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都留文科大学地域交流研究センターとは？

地域交流研究センターでは、地域に根ざし地域と共同

した活動を推進し、つぎのような取り組みをおこない

ます。

１）地域交流に関するプロジェクトの推進

２）学校の先生方などの教育相談

３）地域のニーズに応えた貢献活動

４）さまざまな地域交流の連携の推進
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戦
争
終
結
か
ら
60
年
目
の
２
０
０
５
年
８

月
15
日
、
日
本
で
は
全
国
戦
没
者
追
悼
式
、

中
国
で
は
「
中
国
人
民
抗
日
戦
争
と
世
界

フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
勝
利
60
周
年
記
念
式
典
」、

韓
国
で
は
「
韓
国
光
復
（
独
立
）
60
周
年
記

念
式
典
」
と
３
国
間
で
対
立
す
る
内
容
の
記

念
行
事
が
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
主
催
で
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
こ
の
日
、
小
泉
純
一

郎
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
は
な
か
っ
た
も
の

の
、
少
な
か
ら
ぬ
閣
僚
と
国
会
議
員
が
参
拝

を
行
な
い
、
中
国
、
韓
国
の
両
政
府
か
ら
抗

議
を
受
け
ま
し
た
（
小
泉
首
相
は
そ
の
後
10

月
17
日
に
５
回
目
の
靖
国
神
社
参
拝
を
行
な

い
、
中
国
政
府
は
町
村
外
相
訪
中
を
拒
否
、

韓
国
も
日
韓
首
脳
会
談
の
困
難
を
表
明
し
て

抗
議
を
行
な
い
、
不
信
・
反
発
を
強
め
ま
し

た
）。

　

一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ド
イ
ツ
が
連
合

国
に
無
条
件
降
伏
し
た
日
を
記
念
し
て
、
５

月
８
日
、
９
日
を
「
記
憶
と
和
解
の
日
」
と

定
め
て
、各
国
で
記
念
式
典
を
催
し
ま
し
た
。

「
記
憶
と
和
解
の
日
」
は
国
連
総
会
の
「
第

二
次
世
界
大
戦
終
結
60
周
年
を
記
念
す
る
決

議
」（
２
０
０
４
年
11
月
）に
基
づ
く
も
の
で
、

「
記
憶
」と
は
、ま
ず
歴
史
認
識
で
あ
り
、フ
ァ

シ
ズ
ム
、
軍
国
主
義
を
明
確
に
否
定
す
る
共

通
の
認
識
と
決
意
に
立
っ
て
こ
そ
、
未
来
に

向
け
た
協
力
を
可
能
に
す
る
「
和
解
」
が
す

す
む
と
、同
決
議
の
前
文
で
述
べ
て
い
ま
す
。

　

モ
ス
ク
ワ
で
は
５
月
９
日
、
ロ
シ
ア
の

プ
ー 

チ
ン
政
権
の
主
催
の
も
と
、
ド
イ
ツ

の
シ
ュ
レ
ダ
ー
首
相
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ラ
ク

大
統
領
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
ら

が
出
席
し
た
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
、
か
つ

て
敵
味
方
に
分
か
れ
て
い
た
各
国
の
代
表
ら

が
、
侵
略
の
歴
史
を
繰
り
返
さ
ず
、
現
代
の

人
類
が
対
応
す
る
姿
勢
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
場

と
な
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
レ
ベ

ル
、
各
自
治
体
レ
ベ
ル
で
も
「
記
憶
と
和
解

の
日
」
の
行
事
が
行
わ
れ
、
ド
イ
ツ
は
ナ
チ

ス
ド
イ
ツ
の
「
過
去
の
克
服
」
を
基
本
的
に

達
成
し
、
近
隣
諸
国
な
ら
び
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
お
い
て
信
頼
関
係
を
確
立

し
た
こ
と
を
印
象
づ
け
ま
し
た
。

　

２
０
０
５
年
の
東
ア
ジ
ア
は
、
靖
国
問
題

や
歴
史
教
科
書
問
題
、日
本
人
の
戦
争
認
識
、

歴
史
認
識
を
め
ぐ
っ
て
中
国
、
韓
国
か
ら
批

判
と
抗
議
が
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
日
本

側
か
ら
の
反
発
が
起
こ
り
、
８
月
15
日
は
上

述
の
よ
う
に
「
記
憶
と
和
解
」
に
は
ほ
ど
遠

い
、
３
国
間
の
軋
あ
つ
れ
き轢
と
亀き

れ

つ裂
の
溝
の
深
さ
を

世
界
に
印
象
づ
け
た
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

＊

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
対
照
的
に
、
日
・
中
・

韓
の
障
壁
、
と
く
に
戦
争
認
識
と
歴
史
認

識
を
め
ぐ
る
障
壁
が
狭
き
ょ
う
あ
い隘
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
よ
っ
て
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
て
し
ま
っ
た

２
０
０
５
年
に
お
い
て
、そ
の
障
壁
を
破
り
、

東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
歴
史
の
扉
を
ひ
ら
く
一

つ
の
「
鍵
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
出
版

さ
れ
た
の
が
、
日
・
中
・
韓
３
国
共
同
編
集

『
未
来
を
ひ
ら
く
歴
史　

東
ア
ジ
ア
３
国
の

近
現
代
史
』（
高
文
研
、
２
０
０
５
年
５
月
）

で
し
た
。

　
『
未
来
を
ひ
ら
く
歴
史
』
は
、
平
和
な
東

ア
ジ
ア
共
同
体
、
す
な
わ
ち
国
家
、
国
境

の
枠
を
超
え
た
東
ア
ジ
ア
市
民
社
会
を
形
成

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
日
・
中
・
韓
の
研

究
者
、
教
師
、
市
民
が
３
国
に
民
間
団
体
の

日
中
韓
３
国
共
通
歴
史
教
材
委
員
会
を
組
織

し
、
２
０
０
２
年
か
ら
編
集
作
業
に
取
り
組

み
、
11
回
に
お
よ
ぶ
国
際
編
集
会
議
を
開
催

し
な
が
ら
、
２
０
０
５
年
５
月
下
旬
に
３
国

同
時
刊
行
を
実
現
し
た
の
で
す
。

　

同
書
は
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
会
議
（
Ｊ

Ｃ
Ｊ
）
か
ら
２
０
０
５
年
度
Ｊ
Ｃ
Ｊ
特
別
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。「
自
国
中
心
の
閉
ざ
さ

れ
た
歴
史
認
識
が
教
育
の
場
に
持
ち
込
ま
れ

よ
う
と
し
て
い
る
昨
今
、
日
中
韓
３
国
の
研

究
者
、
教
師
、
市
民
が
３
年
間
の
協
力
で
、

国
境
を
越
え
た
視
点
か
ら
史
上
初
め
て
の
歴

史
書
を
３
国
同
時
刊
行
し
ま
し
た
。
東
ア
ジ

ア
の
平
和
構
築
へ
向
け
て
の
画
期
的
な
試
み

と
し
て
評
価
で
き
ま
す
」
と
い
う
の
が
表
彰

の
理
由
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

＊

　
『
未
来
を
ひ
ら
く
歴
史
』
は
、巻
頭
の
「
読

者
の
み
な
さ
ん
へ
」
に
お
い
て
、
歴
史
を
学

ぶ
目
的
を
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
歴
史
を
学
ぶ
の
も
、
過
去
を
教
訓

と
し
て
未
来
を
開
拓
す
る
た
め
な
の
で
す
。
過

ぎ
去
っ
た
19
〜
20
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
に

は
、
侵
略
と
戦
争
、
人
権
抑
圧
な
ど
の
洗
い
流

し
が
た
い
傷
が
染
み
付
い
て
い
ま
す
。

　

過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
肯
定
的
な
面
は
受
け
継

ぎ
な
が
ら
も
、
誤
っ
た
点
を
徹
底
的
に
反
省
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
の
美
し
い
地

球
で
、
よ
り
平
和
で
明
る
い
未
来
を
開
拓
す
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

　　

