ち

を
作
っ
て

い
ま
す
。 

●
生
き
て
い
る
富
士
山 

富
士
山
は
、
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ま
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お
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噴
火
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崩
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歴
史
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繰
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ら
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す
。
富
士
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層

火
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ょ
う
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数
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万
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１
０
０
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。
富
士 

山
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生
ま
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万
年
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間
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の
若
い
火
山
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。 

富
士
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永
噴
火
以
降
今
日
ま
で
約
３
０
０
年
間
噴
火
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
地
下
15
～
20
㎞

で
は
、
マ
グ
マ
の
動
き
に
よ
る
と
考
え
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て
い
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小
さ
な
地
震
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発
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。
「
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０
０
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へ
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が
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す
。 

大沢崩れ （国土地理院，2003 加筆） 

北
大沢崩れ

南 
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こ
の
火
山
灰
が
数

10
㎝
以
上
降
り
積
も
っ
た
地
域
で
は
田
畑
が
全
滅

ぜ
ん
め
つ

し
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た
、
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置
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れ
た
火
山

灰
は
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が
降
る
た
び
に
土
石
流

ど
せ
き
り
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う

と
な
っ
て
洪
水

こ
う
ず
い

を
引
き
起
こ
し
、
噴
火
後
数
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に
わ
た
っ
て
人
々
の

生
活
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め
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し
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永
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は
、
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・
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海
・
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海
の
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地
震

じ

し

ん

が
連
動
し
た
と
さ
れ
る
「
宝
永
地

震
」
が
起
き
て
お
り
、
噴
火
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

●
富
士
山
の
崩
壊
と
侵
食 

富
士
山
は
、
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つ
も
噴
火
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繰
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が
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続
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。
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を
変
え
る
よ
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な
大
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体
崩
壊

ほ
う
か
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（
山
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や
ま
く
ず

れ
）
を
何
度
も
起
こ
し
て
い
ま
す
。

一
番
新
し
い
山
体
崩
壊
は
、
約
２
９
０
０
年
前
に
東
側
斜
面

で
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
堆
積
物

た
い
せ
き
ぶ
つ

は
「
御
殿
場

ご

て

ん

ば

岩
屑

が
ん
せ
つ

な

だ
れ
堆
積
物
」
と
よ
ば
れ
、
御
殿
場
市
の
広
い
範
囲

は

ん

い

に
厚
く

分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
の
山
体
崩
壊
は
、
富
士
山
の
南
西
に

あ
る
「
富
士
川
河
口
断
層
帯
」
に
よ
る
地
震
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

御殿場岩屑なだれ堆積物の分布 
（防災科学技術研究所 HP） 
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●
富
士
山
噴
火
で
お
こ
る
様
々
な
現
象 

富
士
山
は
〝
噴
火
の
デ
パ
ー
ト
〟
と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
、
小
さ
な
噴
火
か

ら
大
き
な
噴
火
ま
で
、
様
々
な
噴
火
現
象
と
災
害
を
起
こ
し
て
き
ま
し

た
。
国
で
は
今
後
、
富
士
山
で
火
砕
流

か
さ
い
り
ゅ
う

・
火
山
泥
流

で
い
り
ゅ
う

・
溶
岩
流

よ
う
が
ん
り
ゅ
う

・
降
灰

こ
う
は
い

な

ど
が
発
生
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
対
策
を
検
討
し
て
い
ま
す
。 

●
富
士
山
の
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

噴
火
が
始
ま
り
そ
う
な
時
、
避
難

ひ

な

ん

準
備
や
避
難
す
べ
き
か
な
ど
の
判

断
に
つ
い
て
、
気
象
庁
で
は
噴
火
警
戒

け
い
か
い

レ
ベ
ル
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
噴
火

の
可
能
性
が
高
ま
る
と
、
気
象
庁
か
ら
警
報
が
発
表
さ
れ
、
テ
レ
ビ
な
ど 

を
通
じ
て
知
ら
せ
て

く
れ
ま
す
。 

噴
火
警
報
レ
ベ
ル
４
に
な
る
と
警
戒
が
必
要
な
居

住
地
域
で
の
避
難
準
備
や
高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

な
ど
の
要よ

う

配
慮

は
い
り
ょ

者し
ゃ

の
避
難
な
ど
、
レ
ベ
ル
５
で
は
危
険
な
居
住
地
域

か
ら
の
避
難
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

火山噴火現象（鹿児島県 HP） 

噴火警戒レベル
（気象庁 HP 抜粋）
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２
．
富
士
山
の
噴
火
予
知
と
防
災 

●
富
士
山
の
火
山
観
測
体
制 

火
山
が
噴
火

ふ

ん

か

す
る
前
に
は
マ
グ
マ
が
地
下
か
ら
上
が

り
、
山
が
膨ふ

く

ら
ん
だ
り
、
地
震

じ

し

ん

が
起
き
る
こ
と
が
分
か

っ
て
い
ま
す
。
地
震
計
に
よ
る
地
震
観
測
、
傾
斜

け
い
し
ゃ

計
・
Ｇ

Ｐ
Ｓ
・
ひ
ず
み
計
に
よ
る
地
面
の
変
動
観
測
、
空
振

く
う
し
ん

計

で
噴
火
に
伴

と
も
な

う
音
波
や
遠
望
カ
メ
ラ
で
噴
煙

ふ
ん
え
ん

を
捉と

ら

え

る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。 

富
士
山
で
は
３
０
０
年
以
上
も
噴
火
が
起
こ
っ
て
い

な
い
た
め
、
観
測
機
械
で
噴
火
を
観
測
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
現
在
、
富
士
山
の
噴
火
を
予
知
す
る
た

め
に
、
国
や
大
学
な
ど
が
富
士
山
の
周
り
に
50
個
以

上
の
観
測
機
械
を
置
き
、
デ
ー
タ
は
気
象
庁
で
24
時

間
監
視

か

ん

し

し
て
い
ま
す
。 

富士山の火山観測体制 （気象庁提供） 
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富士山の火山観測体制 （気象庁提供） 
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い
ま
す
。
過
去
の
噴
火
の
歴
史
を
調
査
し
、
次
の
災
害
が
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
地
域
を
ま
と
め
た

地
図
で
す
。
そ
の
図
の
中
に
噴
火
に
よ
る
降
灰
予
想
が
あ
り
、
富
士
山
で
大
き
な
噴
火
が
発
生
し
た

場
合
、
富
士
山
か
ら
遠
く
１
０
０
㎞
以
上
離は

な

れ
た
千
葉
県
な
ど
に
も
火
山
灰
の
影
響
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
火
山
噴
火
の
影
響
と
い
う
と
、
火
口
の
近
く
を
流
れ
る
真
っ
赤
な
溶
岩
を
連 

想
し
が
ち
で
す
が
、
火
山
灰
は
雪
の
よ
う
に
は
溶と

け
な

い
た
め
、
い
っ
た
ん
火
山
灰
が
降
る
と
広
い
範
囲
に
わ
た

り
長
い
間
、
人
々
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま

す
。
例
え
ば
、
乗
り
物
へ
の
被
害

ひ

が

い

、
農
作
物
や
飲
料
水
へ

の
被
害
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。 

降灰予想図 （内閣府 HP）

自動車への被害

道路に降り積もった 
火山灰の清掃 

※ 富士山火山防災マップの URL は次のとおり 
http://www.bousai.go.jp/kazan/fujisan-kyougikai/fuji_map/

図 の見 方

降灰の堆積する範囲

50cm 以上

30～50cm
10～30cm
2～10cm
土石流到達範囲
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●
富
士
山
で
の
防
災
対
策 

富
士
山
の
周
り
に
は
、
噴
火
な
ど
に
よ
る
災
害
を
減
ら
す
た
め
の
気
象
観
測
機
械
や
ワ
イ
ヤ
ー
セ
ン
サ
、

砂
防
堰
堤

え
ん
て
い

な
ど
様
々
な
機
械
や
施
設

し

せ

つ

に
よ
り
、
防
災
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。
何
か
異
変
が
あ
っ
た
時
に

は
、
防
災
無
線
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
を
通
じ
て
住
民
に
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。 

●
富
士
山
噴
火
に
よ
る
影
響 

富
士
山
が
噴
火
し
た
時
に

は
広
い
範
囲

は

ん

い

に
影
響

え
い
き
ょ
う

が
及お

よ

び

ま
す
。
溶
岩
が
流
れ
た
場
合
に

は
、
山
梨

や
ま
な
し

県
、
静
岡

し
ず
お
か

県
で
最
大

約

75
万
人
が
避
難
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

富
士
山
で
は
、
将
来
想
定

さ
れ
る
災
害
を
ま
と
め
た
「
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
富
士
山
火
山

防
災
マ
ッ
プ
）
※
」
が
作
ら
れ
て 

富士山噴火での避難範囲 （静岡県危機管理部 HP）
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富
士
山
で
は
、
将
来
想
定

さ
れ
る
災
害
を
ま
と
め
た
「
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
富
士
山
火
山