平
和
と
民
主
主
義
、
人
権
が
保
障
さ
れ
る

東
ア
ジ
ア
の
未
来
を
開
拓
す
る
た
め
に
、
私

た
ち
が
歴
史
を
通
じ
て
得
る
こ
と
が
で
き

る
教
訓
は
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
本
を
読
み

な
が
ら
み
ん
な
で
一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

同
書
は
ま
た
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、

平
和
な
東
ア
ジ
ア
共
同
体
形
成
へ
の
展
望
を

次
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

東
ア
ジ
ア
に
平
和
の
共
同
体
を
つ
く
る
た
め

に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
歴
史
認
識
の
共
有
が

不
可
欠
で
す
。
歴
史
認
識
を
共
有
す
る
こ
と
へ

の
展
望
は
、
東
ア
ジ
ア
に
生
き
る
市
民
が
、
侵

略
戦
争
と
植
民
地
支
配
の
歴
史
を
事
実
に
も
と

づ
い
て
学
び
、
過
去
を
克
服
す
る
た
め
の
対
話

と
討
論
を
重
ね
る
こ
と
を
通
じ
て
、
確
実
に
切

り
開
か
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

＊

　

東
ア
ジ
ア
市
民
社
会
の
形
成
に
は
世
界
市

民
的
な
立
場
か
ら
の
歴
史
認
識
の
共
有
が
不

可
欠
に
な
り
ま
す
。
そ
の
実
現
の
た
め
の
歴

史
の
道
程
は
ま
だ
は
る
か
な
未
来
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、『
未
来
を
ひ
ら
く
歴
史
』
は
最

初
の
一
歩
と
し
て
の
挑
戦
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。
３
国
と
も
す
で
に
同
教
材
の
改
訂
作

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
同
歴
史
教
材

の
完
成
度
を
高
め
る
た
め
に
、
日
本
側
の
代

表
編
集
者
の
一
人
と
し
て
私
も
努
力
を
続
け

て
い
く
決
意
で
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
社
会
を
主

体
的
に
担
い
な
が
ら
、
日
本
と
い
う
国
家
の

枠
を
超
え
て
、
も
っ
と
広
い
東
ア
ジ
ア
市
民

社
会
を
形
成
す
る
展
望
を
も
つ
た
め
に
、
多

く
の
人
々
が
こ
の
本
を
読
ん
で
下
さ
る
よ
う

願
っ
て
い
ま
す
。

(

か
さ
は
ら　

と
く
し
・
本
学
比
較
文
化
学
科
教
員)



　

都
留
市
立
図
書
館
は
、
木き
ら
く
し
ゃ

楽
舎
︵
山
梨
県
中
央
市
︶
の
荻
野
雅

之
さ
ん
を
招
い
て
２
０
０
５
年
11
月
６
日
に
﹁
つ
み
木
広
場
﹂
を

開
き
ま
し
た
︵
関
連
記
事
﹁
た
く
さ
ん
の
出
会
い
を
つ
く
っ
た

小
さ
な
つ
み
木
﹂
を
参
照
︶
。
家
具
づ
く
り
を
専
門
に
す
る
木
工

所
で
あ
る
木
楽
舎
が
、
間
伐
材
で
つ
み
木
を
作
り
、
つ
み
木
遊
び

の
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
は
﹁
森
を
再
生
し
た
い
﹂
と
い
う
願
い

が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
都
留
市
立
図
書
館
の
﹁
つ
み
木
広
場
﹂

を
き
っ
か
け
に
木
楽
舎
の
荻
野
さ
ん
と
交
流
の
機
会
を
も
っ
た

地
域
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー 

フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
部
門
で

は
、
２
０
０
６
年
春
と
秋
に
幼
児
教
育
関
係
者
と
﹁
つ
み
木
広
場
﹂

の
意
義
を
い
っ
そ
う
ひ
ろ
く
、
深
く
学
ぶ
交
流
企
画
﹁
つ
み
木
広

場
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

 

一
方
、
岡
部
工
業
所
︵
山
梨
県
大
月
市
︶
は
、
薪
ス
ト
ー
ブ
を

楽
し
む
こ
と
を
通
し
た
森
の
再
生
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
手
広
く

鉄
工
業
を
い
と
な
ん
で
い
た
岡
部
工
業
所
は
、
か
つ
て
は
特
注
に

応
じ
て
薪
ス
ト
ー
ブ
を
作
る
程
度
で
し
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
経

済
の
崩
壊
︵
１
９
９
１
年
2
月
︶
で
事
情
は
一
変
し
ま
し
た
。
岡

部
工
業
所
の
佐
々
木
裕
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
建
築
関
係
の
仕
事
が

と
だ
え
、
や
が
て
銀
行
の
融
資
も
打
ち
切
ら
れ
、
従
業
員
の
給
料

の
支
払
い
さ
え
難
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
努

力
を
お
し
ま
な
い
佐
々
木
さ
ん
は
、
工
場
の
ま
え
に
﹁
手
づ
く
り

薪
ス
ト
ー
ブ
﹂
の
看
板
を
だ
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
薪
ス
ト
ー

ブ
を
買
う
の
は
都
会
の
人
、
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
と
は
違
い
、

地
元
の
人
た
ち
が
頻
繁
に
シ
ョ
ウ
ル
ー
ム
に
よ
っ
て
く
れ
る
よ
う

に
な
り
、
お
客
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
薪
ス
ト
ー
ブ
の
よ
さ
を
考
え

る
﹁
薪
ス
ト
ー
ブ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
を
開
く
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

 

こ
の
よ
う
な
地
域
の
産
業
と
文
化
の
動
向
は
、
地
域
交
流
研
究

セ
ン
タ
ー
が
果
た
し
た
ら
よ
い
役
割
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
に

示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

                                         　
　
　
　
　
　
　
　
︵
編
集
部
・
今
泉
︶ 

地
域
の
自
然
と
文
化
を
つ
な
ぐ
仕
事
を
見
出
す

木楽舎の“つみ木広場”と岡部工業所の“薪ストーブ・シンポジウム”

岡部工業所の薪ストーブ 木楽舎の「楽つみ木」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
﹁
小
さ
な
つ
み
木
が
大
き
な
も
の
に
変
身
し
、
子
ど
も
の
姿
も

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
き
ま
し
た
。
﹂
﹁
こ
ん
な
に
集
中
す
る
わ
が
子
を
見

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
﹂
﹁
感
動
を
あ
り
が
と
う
。
﹂

 

２
０
０
５
年
11
月
６
日
、
都
留
市
立
図
書
館
の
﹁
つ
み
木
広
場
﹂

に
参
加
し
た
皆
さ
ん
の
感
想
で
す
。

 

出
会
い
は
一
枚
の
チ
ラ
シ
。
昨
年
２
月
、
﹁
こ
れ
、
お
も
し
ろ

そ
う
だ
。
図
書
館
ま
つ
り

4

4

4

4

4

4

で
で
き
る
か
な
。
﹂ 

図
書
館
長
か
ら
渡

さ
れ
た
の
は
﹁
県
立
科
学
館
・
つ
み
木
広
場
﹂
の
お
知
ら
せ
で
し
た
。

 

市
立
図
書
館
で
は
、
毎
年
秋
の
読
書
週
間
に
図
書
館
ま
つ
り

4

4

4

4

4

4

を

開
催
し
て
い
ま
す
。
一
昨
年
は
、
﹃
思
い
出
株
式
会
社
﹄
︵
清
水
書

院
、
１
９
８
３
︶
の
著
者
、
本
県
出
身
の
映
画
俳
優
・
土
屋
嘉よ

し

お男

さ
ん
の
講
演
会
を
開
き
、
多
く
の
方
々
に
図
書
館
に
親
し
ん
で
頂

き
ま
し
た
。
そ
の
図
書
館
ま
つ
り
で
﹁
積
み
木
遊
び
﹂
と
は
・
・
・
。

私
は
腰
が
引
け
ま
し
た
。

 

３
月
初
旬
、
私
は
小
三
の
姪
を
連
れ
、
半
信
半
疑
で
、
甲
府
の

科
学
館
に
、
﹁
木き
ら
く
し
ゃ

楽
舎
つ
み
木
研
究
所
﹂
の
荻
野
雅
之
さ
ん
を
訪

ね
ま
し
た
。
会
場
で
は
真
っ
赤
な
敷
物
の
上
で
、
大
勢
の
親
子
が

真
剣
に
、
楽
し
そ
う
に
、
つ
み
木
を
積
ん
で
い
ま
す
。
お
城
、
橋
、

遊
園
地
、
身
長
よ
り
高
い
塔
、
等
々
。
初
め
て
触
れ
る
﹁
楽ら
く

つ
み

木
﹂
は
、
カ
ラ
カ
ラ
と
軽
く
、
手
に
や
さ
し
く
、
清
々
し
い
木
の
香

り
を
放
ち
、
１
万
５
千
個
の
量
で
迫
っ
て
き
ま
す
。
荻
野
さ
ん
は
助

言
や
呼
び
か
け
を
し
な
が
ら
会
場
を
歩
き
、
創
作
を
励
ま
し
ま
す
。

 

﹁
森
を
元
気
に
す
る
た
め
、
ヒ
ノ
キ
の
間
伐
材
で
つ
み
木
を
作
っ

て
い
ま
す
。
﹂ 

そ
う
つ
み
木
運
動

4

4

4

4

4

を
語
る
荻
野
さ
ん
の
話
に
、
﹁
都

留
で

＞

広
場

＜

を
開
こ
う
! 