防
災
マ
ッ
プ
）
※
」
が
作
ら
れ
て 

富士山噴火での避難範囲 （静岡県危機管理部 HP）

%0Ahttp://www.bousai.go.jp/kazan/fujisan-kyougikai/fuji_map/
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●
豊
富
な
地
下
水 

富
士
山
山
腹

さ
ん
ぷ
く

の
川
に
は
、
普
段

ふ

だ

ん

は
水
が
流
れ

て
い
ま
せ
ん
。
富
士
山
の
表
層
に
分
布
す
る
新
富

士
火
山
の
噴
出
物

ふ
ん
し
ゅ
つ
ぶ
つ

が
非
常
に
水
を
通
し
や
す
い

た
め
、
富
士
山
に
降
っ
た
雨
や
雪
解
け
水
は
、
地

下
に
浸し

み
込こ

み
、
地
下
水
と
な
っ
て
山
麓

さ
ん
ろ
く

に
向
か

っ
て
流
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
富
士
山
周
辺
に
は
、

多
く
の
湧
水

ゆ
う
す
い

（
湧わ

き
水
）
が
あ
り
ま
す
。
富
士
山 

北
側
の
山
梨

や
ま
な
し

県
側
で
有
名
な
湧
水
は
、
忍
野

お

し

の

八
海

は
っ
か
い

の
湧
水
で
す
。
ま
た
、

静
岡

し
ず
お
か

県
側
で
は
、
柿か

き

田
川

た

が

わ

、
白
糸

し
ら
い
と

の
滝た

き

、
湧わ

く

玉た
ま

池い
け

の
湧
水
な
ど
が
有
名
で
す
。 

こ
れ
ら
湧
水
の
多
く
は
溶
岩
の
末
端

ま
っ
た
ん

近
く
に
あ
る
こ
と
が
、
右
の
図
か
ら

分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
白
糸
の
滝
は
、
白
糸
溶
岩
の
ガ
サ
ガ
サ
し
た
と
こ
ろ

と
、
そ
の
下
の
水
を
通
し
に
く
い
と
こ
ろ
と
の
境
目

さ
か
い
め

を
流
れ
て
き
た
地
下
水

が
、
溶
岩
の
末
端
に
あ
る
崖が

け

の
途
中
か
ら
湧
き
出
し
、
滝
と
な
っ
て
糸
を
た

ら
し
た
よ
う
に
流
れ
落
ち
て
い
ま
す
。 

白糸の滝 (富士宮市 HP) 富士山周辺の主な湧水 (土，2007 加筆) 

白糸の滝

忍野八海

湧玉池

山中湖

河口湖
西湖

精進湖

本栖湖 丹沢山地

御坂山地 

箱根山 
愛鷹山

富士山天
守
山
地

主な湧水
柿田川

14 
 

３
．
富
士
山
の
恵
み 

●
昔
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
景
観 

富
士
山
は
、
東
西
南
北
ど
の
方
角

ほ
う
が
く

か
ら
も
美
し
い
円
錐
形

え
ん
す
い
け
い

の
姿
を
見

せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
姿
は
、
江
戸

え

ど

時
代
末
期
の
浮
世
絵

う

き

よ

え

の
題
材
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
浮
世
絵
と
し
て
は
、
葛
飾

か
つ
し
か

北
斎

ほ
く
さ
い

の

富
嶽

ふ

が

く

三
十
六

さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
く

景け
い

や
歌
川

う
た
が
わ

広
重

ひ
ろ
し
げ

の
東
海
道
五
十
三
次
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

特
に
有
名
な
北
斎
の
通
称

つ
う
し
ょ
う

「
赤あ

か

富
士

ふ

じ

」
は
、
夏
の
早
朝
の
富
士
山
を
河
口

湖
方
面
か
ら
描え

が

い
た
も
の
で
、
富
士
山
の
表
面
に
分
布
す
る
溶
岩

よ
う
が
ん

な
ど
に

含ふ
く

ま
れ
る
酸
化
し
た
鉄
分
が
、
朝
日
を
浴
び
て
赤
く
見
え
る
状

況

じ
ょ
う
き
ょ
う

を
描

い
た
名
作
で
す
。 

近
年
で
は
、
富
士
山
周
辺
の
景
観
を
生
か
し
、
多
く
の
リ
ゾ
ー
ト
施し

設せ
つ

が
建
設
さ
れ
、
私
た
ち
の
憩い

こ

い
の
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
リ

ゾ
ー
ト
施
設
を
訪
れ
た
と
き
は
、
北
斎
や
広
重
が
生
き
て
い
た
時
代
に
思

い
を
巡め

ぐ

ら
せ
ま
し
ょ
う
。 

東海道五十三次「由井宿」歌川広重作 「凱風快晴」通称“赤富士”葛飾北斎作
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東海道五十三次「由井宿」歌川広重作 「凱風快晴」通称“赤富士”葛飾北斎作