つ
み
木
で
森
と
図
書
館
を
つ
な
ぎ
た

い
。
﹂
と
心
が
は
や
り
ま
し
た
。

 

﹁
図
書
館
ま
つ
り
・
つ
み
木
広
場
﹂
に
は
、
市
内
外
か
ら
４
０
０

人
も
が
集
ま
り
、
満
員
御
礼
の
大
盛
況
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
都

留
文
科
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
協
力
で
先
行
開
催
し

た
﹃
森
の
絵
本
・
絵
画
・
写
真
展
﹄
で
は
、
都
留
の
森
を
テ
ー
マ
に

し
た
展
示
が
新
聞
・
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
楽
つ
み
木
と
併
せ

て
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。
都
留
大
生
の
根
木
直
子
さ
ん
︵
つ
る
子
ど

も
ま
つ
り
事
務
局
︶
・
飯
島
千
恵
さ
ん
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し

て
く
れ
ま
し
た
。
３
セ
ン
チ
の
小
さ
な
つ
み
木
は
た
く
さ
ん
の
出
会

い
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵
あ
お
い
け 

え
つ
こ
・
都
留
市
立
図
書
館
司
書
︶

た
く
さ
ん
の
出
会
い
を
つ
く
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
さ
な
つ
み
木

青
池
恵
津
子

都留市図書館で開催された「つみ木広場」（2005 年 11 月 6 日、写真提供・青池恵津子さん）

地域で働き人をつなぐ
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私
は
木き

ら

く

し

ゃ

楽
舎
と
い
う
家
具
工
房
を
経
営

す
る
木
工
家
で
す
。
家
具
創
り
の
か
た
わ

ら
、
八
年
前
か
ら
、
山
梨
県
産
の
ヒ
ノ
キ
の

間
伐
材
で
、
小
さ
な
つ
み
木
﹁
楽ら
く

つ
み
木
﹂

︵
３cm

が
基
準
の
３
種
類
、
立
方
体
、
底
辺

５cm

の
台
形
、
長
さ
12cm

の
板
︶
を
造
っ

て
い
ま
す
。
今
で
は
全
国
の
保
育
園
、
幼
稚

園
、
小
学
校
、
学
童
保
育
、
な
ど
で
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
の
つ
み
木
が
こ
ん
な
ふ
う

に
話
題
を
呼
び
、
心
あ
る
人
々
か
ら
依
頼
が

あ
る
と
は
、
思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

８
年
前
、
毎
年
参
加
す
る
清
里
の
ポ
ー
ル

ラ
ッ
シ
ュ
祭
の
こ
ろ
、
私
の
家
族
︵
長
男
︶

が
も
ら
し
た
﹁
家
具
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
子
ど

も
も
遊
べ
る
も
の
を
作
っ
て
﹂
と
い
う
一
言

か
ら
、﹁
つ
み
木
創
り
﹂
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
ヒ
ノ
キ
の
つ
み
木
を
つ
く
り
は
じ

め
た
こ
ろ
、
﹁
山
か
ら
木
が
降
り
て
こ
な
く

て
製
材
所
が
危
な
い
﹂
と
い
う
報
道
番
組
を

見
、
多
く
の
人
工
林
が
、
手
入
れ
が
い
き
と

ど
か
ず
、
有
機
的
な
関
係
が
崩
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
。
口
先
だ
け
で

﹁
林
業
が
厳
し
い
﹂
﹁
山
は
危
機
だ
﹂
と
い
っ

て
も
世
間
は
振
り
向
き
ま
せ
ん
。
人
び
と
を

納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
﹁
木
を
活
か
す
技

術
﹂
を
も
っ
た
者
た
ち
が
地
域
の
山
に
目
を

む
け
、
そ
こ
か
ら
出
た
木
を
﹁
具
体
的
に
活

か
さ
ね
ば
﹂
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

ヒ
ノ
キ
の
つ
み
木
は
、
関
心
を
寄
せ
て
も

ら
う
一
つ
の
小
さ
な
き
っ
か
け
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
私
は
こ
の
発

想
を
メ
ジ
ャ
ー
級
の
変
化
球
と
い
っ
て
い
ま

す
。

 

以
来
、
ヒ
ノ
キ
の
つ
み
木
を
つ
く
り
続
け

て
い
ま
す
が
、
そ
の
﹁
楽
つ
み
木
﹂
は
、
保

育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
な
ど
で
購
入
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
二
万
個
の
つ
み
木
を
持
っ

て
、
﹁
つ
み
木
広
場
﹂
と
い
う
も
の
を
地
域

の
子
ど
も
会
、
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校

で
開
い
て
い
ま
す
。
つ
み
木
で
思
い
き
り
遊

ん
だ
後
に
、
つ
み
木
が
生
ま
れ
る
山
の
話
を

し
、
森
林
を
再
生
す
る
た
め
の
つ
み
木
な
ん

だ
と
話
す
と
、
子
ど
も
た
ち
に
は
す
ご
く
伝

わ
り
ま
す
。

 

こ
れ
か
ら
の
主
人
公
で
あ
る
子
ど
も
た
ち

に
、
木
に
触
れ
な
が
ら
、
香
り
や
、
木
の
良

さ
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。
木
の
味
わ
い
を
、

人
間
の
﹁
右
脳
﹂
で
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
森
林
を
大
切
に
す
る
心

が
育
っ
て
く
れ
た
ら
、
と
思
い
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 

◇ 

 

は
じ
め
は
、
子
ど
も
た
ち
が
つ
み
木
で
こ

ん
な
に
遊
ぶ
と
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
と

な
の
目
線
・
興
味
と
子
ど
も
の
そ
れ
と
は
違

う
の
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
た
ち
が
つ
み
上

げ
る
つ
み
木
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
が
芸
術
作

品
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
つ
み
木

へ
の
関
心
は
衰
え
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
は

思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
と
き
、
新
し
い
工

夫
を
試
み
よ
う
と
無
言
の
な
か
に
い
ま
す
。

苦
労
し
積
み
上
げ
て
完
成
し
た
と
き
の
喜

び
、
せ
っ
か
く
積
み
上
げ
た
の
に
あ
っ
と
い

う
間
に
崩
れ
て
し
ま
う
時
の
妙
な
興
奮
。
と

地
域
の
自
然
と
文
化
を
つ
な
ぐ
仕
事
を
見
出
す

ち
ゅ
う
で
つ
み
木
が
成
長
し
な
い
こ
と
に
気

づ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
空
間
を
分

け
あ
う
連
帯
感
、
安
ら
ぎ
、
自
信
。
﹁
つ
み

木
広
場
﹂
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
は
﹁
新
し

い
自
分
﹂
を
発
見
し
ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ

が
﹁
つ
み
木
広
場
﹂
の
魅
力
で
す
。

 

私
た
ち
は
そ
の
運
動
を
し
っ
か
り
し
た
も

の
に
す
る
た
め
に
、
木
楽
舎
つ
み
木
研
究
所

と
い
う
も
の
を
つ
く
り
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 

◇

 

﹁
つ
み
木
広
場
﹂
が
始
ま
っ
て
8
年
目
に

入
り
ま
す
。
こ
の
運
動
が
全
国
的
に
少
し
ず

つ
広
が
り
つ
づ
け
、
理
解
者
が
確
実
に
増
え

て
き
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
楽
つ
み
木
運
動

の
と
て
も
重
要
な
一
年
に
な
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

 

ま
た
、
今
年
は
、
都
留
文
科
大
学
フ
ィ
ー

ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
共
同
で
、
森
と
子

ど
も
と
遊
び
と
﹁
楽
つ
み
木
﹂
を
む
す
ぶ
﹁
つ

み
木
広
場
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
を
計
画
し
て
い

ま
す
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、

つ
み
木
運
動
と
が
も
た
ら
す
新
し
い
ア
ー
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
、
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ま

と
共
有
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

︵
お
ぎ
の 

ま
さ
ゆ
き
・
木
楽
舎
つ
み
木
研
究
所
・

山
梨
県
中
央
市
︶

﹁
つ
み
木
広
場
﹂
は
森
と
木
と
人
を
つ
な
ぐ

 
 
 
 
 

メ
ジ
ャ
ー
級
の
変
化
球
を
！

木
楽
舎
つ
み
木
研
究
所 
 

荻
野 

雅
之

３種類の小さなつみ木
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﹁
薪
ス
ト
ー
ブ
が
ほ
し
い
！
﹂
い
つ
か
誰

か
が
発
し
た
こ
の
言
葉
も
、
自
分
に
と
っ
て

わ
く
わ
く
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
北
国

育
ち
の
自
分
に
し
て
み
れ
ば
、
薪
ス
ト
ー
ブ

は
身
近
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
田
舎
や
お

年
寄
り
の
家
に
し
か
な
い
非
近
代
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
ず
も
っ
て
﹁
格
好
良
い
家
を

作
り
た
い
﹂
と
始
め
た
﹁
ア
パ
ー
ト
再
生
計

画
﹂*

で
、
な
ぜ
薪
ス
ト
ー
ブ
な
ん
て
い
う

田
舎
臭
い
も
の
を
置
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
だ

と
い
う
気
持
ち
で
あ
っ
た
。

 

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
冬
場
に
さ
し

か
か
り
、
と
て
つ
も
な
く
寒
く
て
改
装
の
作

業
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
大
量

の
建
築
廃
材
の
処
分
に
も
困
っ
て
い
た**

。

﹁
薪
ス
ト
ー
ブ
が
あ
っ
た
ら
﹂
と
い
う
言
葉

が
皆
の
頭
を
ち
ら
つ
い
た
。
以
前
、
大
月
に

手
作
り
薪
ス
ト
ー
ブ
の
﹁
岡
部
工
業
所
﹂
が

あ
る
と
聞
き
皆
で
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
実
際
に
見
た
こ
と
に
よ
り
、
薪
ス
ト
ー

ブ
を
使
っ
た
暖
か
い
生
活
を
皆
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
た
。
デ
ザ
イ
ン
も
シ
ン
プ
ル
で
非
常
に

素
敵
な
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
絶
対
に
欲
し

く
な
り
購
入
す
る
に
い
た
る
。

 

わ
が
家
に
薪
ス
ト
ー
ブ
が
や
っ
て
く
る

と
、
ま
ず
本
当
に
暖
か
く
て
泣
け
た
。
そ
れ

ま
で
寒
く
て
停
滞
し
て
い
た
作
業
が
活
発
に

な
り
、
施
工
中
に
関
わ
ら
ず
薪
ス
ト
ー
ブ
の

前
で
、
皆
で
夕
食
を
食
べ
た
り
休
憩
し
た
り

も
し
た
。
薪
ス
ト
ー
ブ
で
イ
モ
を
焼
い
た
り

す
る
と
、
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が
い

つ
の
ま
に
か
集
ま
っ
て
き
た
。

 

﹁
つ
る
小
屋
﹂***

が
完
成
し
た
現
在
、
来

る
人
は
ま
ず
薪
ス
ト
ー
ブ
に
興
味
を
も
っ
て

く
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
周
り
に
は
自
然
と
人

が
集
ま
る
。
皆
楽
し
そ
う
に
し
て
い
る
が
、

ま
ず
自
分
自
身
、
薪
ス
ト
ー
ブ
に
薪
を
く
べ
、

燃
え
て
揺
ら
め
く
火
を
見
て
い
る
と
﹁
ア

パ
ー
ト
を
改
装
し
て
よ
か
っ
た
な
。
自
分
の

ア
パ
ー
ト
で
薪
ス
ト
ー
ブ
使
う
。
学
生
で
こ

ん
な
贅ぜ
い
た
く沢

な
こ
と
を
し
て
い
る
人
は
い
な
い

な
﹂
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
湧
き
出
て
く

る
。
い
ま
や
薪
ス
ト
ー
ブ
を
も
っ
と
も
愛
用

し
、
楽
し
ん
で
い
る
の
は
自
分
で
あ
る
。

 

薪
ス
ト
ー
ブ
を
購
入
す
る
に
当
た
り
岡
部

工
業
所
の
佐
々
木
さ
ん
ご
夫
婦
に
は
大
変
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

■
購
入
ま
で
の
流
れ

２
０
０
４
年
９
月
２
日 

 

私
が
岡
部
工
業
所
の
薪

ス
ト
ー
ブ
を
初
見
学

２
０
０
４
年
９
月
12 

日 

関
係
者
皆
で
薪
ス
ト
ー

ブ
を
見
学

２
０
０
５
年
１
月
12
日 

購
入
予
約

２
０
０
５
年
１
月
23
日  

つ
る
小
屋
へ
運
ぶ

 
 

 
 

︵
さ
さ
き 

ひ
ろ
あ
き
・
本
学
社
会
学
科
４
年
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

私
の
会
社
は
大
月
市
で
鉄
工
所
を
営
ん
で

い
ま
す
。
私
の
主
人
で
三
代
目
で
、
私
の
祖

父
が
大
正
10
年
に
創
業
し
た
﹁
村
の
鍛
冶
屋
﹂

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
15
年
ほ
ど
前
、
友
人

の
ク
ラ
フ
ト
︵
手
作
り
工
芸
︶
作
家
に
薪
ス

ト
ー
ブ
を
造
っ
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
の
が

き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
薪
ス
ト
ー
ブ
の
製
作

を
は
じ
め
ま
し
た
。
薪
ス
ト
ー
ブ
の
需
要
は

少
し
ず
つ
増
え
、
こ
の
数
年
は
急
激
に
売
り

上
げ
が
伸
び
て
い
ま
す
。

 

こ
れ
ま
で
薪
ス
ト
ー
ブ
は
高
価
な
贅ぜ
い
た
く沢
品

で
あ
り
、
別
荘
の
よ
う
な
非
日
常
的
な
場
で

イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
楽
し
む
イ
メ
ー
ジ
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
薪
ス
ト
ー
ブ
の
優
れ

た
暖
房
能
力
や
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
良
さ
を
見

直
し
、
料
理
な
ど
の
日
常
生
活
に
薪
ス
ト
ー

ブ
を
取
り
入
れ
る
方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

 

そ
こ
で
数
年
前
か
ら
、
私
の
会
社
で
は
、

装
飾
を
極
力
お
さ
え
て
機
能
に
て
っ
し
た

定
番
シ
リ
ー
ズ
の
薪
ス
ト
ー
ブ
を
売
り
出
し

ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
新
型
薪
ス
ト
ー
ブ
に
、

私
は
子
ど
も
の
頃
に
読
ん
だ
、
ヘ
ン
リ
ー
・

D
・
ソ
ロ
ー
の
﹃
森
の
生
活
﹄*

を
思
い
出

し
、
二
タ
イ
プ
の
薪
ス
ト
ー
ブ
を
﹁
ソ
ロ
ー
﹂

と
﹁
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
﹂**

と
名
付
け
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
薪
ス
ト
ー
ブ
を
楽
し
む
こ
と

を
通
じ
て
、
身
近
な
自
然
の
豊
か
さ
を
知
っ

て
ほ
し
い
と
願
っ
た
か
ら
で
す
。

 

今
年
の
春
、
私
は
薪
ス
ト
ー
ブ
の
ビ
ジ
ネ

ス
と
勉
強
を
か
ね
て
、
念
願
の
カ
ナ
ダ
に
で

か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
こ

か
ら
、
ソ
ロ
ー
が
﹃
森
の
生
活
﹄
を
書
い
た

キ
ャ
ビ
ン
︵
小
屋
︶

－

レ
プ
リ
カ

－

を
訪
ね

る
た
め
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
コ
ン
コ
ー

ド
に
向
か
い
ま
し
た
。
ソ
ロ
ー
が
ど
ん
な
薪

ス
ト
ー
ブ
を
使
っ
て
い
た
か
、
自
分
の
目
で

確
か
め
る
た
め
で
し
た
。

 