17 
 

●
心
を
い
や
す
温
泉 

現
在
、
富
士
山
周
辺
の
各
地
に
は
、
い
く
つ
も
の
温
泉
施
設
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
に

あ
る
温
泉
は
、
自
然
に
湧
き
出
し
て
い
る
温
泉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
下
お
よ
そ
１
５
０
０
ｍ
ま
で
井
戸
を

掘
っ
て
、
30
～
40
度
の
温
泉
を
汲
み
上
げ
て
い
ま
す
。
一
方
、
富
士
山
に
近
い
箱
根
も
火
山
で
す
が
、
箱 

根
に
は
自
然
に
湧
き
出
し
て
い
る
熱
い
温
泉
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
違ち

が

い
は
、
な
ぜ
起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
富

士
山
で
は
温
泉
の
熱
源
と
な
っ
て
い
る
マ
グ
マ
溜た

ま

り
が
地
下
の
深

い
と
こ
ろ
に
あ
る
た
め
、
熱
が
伝
わ
り
に
く
く
、
箱
根
に
比
べ
て

地
下
の
浅
い
と
こ
ろ
の
地
下
水
が
温
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。 

銭
湯

せ
ん
と
う

の
壁か

べ

に
は
、
富
士
山
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

数
多
く
あ
り
ま
す
。
富
士
山
を
見
な
が
ら
お
湯
に
浸つ

か
り
た
い

と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
思
い
を
地

下
深
く
ま
で
井
戸
を
掘
っ
て
現
実
の
も
の
に
し
た
の
が
、
富
士

山
裾
野

す

そ

の

の
各
地
に
作
ら
れ
て
い
る
温
泉
施
設
で
す
。
温
泉
に
ゆ

っ
く
り
浸
か
り
、
大
地
の
恵め

ぐ

み
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

銭湯の壁に描かれている富士山
(みちくさ学会 HP) 

16 
 

ま
た
、
山
梨
県
側
の
富
士
五
湖
に
は
、
流
れ
込
む
大
き
な
川

が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
常
に
湖
水
を
湛た

た

え
て
い
ま
す
。
こ
の
理
由
は
、

富
士
山
北
側
の
山
麓
に
降
っ
た
雨
が
地
下
に
浸
み
込
み
、
標
高

の
低
い
富
士
五
湖
で
湧
き
出
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

富
士
山
周
辺
で
は
、
多
く
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
生
産

さ
れ
て
い
ま
す
。
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
新
富
士
火
山
の
溶
岩

な
ど
を
流
れ
て
き
た
地
下
水
で
、
そ
の
多
く
は
深
さ
１
０
０
ｍ
程

度
の
井
戸

い

ど

を
掘ほ

っ
て
汲く

み
上
げ
て
い
ま
す
。
２
０
１
２
年
の
年
間

の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
生
産
量
を
県
別
に
み
る
と
、
全
国
１
位

が
山
梨
県
、
２
位
が
静
岡
県
で
す
。
両
県
と
も
富
士
山
周
辺
以 

外
で
生
産
さ
れ
て
い
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
量
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
２
つ
の
県
で
全
国
生
産
量
の

半
分
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。 

富
士
山
周
辺
で
生
産
さ
れ
て
い
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
特
徴

と
く
ち
ょ
う

と
し
て
、
バ
ナ
ジ
ウ
ム
と
い
う
ミ
ネ
ラ

ル
が
、
他
の
産
地
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
よ
り
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
理
由
は
、
バ
ナ
ジ
ウ
ム
が
富

士
山
か
ら
噴
出
し
た
玄
武
岩

げ

ん

ぶ

が

ん

質し
つ

溶
岩

よ
う
が
ん

に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
す
。 

山梨

34%

静岡

21%鳥取

10%

鹿児島

6%

兵庫, 6%

北海道, 4%

富山, 4%

群馬, 2%
長野, 2%

熊本, 2%

その他

9%

県別のミネラルウォーターの生産量の比較 
（日本ミネラルウォーター協会 HP から作成） 

2012年のデータ
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ラ
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富
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溶
岩

な
ど
を
流
れ
て
き
た
地
下
水
で
、
そ
の
多
く
は
深
さ
１
０
０
ｍ
程

度
の
井
戸

い

ど

を
掘ほ

っ
て
汲く

み
上
げ
て
い
ま
す
。
２
０
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２
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梨
県
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２
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岡
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士
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ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
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ま
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県
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バ
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ミ
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ミ
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ラ
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ォ
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タ
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よ
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ま
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バ
ナ
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富