そ
の
日
、
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
池
畔
は
生あ
い
に
く憎
の

大
雨
で
し
た
。
私
は
係
の
人
か
ら
、
雨
で
室

内
が
ぬ
れ
て
は
困
る
と
い
わ
れ
て
キ
ャ
ビ
ン

に
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
私
は
背
伸
び
し
て
窓

か
ら
の
ぞ
い
て
見
た
の
で
す
が
、
ソ
ロ
ー
の

ス
ト
ー
ブ
は
、
想
像
し
て
い
た
と
お
り
小
さ

く
、
デ
ザ
イ
ン
も
シ
ン
プ
ル
で
し
た
。
カ
ナ

ダ
で
歴
史
を
感
じ
る
、
贅
沢
な
薪
ス
ト
ー
ブ

を
た
く
さ
ん
見
て
き
た
だ
け
に
、
ソ
ロ
ー
の

ス
ト
ー
ブ
は
装
飾
も
ほ
ど
ほ
ど
で
、
私
が
自

社
の
ス
ト
ー
ブ
に
こ
め
た
機
能
美
の
イ
メ
ー

ジ
に
重
な
り
ま
し
た
︵
キ
ャ
ビ
ン
は
レ
プ
リ

カ
で
す
が
、
室
内
の
展
示
品
は
ソ
ロ
ー
が
実

際
に
用
い
た
本
物
で
す
︶
。

 

近
年
、
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
が
話
題
と
な
り
、

薪
ス
ト
ー
ブ
が
見
直
さ
れ
、
私
の
会
社
に
全

国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
が
訪
ね
て
こ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
ら
薪
ス
ト
ー
ブ
の
愛
好
者
に
共
通

し
て
い
る
こ
と
は
、
個
性
あ
る
ス
ト
ー
ブ
の

楽
し
み
方
を
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
で

す
。
そ
こ
で
、
私
は
薪
ス
ト
ー
ブ
の
よ
さ
を

も
っ
と
お
互
い
に
知
り
あ
お
う
と
、
﹁
薪
ス

ト
ー
ブ
・
セ
ミ
ナ
ー
﹂
や
﹁
ク
ッ
キ
ン
グ
・

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹂
を
開
催
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

 

一
昨
年
の
第
一
回
の
﹁
薪
ス
ト
ー
ブ
・
セ

ミ
ナ
ー
﹂
は
都
留
市
で
開
催
し
、
全
国
か
ら

50
名
の
参
加
者
が
集
い
ま
し
た
。
昨
年
は
秋

田
県
で
開
催
し
、
白
神
山
地
で
森
を
学
び
、

我
が
社
の
薪
ス
ト
ー
ブ
で
焼
い
た
天
然
酵
母

の
パ
ン
を
楽
し
み
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
、

本
当
に
偶
然
に
も
地
元
に
こ
の
﹃
森
の
生
活
﹄

を
翻
訳
さ
れ
た
今
泉
吉
晴
先
生
が
住
ん
で
お

ら
れ
る
こ
と
を
知
り
、
ぜ
ひ
と
も
先
生
に
ソ

ロ
ー
の
研
究
者
と
し
て
薪
ス
ト
ー
ブ
に
つ
い

て
の
お
考
え
を
お
話
し
て
は
頂
け
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
、
薪
ス
ト
ー
ブ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
企
画
し
ま
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
は
、
２

月
11
日
に
開
催
し
、
ス
タ
ッ
フ
５
名
を
入
れ

て
25
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
楽
し
い
集

い
と
な
り
、
﹁
土
曜
日
の
薪
ス
ト
ー
ブ
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
は
、
竹
割
り
、
炭
焼
き
、
今
泉
さ

ん
の
お
話
と
、
内
容
盛
り
だ
く
さ
ん
で
充
実

し
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。
薪
ス
ト
ー
ブ
好

き
の
こ
だ
わ
り
頑
固
オ
ヤ
ジ
が
集
ま
る
の
か

と
思
い
き
や
、
皆
さ
ん
ほ
が
ら
か
で
、
力
み

の
な
い
薪
ス
ト
ー
ブ
好
き
と
い
っ
た
雰
囲
気

で
、
お
話
し
し
や
す
か
っ
た
。
︵
中
略
︶
今

泉
さ
ん
が
試
作
さ
れ
た
小
型
ス
ト
ー
ブ
は
、

木
が
落
と
し
た
枝
が
使
え
る
と
い
う
点
に
と

て
も
共
感
し
ま
し
た
。
﹂
な
ど
の
感
想
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
れ
か
ら
も
私
の
会
社
で
は
、
薪
ス
ト
ー

ブ
の
火
を
通
し
て
、
人
と
人
の
心
の
ふ
れ
あ

い
、
本
当
の
豊
か
さ
を
求
め
る
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
創
造
す
る
交
流
の
場
を
提
案
し
て
い

き
た
い
と
望
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、

作
り
手
と
使
い
手
の
顔
が
見
え
る
一
つ
ひ
と

つ
が
手
作
り
の
私
の
会
社
だ
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
る
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ***

の
確
か
さ
で
あ

り
、
私
の
会
社
の
生
き
る
道
だ
と
自
負
し
て

い
ま
す
。

 
 

︵
さ
さ
き 

ひ
ろ
こ
・
岡
部
工
業
所
・
大
月
市
︶

地
域
の
自
然
と
文
化
を
つ
な
ぐ
仕
事
を
見
出
す

＊１８５４年に出版され、日本でも多くの翻訳が重ねられてきた。２００４年に今泉吉晴氏による新訳が小学館より出された。
＊＊ソローがそのほとりに住んだ池の名前で、『森の生活』のメインタイトルになっている。
＊＊＊生産物の加工・流通過程などをさかのぼることができること。

手
作
り
薪ま

き

ス
ト
ー
ブ
の

個
性
あ
ふ
れ
る
愛
好
者
の
交
流
を
は
か
る

私
が
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
池
を
訪
れ
た
理
由

佐々木 裕子

＊空きアパートとなっていた相沢アパートの２・３階を改装して復活させようという計画。大学の「ワークショップ演習」より出発。グルー

プ「work-waku 都留」内のアパート企画

＊＊環境に配慮しゴミを出さない家作りを考え廃材はなるべく再利用した。しかし使えない木材も大量にありゴミ・処分費用の観点から

有効な使い道を模索していた。

＊＊＊完成した相沢アパートの２階部分を指す。

自
分
に
と
っ
て
の
薪
ス
ト
ー
ブ

　

佐
々
木
寛
章
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﹁
当
時
、
私
が
従
業
員
の
な
か
で
い

ち
ば
ん
若
手
で
、
あ
ま
り
責
任

の
あ
る
立
場
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
最
初

は
取
材
を
頼
ま
れ
て
、
原
稿
だ
け
書
い
て
い

た
ん
で
す
﹂

16
号
く
ら
い
か
ら
編
集
作
業
全
般
を
任
さ

れ
、
そ
れ
以
来
ひ
と
り
で
編
集
し
て
き
た
。

小
宮
さ
ん
は
新
聞
配
達
し
て
い
る
最
中
に
見

つ
け
た
も
の
を
記
事
に
す
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
と
い
う
。

﹁
新
聞
配
達
中
の
取
材
は
よ
そ
見
み
た
い
な

も
の
。
道
草
し
て
ば
か
り
﹂

ふ
だ
ん
の
新
聞
配
達
や
集
金
な
ど
、
購
読
者

と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
情
報
が
集
ま
っ
て

く
る
。
新
聞
店
が
ひ
と
つ
の
情
報
収
集
場
所

と
な
っ
て
い
る
。
自
分
で
情
報
を
探
す
苦
労

を
感
じ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
そ
う
だ
。

  
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

自
信
作
と
し
て
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
市
内
長
者
町
に
住
む
組
子
職
人
・
佐
藤

重
雄
さ
ん
の
記
事(

２
０
０
２
年
２
月
24
日

発
行
１
４
７
号)