士
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か
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噴
出
し
た
玄
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岩
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ん
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よ
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（日本ミネラルウォーター協会 HP から作成） 

2012年のデータ
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●
富
士
山
が
見
え
る
場
所 

日
本
一
の
高
さ
を
誇ほ

こ

る
富
士
山
で
も
、
日
本
の
地
形
は
複
雑
な
の
で
、
遠
く
離は

な

れ
て
い
て
も
見
え
る
場

所
や
、
近
く
て
も
見
え
な
い
場
所
が
あ
り
ま
す
。
富
士
山
が
最
も
遠
く
か
ら
見
え
る
場
所
は
、
北
限
で
は

福
島
県
二
本
松
市
の
日
山

ひ

や

ま

（
標
高
１
０
５
７
ｍ
）
で
、
富
士
山
と
の
直
線
距
離

き

ょ

り

は
２
９
９
㎞
で
す
。
南
限
は 

東
京
都
八
丈
町

は
ち
じ
ょ
う
ま
ち

の
八
丈
島
東
山
（
標

高
７
０
１
ｍ
）
で
、
そ
の
距
離
は
２
７
１
㎞

で
す
。
西
限
は
和
歌
山
県
那
智
勝
浦

な

ち

か

つ

う

ら

町
に
あ
る
色
川

い
ろ
か
わ

富
士
見

ふ

じ

み

峠
と
う
げ

（
旧
小
麦

峠
）
で
、
そ
の
距
離
は
３
２
３
㎞
に
な
り

ま
す
。
各
地
点
と
も
富
士
山
か
ら
こ

れ
ほ
ど
離は

な

れ
る
と
、
気
象
条
件
な
ど
が

揃そ
ろ

わ
な
い
と
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
都
心
で
は
ビ
ル
な
ど
に
よ
っ

て
、
富
士
山
が
見
え
る
場
所
が
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

富士山が見える場所 （佐野，2008 加筆）

▲：富 士 山 頂        ：富 士 山 の可 視 範 囲

色川富士見峠 八丈島東山

日山
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地　点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

石垣島 18.6 19.1 20.8 23.3 25.7 28.0 29.5 29.2 27.9 25.9 23.2 20.1 24.3

東　京 6.1 6.5 9.4 14.6 18.9 22.1 25.8 27.4 23.8 18.5 13.3 8.7 16.3

旭　川 -7.5 -6.5 -1.8 5.6 11.8 16.5 20.2 21.1 15.9 9.2 1.9 -4.3 6.9

富士山 -18.4 -17.8 -14.2 -8.7 -3.4 1.1 4.9 6.2 3.2 -2.8 -9.2 -15.1 -6.2

*単位（度）　　　　　＊統計期間：1981～2010年
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登山期間

４
．
富
士
山
豆
知
識 

●
富
士
山
頂
の
気
温 

富
士
山
の
気
温
は
、
山
頂
の
剣け

ん

が
峰み

ね

に
あ
る
富
士

山
特
別
地
域
気
象
観
測
所
で
観
測
し
て
い
ま
す
。
年

間
の
平
均
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
6.2
度
で
す
。
北
海
道
の

旭
川

あ
さ
ひ
か
わ

で
は
6.9
度
、
東
京
で
は
16.3
度
、
沖
縄
県

お
き
な
わ
け
ん

の
石
垣

い
し
が
き

島じ
ま

で
は
24.3
度
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
富
士
山
頂
の
気
温

は
飛
び
抜ぬ

け
て
低
く
、
平
地
で
こ
の
寒
さ
の
地
域
を
探

す
と
、
シ
ベ
リ
ア
の
北
極
圏

ほ
っ
き
ょ
く
け
ん

付
近
に
相
当
し
ま
す
。
富

士
山
と
日
本
各
地
の
平
均
気
温
を
比
較

ひ

か

く

す
る
と
、
そ

の
違ち

が

い
が
良
く
分
か
り
ま
す
。
富
士
山
の
登
山
期
間
は
、

厳
し
い
気
象
条
件
を
受
け
て
夏
季
の
2
ヶ
月
程
度
に

限
定
し
て
い
ま
す
。
富
士
山
に
登
る
時
は
、
十
分
な
装

備
を
整
え
て
安
全
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

各地の気温 （気象庁 HP から作図）
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●
紙
幣
や
切
手 

富
士
山
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
紙
幣

し

へ
い

に
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
１
９
１
３
年
発
行
の
50
銭
紙
幣
で

す
。
こ
の
紙
幣
に
は
、
愛あ

し

鷹
山

た
か
や
ま

か
ら
の
富
士
山
が
描え

が

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
１
９
５
１
年
と
１
９
６
９
年

発
行
の
旧
５
百
円
札
に
は
大
月
市
の
笹
子
雁
ヶ

さ

さ

ご

か

り

が

腹
山

は
ら
や
ま

か
ら
の
富
士
山
、
１
９
８
４
年
発
行
の
旧
５
千
円
札

と
２
０
０
４
年
発
行
の
千
円
札
に
は
、
本
栖

も

と

す

湖こ

の
湖
畔

こ

は

ん

か
ら
の
富
士
山
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

富
士
山
は
切
手
に
も
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
大
正
時
代
に
発
行
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
富
士
山
頂
郵
便
局
か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
や
、
富
士
山
レ
ー
ダ
ー
、
東
名
高
速

道
路
完
成
の
記
念
切
手
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

      

50 銭紙幣に描かれた富士山 
（Eclipse2009，2011） 

旧５千円紙幣の図柄となった 
本栖湖の逆さ富士 
（Captain76，2010） 

富士山が描かれた切手（ブログ）
1922 年発行、左 8 銭、右 20 銭 
http://suzu22rann.web.fc2.com/

hujisann.html#hujisikakitte 
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●
各
地
の
富
士
山 

富
士
山
と
名
前
が
つ
く
山
は
、
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
世
界
に
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
日
本
で
富
士

山
と
名
前
が
つ
く
一
番
低
い
山
は
、
秋
田
県
に
あ
る
「
明
田

み
ょ
う
で
ん

富
士
山
」
で
す
。
標
高
は
35
ｍ
で
、
日
本
山
岳

さ
ん
が
く

会
に
よ
り
〝
日
本
一
低
い
富
士
山
〟
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
北
海
道
の
羊よ

う

蹄
山

て
い
ざ
ん

は

「
蝦
夷

え

ぞ

富
士
」
、
鹿
児
島
県

か

ご

し

ま

け

ん

の
開
聞

か
い
も
ん

岳だ
け

は
「
薩
摩

さ

つ

ま

富
士
」
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。 

世
界
で
も
富
士
山
に
似
て
い
る
山
に
富
士
の
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
チ
リ
の
中
南
部
に
あ
る

オ
ソ
ル
ノ
山
は
「
チ
リ
富
士
」
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
北
島
西
海
岸
に
あ
る
タ
ラ
ナ
キ
山
は
「
南
洋

な
ん
よ
う

富
士
」
と

よ
ば
れ
て
い
ま
す
。 

       

明田富士山（ブログ） 
http://blog.goo.ne.jp/taic02/e/bfc
2a6b34e63aacca028aa170baf44a2

オソルノ山（Sarah and Iain，2007）

タラナキ山（Phillip Capper，2008）
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明田富士山（ブログ） 
http://blog.goo.ne.jp/taic02/e/bfc
2a6b34e63aacca028aa170baf44a2

オソルノ山（Sarah and Iain，2007）

タラナキ山（Phillip Capper，2008）

http://suzu22rann.web.fc2.com/hujisann.html#hujisikakitte
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一般社団法人 全国地質調査業協会連合会では、「日本ってどんな国」

という小冊子のシリーズを、今までに６冊作ってきました。また、平成 25 年度に

は創立 50 周年を記念して、その合本版も作成しました。 

これらの小冊子は、以下のホームページから、誰でも見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ってどんな国 

地 震 編     地下水編 

火 山 編     豪 雨 編 

津 波 編     液状化編 

合本版（６シリーズ） 

http://www.zenchiren.or.jp/
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☆ 詳しいつくり方は、〝富士市ホームページ ＞ 富士山とかぐや姫の情報 ＞ 

富士山の情報 ＞「富士山おりがみ」のつくり方〟をごらんください。 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000036400/hpg000036393.htm

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

① 十字に折り目をつける。 

② 下の 2 つの角を中心に合せて折る。 

③ ひっくり返し、残りの角を中心に合せる。 

④ 合せた角を折り返す。 

⑤ 同じように折り返して、富士山の雪の部分をつくる。 

⑥ ひっくり返し、下の角と上の角を合せて折る。 

⑦ さらに半分に折る。 

⑧ 中わり折をするための折筋をつける。 

⑨ 角を中に折りこむ。 

⑩ 完成！ のり付けすると、よりきれいに仕上がります。 

⑪ 中にメッセージを書くことができます。 

 