だ
。

﹁
ふ
だ
ん
職
人
さ
ん
は
寡か

も

く黙
で
な
か
な
か
口

を
開
い
て
く
れ
な
い
。
こ
の
時
は
偶
然
、
佐

藤
さ
ん
を
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
方
が
い

て
、
炬こ

た

つ燵
に
あ
た
り
な
が
ら
佐
藤
さ
ん
が
口

を
開
い
て
く
れ
て
﹂ 

載
せ
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
な
か
で
、

ひ
と
つ
の
記
事
に
一
面
す
べ
て
を
使
う
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
そ
う
だ
が
、
こ
の
記
事
に
は

一
面
す
べ
て
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

﹁
気
に
な
る
人
の
と
こ
ろ
へ
直
接
行
け
る
と

い
う
チ
ャ
ン
ス
が
な
く
て
。
そ
れ
が
ひ
ょ
ん

な
時
に
話
が
聞
け
た
り
。
そ
う
い
う
時
の
記

事
は
読
者
の
方
に
も
、
い
い
な
あ
っ
て
思
っ

て
も
ら
え
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
﹂
。

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

＊

 

  

 

﹃
街
か
ど
情
報
﹄
の
編
集
を
始
め
た
の
と

同
じ
頃
に
三
味
線
を
習
い
始
め
た
。
そ
れ
を

き
か
っ
け
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ
関
心
が
広

が
っ
た
と
い
う
。
例
え
ば
地
域
に
残
る
伝
統

芸
能
だ
。
都
留
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
お

神か

ぐ

ら楽
︵
獅
子
舞
︶
を
演
ず
る
小
さ
な
お
祭
り

が
残
っ
て
い
る
。

﹁
﹃
街
か
ど
情
報
﹄
の
発
行
を
通
し
て
都
留
の

人
に
目
を
向
け
て
も
ら
う
こ
と
で
、
活
動
し

て
い
る
人
た
ち
の
励
み
に
な
れ
ば
﹂

小
宮
さ
ん
の
作
業
は
、
地
域
の
ま
だ
ま
だ

知
ら
れ
て
い
な
い
行
事
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

を
あ
て
、
市
民
や
学
生
に
関
心
を
も
っ
て
も

ら
う
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。

﹁
古
い
も
の
で
、
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
が
簡

単
に
捨
て
去
ら
れ
ち
ゃ
う
。
お
神
楽
も
お
し

ま
い
に
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
て
﹂
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

﹁
市
内
の
栄
町
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
田

嶋
照
永
さ
ん
は
、
焚
き
木
に
す
る
よ
う
な
木

切
れ
で
も
作
品
に
な
る
、
っ
て
言
っ
て
、
木

切
れ
を
使
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
彫
刻
を
つ
く
っ

て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
も
う
ま

く
い
け
ば
す
く
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ん

で
す
け
ど
、
う
っ
か
り
す
る
と
忘
れ
去
ら
れ

ち
ゃ
う
ん
だ
よ
ね
。
﹃
街
か
ど
情
報
﹄
で
も

こ
う
し
た
こ
と
を
自
分
が
拾
う
に
は
限
り
が

あ
る
か
ら
学
生
に
参
加
し
て
も
ら
え
た
ら
い

い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
﹂

小
宮
さ
ん
の
﹁
拾
う
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
は

単
に
﹁
も
の
﹂
を
拾
う
だ
け
で
な
く
、
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
、
形
の
な
い
も
の
を
す
く
い
あ

げ
る
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
ら
は
小
宮

さ
ん
の
取
材
に
対
す
る
姿
勢
を
表
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
。

 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 
 
 
 
 
 

 

自
分
の
ペ
ー
ス
で
取
材
し
、
編
集
す
る
。

﹃
街
か
ど
情
報
﹄
が
20
年
近
く
続
い
て
き
た

の
は
、
こ
う
し
た
編
集
ス
タ
イ
ル
と
と
も
に
、

小
宮
さ
ん
の
姿
を
見
守
っ
て
き
た
新
聞
店
の

存
在
や
、
小
宮
さ
ん
自
身
の
飽
く
な
き
好
奇

心
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
も

小
宮
さ
ん
は
バ
イ
ク
を
走
ら
せ
、
都
留
の
ど

こ
か
で
取
材
を
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

(

さ
く
ら
い　

あ
き
こ
・
本
学
比
較
文
化
学
科
１
年)

聞き手＝桜井明子

飽くなき好奇心の歴史

   「街かど情報 TSURU」

～小宮正廣氏へのインタビュー～

『
街
か
ど
情
報
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
』
は
、
村
松
新
聞
店
で

月
に
一
度
発
行
し
て
い
る
ミ
ニ
コ
ミ
紙
だ
。
都
留

市
と
道
志
村
の
購
読
者
の
も
と
へ
届
く
。
編
集
を

担
当
し
て
い
る
の
は
、
村
松
新
聞
店
に
勤
め
る
小

宮
正
廣
さ
ん
。
１
９
８
８
年
の
８
月
に
発
行
さ
れ

た
第
１
号
か
ら
携
わ
っ
て
き
た
。

小宮さんの取材ノート

地
域
の
自
然
と
文
化
を
つ
な
ぐ
仕
事
を
見
出
す
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障
害
を
も
っ
た
人
た
ち
の
働
く
権
利
の
保
障

に
つ
い
て
、
企
業
経
営
の
立
場
か
ら
取
り
組

ん
で
い
る
野
武
紀
之
さ
ん
︵
３
０
歳
︶
に
お

話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
野
武
さ
ん
は
、
都

留
市
内
の
電
子
部
品
製
造
会
社
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ

Ｃ
社
で
生
産
管
理
の
仕
事
を
担
う
傍
か
た
わ

ら
、
都

留
青
年
会
議
所
︵
以
下 

都
留
Ｊ
Ｃ
︶
の
役

員
メ
ン
バ
ー
と
し
て
も
活
動
な
さ
っ
て
い
ま

す
。

２
０
０
５
年
５
月
、
野
武
さ
ん
は
、
都
留

Ｊ
Ｃ
の
社
会
貢
献
事
業
の
一
環
と
し
て
、
障

害
者
雇
用
促
進
に
関
わ
る
セ
ミ
ナ
ー
を
市

内
で
開
催
し
、
70
名
近
く
の
企
業
人
、
従
業

員
、
そ
し
て
障
害
を
も
っ
た
人
々
が
こ
こ
に

集
い
、
職
場
や
地
域
で
、
障
害
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
、
学
び
あ
う
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

聞
き
取
り
＝
田
中
夏
子
氏
︵
本
学
社
会
学
科
教
員
︶

　

私
が
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
を
企
画
し
た
の
は
、

Ｊ
Ｃ
と
し
て
社
会
的
な
活
動
を
推
進
し
よ
う

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
地
域
の
人
た
ち
や
企

業
で
働
く
多
く
の
人
た
ち
に
、
障
害
を
も
っ

て
働
く
人
の
こ
と
を
少
し
で
も
理
解
し
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
課
題
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

私
に
、
幼
い
頃
か
ら
ず
っ
と
三
十
年
間
、
一

緒
に
育
っ
て
き
た
聴
覚
障
害
の
い
と
こ
が
い

た
か
ら
で
す
。
そ
の
い
と
こ
は
、
現
在
私
た

ち
と
共
に
、
こ
の
会
社
で
働
い
て
い
ま
す
が
、

私
は
、
一
緒
に
仕
事
を
す
る
仲
間
に
、
障

害
者
に
対
す
る
理
解
や
共
感
を
も
っ
と
も
っ

て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
先
の
セ

ミ
ナ
ー
は
そ
の
い
い
チ
ャ
ン
ス
に
な
り
ま
し

た
。
職
場
の
、
将
来
的
な
リ
ー
ダ
ー
に
も
参

加
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
障
害
を
も
っ

た
人
と
一
緒
に
働
い
て
い
こ
う
と
い
う
雰
囲

気
が
高
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

 

私
自
身
も
、
い
と
こ
と
の
長
い
つ
き
あ
い

で
、
聴
覚
障
害
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
他
の
障
害
や
、
障
害
を
も
っ