%0Ahttps://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000036400/hpg000036393.htm


i 
 

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会では、「日本ってどんな国」

という小冊子のシリーズを、今までに６冊作ってきました。また、平成 25 年度に

は創立 50 周年を記念して、その合本版も作成しました。 

これらの小冊子は、以下のホームページから、誰でも見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ってどんな国 

地 震 編     地下水編 

火 山 編     豪 雨 編 

津 波 編     液状化編 

合本版（６シリーズ） 

http://www.zenchiren.or.jp/
 

 全地連 検索

22 
 

         

 

☆ 詳しいつくり方は、〝富士市ホームページ ＞ 富士山とかぐや姫の情報 ＞ 

富士山の情報 ＞「富士山おりがみ」のつくり方〟をごらんください。 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000036400/hpg000036393.htm

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

① 十字に折り目をつける。 

② 下の 2 つの角を中心に合せて折る。 

③ ひっくり返し、残りの角を中心に合せる。 

④ 合せた角を折り返す。 

⑤ 同じように折り返して、富士山の雪の部分をつくる。 

⑥ ひっくり返し、下の角と上の角を合せて折る。 

⑦ さらに半分に折る。 

⑧ 中わり折をするための折筋をつける。 

⑨ 角を中に折りこむ。 

⑩ 完成！ のり付けすると、よりきれいに仕上がります。 

⑪ 中にメッセージを書くことができます。 

 

%0Ahttp://www.zenchiren.or.jp/


iii 
 

 
皆さんは、「自然災害」というと地震(じしん)や火山噴火(ふんか)、が

け崩(くず)れや洪水(こうずい)などを思い起こすのではないでしょうか。 
近年、人口の増加とともに国土のあらゆる所に人が住むようになり、自

然災害が数多く発生しています。また、自然災害と人工的な要因が重な
り合って、被害(ひがい)が大きくなることもあります。人類の繁栄(はんえ
い)とともに、自然災害は複雑化・巨大化(きょだいか)しています。 
自然災害には、大きく分けて地震や火山噴火による災害と、豪雨(ご

うう)を引き金とするがけ崩れや洪水などの災害があります。地震や火
山噴火による災害と防災については、本シリーズ（日本ってどんな国）
の「地震と地盤(じばん)から考えてみよう」と「火山大国 その脅威(き
ょうい)と恵(めぐ)み」でお話しました。 
この小冊子では、豪雨が引き起こす土砂災害・道路災害・河川災害

について解説し、私たち地質コンサルタントが、ジオドクターとしてこれ
らの災害を未然に防ぐために、どのように取り組んでいるのかをご紹
介(しょうかい)します。 
 
 資料(改訂版)は PDF(5.6MByte) 
 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 

 国土交通省：洪水ハザードマップポータルサイトへのリンク 
 
 

皆さんは「火山」というと何を思い浮かべるでしょうか？ 
地球内部で生まれたマグマが上昇し、溶岩や火山灰などが地球表

面に噴ふき出してできた地形を火山といいます。 火山の活動は、地
震とともに私たちに地球が生きていることを感じさせてくれます。 国
立公園のおよそ３分の２に火山が見られ、日本の美しい風景に火山
は欠くことができません。 
ところで、皆さんは「火山」というと何を思い浮かべるでしょうか。 
多くの人が「噴火」や「温泉」を思い浮かべるのではないでしょうか。 

このように、火山には噴火による災害の脅威もあるし、その一方で温
泉などの恵みも我々に与えてくれます。 
この小冊子では、まず初めに火山についての一般的なことがらを解

説し、次に火山の「脅威」と「恵み」についてお話しします。 
そして、最後に私たち地質コンサルタントが、地球のお医者さん＝ジオ

ドクターとして、どのように火山と関わり合っているかをご紹介します。 
 
 資料(改訂版)は PDF(5.5MByte) 
 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 

 火山ハザードマップへのリンク ：（独）防災科学技術研究所 
 
 
どんな生物でも、水がなければ生きていけません。 
人体の約６０％は水分ですし、植物は約９０％が水で占められていま
す。このように命を支えるために重要な水と、私たちは、どう向き合っ
てゆけばよいのでしょうか？ 
水は雨として降りそそぎ、地下水や川となって海に帰ります。 
人間は、昔から地下水を利用して生活してきました。水と共にあるくら
しの中で、地下水との付き合い方を考えてゆきましょう。 
１．地下水って何処から来るの？【巡る地下水】 
２．地下水の量ってどれくらいあるの？【大切な地下水】 
３．地下水の利用 
４．地下水問題を考える 
５．地下水はどうやって調べるの？ 
付・地下水の流れをみてみよう！ 
 
 資料(改訂版)は PDF(4.2MByte) 
 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 
 
 
 

日本ってどんな国シリーズ－３ 〝火山大国 その脅威と恵み〟 

日本ってどんな国シリーズ－２ 〝地下水は大地からの恵み〟 

日本ってどんな国シリーズ－４ 〝豪雨から国土を守る〟 
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日本ってどんな国 をクリックすると、下の画面が出ます。それぞれについ

ている 資料 をクリックすると、それぞれの小冊子が見られます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

日本ってどんな国シリーズ 6 テーマ合本 ＋  

日本の地形と地質についての解説 

目次 

 1.日本ってどんな国 

 2.プレート・テクトニクス 

 3.欧米の地形・地質 

 4.日本の地形・地質 

 5.日本の気候 

 

 

 資料は PDF(7.6MByte) 

 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 

 

 東日本大震災では、千葉県浦安市など東京湾沿(えん)岸(がん)部
(ぶ)を中心に液状化の被害が問題になりました。住宅の被害は関東
地方だけで一万七千棟(むね)にのぼるといわれ、史上最大級の液状
化被害が発生したといえます。このような液状化現象は、どうして起こ
るのでしょうか。 
 この小冊子では、液状化現象が起こりやすい場所やその仕組み、地
盤の液状化によって生じる被害、対策方法と我々ジオ・ドクターの役割
などについてご紹介します。 
 
 資料(改訂版)は PDF(4.8MByte) 
 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 

 JGCA-GUPI：東日本大震災の情報サイトへのリンク 
 

 

 
 巨大な地震と、それに続く大津波。 現代人の予想をはるかに超え
た、歴史上にもまれな大然の力に、ただ呆然とするばかりでした。 し
かし、私たちは、ただ立ち止まってよいわけには行きません。 残され
た者の役割は、今回の津波を教訓として、未来に向けてどう生かす
かにあります。 
 この小冊子では、津波の歴史や発生のメカニズム、今回の津波被
害の実態を知ると共に、津波にどう立ち向かうかを考えるきっかけに
なればと考えています。 また、私たち地質コンサルタントが、ジオドク
ターとしてどう津波と取り組んでいるかをご紹介します。 
 
 資料(改訂版)は PDF(7.2MByte) 
 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 
 JGCA-GUPI：東日本大震災の情報サイトへのリンク 

日本ってどんな国シリーズ－６ 〝液状化に学ぶ〟 

日本ってどんな国シリーズ 〝６テーマ合本版〟 

日本ってどんな国シリーズ－５ 〝津波の脅威と防災〟 
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皆さんは最近地震が多いと感じていませんか？ 
｢なぜこんなに地震が多いのか｣、 
｢自分が生活しているところは大丈夫か｣と不安を感じていませんか？ 
この小冊子は、私たちが暮らす日本の地盤を知ることの大切さを、一
人でも多くの方に理解していただくために、日本全国の地盤をいつも
調査している仲間で作ったものです。 
私たちは、道路や橋や堤防などが建設される地盤の特徴を調べ、こ
れらの施設を安心して使用するための提案をしています。 
これから複雑な日本の地盤の特徴を皆さんに紹介し、私たちの活動
の一端をご覧いただきます。 
１．世界の地震の２０％が日本で発生 
２．日本の地質はモザイク模様？ 
３．地盤にもある「体質」や「癖」 
４．国によって違う構造物―地震の多い国土に適した構造物― 
５．地質コンサルタントは地球のお医者さん 
 
 資料(改訂版)は PDF(4.4MByte) 
 MS-PowerPoint 版(旧版) もあります(2.7MByte) 
 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 

 

「日本ってどんな国」というシリーズではありませんが、日本の地形や地質に

ついてもう少しくわしく説明した「豊かで安全な国土のマネジメントのために」も、

ここで紹介しています。 
 
 
● 脆弱な日本列島 
   プレートテクノトニクス からみた日本列島 
   日本の地形の特徴と 狭い国土の利用 
   山地では 
   平野では 
● 災害立国日本 
   地震による災害 
   火山による災害 
   斜面災害 
   地すべり 
   その他の災害 
   地下水に関する問題 
● 日本列島と欧米の地質 
   日本と欧米の地質 
   海底トンネルの比較 
   日本とヨーロッパの岩盤状況 

 編集・発行：(社)全国地質調査業協会連合会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぜひ一度、ご覧ください！！ 

日本列島周辺のプレートテクトニクス 断層によるトンネル湧水

桜島の大噴火

日本列島の地形と地質概要 

日本ってどんな国シリーズ－１ 〝地震と地盤から考えてみよう〟 

地すべり災害
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