た
人
が
働
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
知

ら
な
い
点
も
多
く
、
例
え
ば
、﹁
ジ
ョ
ブ
コ
ー

チ
﹂*

制
度
に
つ
い
て
も
、
先
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、

山
梨
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
方
の
お
話
を

聞
い
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
す
。
う
ち
の
会

社
に
も
、
知
的
障
害
の
方
が
﹁
ジ
ョ
ブ
コ
ー

チ
制
度
﹂
を
利
用
し
な
が
ら
、
Ｌ
Ｓ
基
盤
の

枠
を
組
み
付
け
る
作
業
に
従
事
し
て
い
る
の

で
す
が
、
身
近
に
そ
う
い
う
例
が
あ
っ
て
も

知
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
を
つ
よ
く
感
じ
ま

し
た
。

 

で
す
か
ら
こ
う
し
た
情
報
を
発
信
し
な

が
ら
、
実
際
に
障
害
を
も
っ
た
人
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
条
件
に
あ
っ
た
仕
事
を
こ
な
し
、
ま

た
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
い
け
る
こ
と
を
、
地

域
の
皆
さ
ん
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、
ま
ち
づ
く
り

の
重
要
な
一
つ
の
要
素
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

︵
の
た
け 

の
り
ゆ
き
・
都
留
市
青
年
会
議
所
役
員
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

障
害
を
も
っ
た
方
々
に
就
労
支
援
を
、
と

長
い
あ
い
だ
思
い
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
多

く
の
人
た
ち
の
協
力
が
あ
り
、
そ
の
第
一
歩

と
し
て
２
０
０
６
年
の
４
月
よ
り
、
知
的
障

害
者
通
所
授
産
施
設
を
開
所
で
き
る
運
び
と

な
り
ま
し
た
。

 

﹁
︵
障
害
を
も
つ
方
に
︶
就
労
支
援
を
﹂
と

一
言
に
言
っ
て
も
、
実
際
は
と
て
も
大
変
で

難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
長
い
間
知
的

障
害
を
も
つ
方
と
接
し
て
き
た
私
が
言
え
る

こ
と
は
た
だ
一
つ
。
知
的
障
害
を
も
っ
て
い

る
人
た
ち
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
支
え
る
の
に

特
別
な
も
の
を
用
意
す
る
必
要
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

 

人
は
み
な
た
し
か
に
必
要
と
さ
れ
た
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
ん
な
思
い
を
常
に
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
地
域
社
会
の
中
に
あ
っ
て
必
要
と
さ
れ

共
に
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

は
障
害
を
も
っ
た
方
々
に
と
っ
て
も
言
え
る

こ
と
な
の
で
す
。

 

一
人
ひ
と
り
が
安
心
し
て
生
活
し
て
い

け
る
よ
う
な
居
場
所
を
共
に
支
え
、
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
、
本
人
の
も
つ
特

性
を
活
か
し
な
が
ら
地
域
で
生
活
し
て
い
け

る
、
そ
う
い
う
場
づ
く
り
の
お
手
伝
い
を
少

し
で
も
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
私
は
常
に
願
っ

て
い
ま
す
。

 

障
害
を
も
っ
た
方
々
が
働
く
と
い
う
こ
と

は
、
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

大
勢
の
人
び
と
と
出
会
い
、
助
け
合
い
、
い

ろ
い
ろ
な
体
験
を
通
し
互
い
を
認
め
あ
う
、

そ
ん
な
社
会
参
加
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

社
会
福
祉
法
人
﹁
あ
す
な
ろ
の
会
﹂
は
、

そ
う
し
た
社
会
参
加
の
在
り
方
を
目
指
し
、

多
く
の
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
を
頂
き
な
が

障
害
者
の
就
労
を
支
援
す
る

＊知的障害者や精神障害者の雇用支援事業。２００２年発足。障害者が職場に適応できるよう、「ジョブコーチ」が職場に直接出向いて、
仕事に付き添い、指導や支援を行なうと同時に、事業主や従業員に対して、障害者の職場とけ込みのために必要な助言を与える。

障
害
者
の
雇
用
を

す
す
め
る
た
め
の

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て

野
武 

紀
之

ら
、
自
分
た
ち
の
で
き
る
こ
と
を
第
一
歩
に

し
て
、
共
に
助
け
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

︵
し
む
ら 

け
い
こ
・
﹁
あ
す
な
ろ
の
会
﹂
東
部
授
産

園
﹁
み
と
お
し
﹂
施
設
長
︶

障
害
を
も
つ
方
々
へ
の

就
労
支
援志

村
恵
子
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軽
度
発
達
障
害
を
も
つ
わ
が
子
の
数
年
先

の
就
労
問
題
が
気
が
か
り
で
、
三
日
間
だ
け

で
し
た
が
あ
る
職
場
を
訪
ね
、「
先
輩
に
あ

た
る
か
な
」
と
思
わ
れ
る
方
と
い
っ
し
ょ
に

仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

彼
は
普
通
に
世
間
話
し
も
し
た
し
、
教

え
ら
れ
た
作
業
は
難
な
く
こ
な
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
読
め
ま
せ
ん
。

ま
た
、
現
在
の
時
刻
か
ら
24
時
間
後
、
48
時

間
後
の
日
時
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
彼
は
ノ
ー

ト
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
書
き
写
し
、
覚
え
よ
う

と
努
力
し
て
い
ま
し
た
。
覗
き
見
た
ノ
ー
ト

の
文
字
は
全
て
平
仮
名
で
し
た
。「
漢
字
が

苦
手
で
…
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
た
だ

苦
手
な
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
し
た
。
わ
が

子
と
タ
イ
プ
は
違
い
ま
す
が
、
軽
度
の
発
達

障
害
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
す
。

　
「
軽
度
発
達
障
害
」
と
一
言
で
言
っ
て
も

症
状
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
彼
の
よ
う
に
読
み

だ
け
が
困
難
な
人
も
い
れ
ば
、
私
の
子
ど
も

の
よ
う
に
書
く
こ
と
や
話
す
こ
と
な
ど
、
自

分
を
表
現
す
る
こ
と
に
問
題
を
か
か
え
て
い

る
人
も
い
ま
す
。
理
解
と
表
現
の
間
に
大
き

な
差
が
あ
り
、
努
力
不
足
と
誤
解
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
す
。
本
人
は
、
努

力
を
し
て
も
結
果
が
出
ず
、
自
分
で
自
分
を

貶お
と
しめ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

理
解
さ
れ
ず
ら
い
障
害
だ
か
ら
、
周
囲
に

支
援
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
い
つ
の

間
に
か
独
り
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
彼
が

そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
残

◆
平
成
17
年
度
県
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ

ジ
分
担
講
座
﹂
が
開
か
れ
ま
し
た

 

都
留
文
科
大
学
は
、
地
域
交
流
研
究
セ
ン

タ
ー
の
事
業
と
し
て
、﹁

＞

ア
ー
ト

＜︵
芸
術
︶

に
ふ
れ
る
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
座
を
組
み
ま
し

た
。

 

第
１
回
は
、
﹁
手
び
ね
り
に
よ
る
抹
茶
茶

碗
を
つ
く
ろ
う
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
安
宅

正
路
氏
︵
本
学
教
員
︶
が
講
師
と
し
て
行
な

い
ま
し
た
︵
９
月
３
日
、
４
日
、
10
月
２
日
︶
。

第
２
回
は
、
﹁
シ
ョ
パ
ン
の
生
涯

－

ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
サ
ン
ド
と
の
出
会
い
と
別
れ

－

﹂
と

い
う
テ
ー
マ
で
、
椙す
ぎ
も
り森

光
恵
氏
︵
本
学
教

員
︶
が
講
師
と
し
て
行
な
い
ま
し
た
︵
10
月

１
日
︶
。

 

第
３
回
は
、
﹁
オ
ペ
ラ
に
親
し
む
﹂
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
清
水
雅
彦
氏
︵
本
学
教
員
︶

が
講
師
と
し
て
行
な
い
ま
し
た
︵
10
月
17

日
︶
。

全
体
で
、
１
１
４
名
の
受
講
者
が
あ
り
ま
し

た
。

◆
第
８
回
﹁
山
梨
県
地
域
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム

南
都
留
集
会
﹂
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

主
催

：

南
都
留
地
域
教
育
推
進
連
絡
協
議

会
、
富
士
北
麓
・
東
部
教
育
事
務
所
、
山
梨

県
教
育
委
員
会

テ
ー
マ

：

﹁
子
ど
も
達
の
教
育
は
地
域
全
体

で
担
う
～
地
域
連
携
・
地
域
交
流
の
今
を
探

る
Ⅲ
～
﹂

日
時

：

２
０
０
５
年
11
月
２
日
︵
水
︶

会
場

：

富
士
吉
田
市
立
下
吉
田
第
二
小
学
校

障
害
者
の
就
労
を
支
援
す
る

軽
度
発
達
障
害
の
人
の

働
け
る
場
を
求
め
て

母
親
︵
都
留
市
在
住
︶

念
で
す
が
、
願
う
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
私
の

子
ど
も
も
、
も
う
す
ぐ
社
会
に
出
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
、
子
ど
も
が
笑
っ

て
い
ら
れ
る
方
法
を
、
た
く
さ
ん
の
方
々
と

相
談
し
な
が
ら
探
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

 

全
大
会
の
あ
と
、
﹁
幼
保
小
部
会
﹂
な
ど

７
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
、
実
践
報
告
と

質
疑
討
論
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

 

本
学
の
地
域
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
の
協

力
も
３
回
目
と
な
り
、
今
回
は
本
学
の
教
員

で
あ
る
高
田
理
孝
氏
、
粕
谷
貴
志
氏
︵
特
別

非
常
勤
講
師
︶
、
西
本
勝
美
氏
、
筒
井
潤
子

氏
、
三
井
須
美
子
氏
の
５
名
が
助
言
者
と
し

て
参
加
・
協
力
し
ま
し
た
。

◆
平
成
17
年
度
都
留
文
科
大
学
市
民
公
開
講

座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

テ
ー
マ
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
意
味
を
探
る
旅

︵
２
︶

－

こ
と
ば
・
空
間
・
関
係
性

－

﹂

第
１
回
は
、
﹁
﹃
お
か
あ
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
は

ち
ひ
さ
い
﹄

－

金
子
み
す
ゞ
の
う
た
う
母
子

－

﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
藤
本
恵
氏
︵
本
学

教
員
︶
が
講
師
と
し
て
行
な
い
ま
し
た
︵
１

月
11
日
︶
。

第
２
回
は
、
﹁
女
性
と
短
歌

－

万
葉
歌
人
か

ら
近
現
代
歌
人
ま
で

－

﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

鈴
木
武
晴
氏
︵
本
学
教
員
︶
が
講
師
と
し
て

行
な
い
ま
し
た
︵
１
月
18
日
︶
。

第
３
回
は
、
﹁
パ
ー
ト
ナ
ー
は
対
等
な
一
個

の
人
間

－

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
を
考
え
る

－

﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
杉
井

静
子
氏
︵
弁
護
士
、
本
学
非
常
勤
講
師
︶
が

講
師
と
し
て
行
な
い
ま
し
た
︵
１
月
25
日
︶
。

第
４
回
は
、
﹁
居
心
地
の
科
学
を
目
指
し
て
﹂

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
住
吉
典
子
氏
︵
本
学
教

員
︶
が
講
師
と
し
て
行
な
い
ま
し
た
︵
２
月

１
日
︶
。
全
体
で
59
名
の
受
講
者
が
あ
り
ま

し
た
。

◆都留文科大学地域交流研究センター主催
第二回「地域交流フォーラム」が開催され
ました

　

　本年度はテーマを「＜地域の教育力＞とは何か」と

し、２月 25日に２１０１教室において行われました。

　まず、太田政男氏（大東文化大学教授）が「学校と

地域を『結ぶ』」と題し、地域が学校をつくる、学校

が地域をつくる、という内容をもつ基調講演を行ない

ました。

　つづくシンポジウムでは、シンポジストとして遠藤

静江氏（元小学校教諭・都留詩友会会長）、志村裕一

氏（有限会社共創マーケット「ちいさなお世話」代表）、

佐々木裕子氏（岡部工業所・大月市）、太田政男氏が

それぞれ報告・発言をしました。司会は、田中孝彦氏

（本学教員）が務めました。

　そのあと休憩を挟んで、田中孝彦氏の進行のもとに

シンポジストとフロアとが一体となり、活発な意見交

換を行ないました。不登校経験のある息子をもつ親御

さんなど、それぞれに生活や職場（職業）での貴重な

経験や実践をもっており、「地域の教育力」という主

題をことがらにふさわしいスケールで深め合っていく

ことができ、自ずと本学が果たす役割が浮かび上がっ

てもいく充実した交流の機会となりました。また、地

域からのシンポジスト全員が本学学生たちとの交流を

もっていることも注目されることでした。

　フォーラム参加者は、学外の方27名を含め44名で、

参加者アンケートによれば太田氏の講演とフォーラム

全体が非常に好評でした。なお、このフォーラムの一

環として、２１０２教室においてフィールド・ミュー

ジアム部門による展示も行なわれ、見学者との交流も

生まれました。

　この「地域交流フォーラム」の記録は、『地域交流

研究年報』第２号に掲載される予定です。（編集部）

掲示板
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シ
リ
ー
ズ

卒
業
論
文
・
修
士
論
文
な
ど
に
み
る

地
域
研
究
の
紹
介

卒
業
論
文
作
成
と
し
て
生
ま
れ
た
絵
本
﹃
マ

ミ
ー
﹄

執
筆
者
名 

平
野
純
子

２
０
０
０
年
度
卒
業
論
文

初
等
教
育
学
科

指
導
教
員 

三
井
須
美
子

 

都
留
市
内
の
養
豚
農
家
を
舞
台
に
し
た
絵

本
﹃
マ
ミ
ー
﹄
が
、
初
等
教
育
学
科
の
卒
業

論
文
と
し
て
２
０
０
１
年
１
月
に
製
作
さ
れ

ま
し
た
。
マ
ミ
ー
と
は
、
主
人
公
に
な
っ
た

仔
豚
の
名
前
で
す
。
作
者
の
平
野
純
子
さ
ん

は
、
味
の
良
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
育
て
て
山

梨
日
日
新
聞
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
幼
い
こ
ろ
に
耳
に
し
た
﹁
泳
げ
た
い
や

き
く
ん
﹂
の
歌
詞
に
胸
を
痛
め
て
か
ら
、
食

べ
物
へ
の
関
心
を
も
ち
続
け
て
い
ま
し
た
。

絵
本
﹃
マ
ミ
ー
﹄
の
な
か
で
は
、
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
ま
す
。

 

﹁
近
く
の
養
豚
農
家
に
お
手
伝
い
に
行
き

始
め
て
二
年
半
、
種
付
け
か
ら
出
荷
ま
で

を
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
見
て
き
ま
し
た
。

母
豚
の
下
敷
き
に
な
っ
て
圧
死
し
て
し
ま
う

仔
豚
や
、
人
間
の
都
合
に
よ
っ
て
強
引
に
去

勢
さ
せ
る
雄
豚
⋮
。
こ
の
仕
事
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
、
今
ま
で
う
ま
い
だ
の
、
ま
ず
い

な
ど
と
言
っ
て
い
た
自
分
が
す
ご
く
傲ご
う
ま
ん慢

な

生
き
物
の
よ
う
に
見
え
て
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
﹂

 

手
作
り
絵
本
に
と
っ
て
大
切
な
絵
は
、
身

近
に
仔
豚
を
見
て
育
っ
た
森
嶋
な
つ
き
さ
ん

が
担
当
し
ま
し
た
。
当
時
、
小
学
校
５
年
生

で
し
た
。
周
り
の
子
ど
も
た
ち
は
仔
豚
へ
の

関
心
を
臭
い
に
集
中
さ
せ
、
な
つ
き
さ
ん
を

悩
ま
せ
て
い
ま
し
た
。
絵
を
描
く
こ
と
が
大

好
き
な
な
つ
き
さ
ん
は
、
鋭
い
観
察
眼
と
豊

か
な
表
現
力
で
、
マ
ミ
ー
を
通
し
た
養
豚
の

仕
事
を
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。

 

作
品
の
出
来
ば
え
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
平

野
さ
ん
は
、
な
つ
き
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、

さ
ら
に
12
冊
を
手
作
り
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら

を
持
っ
て
、
付
属
小
学
校
と
宝
小
学
校
で
は

読
み
聞
か
せ
を
し
ま
し
た
。
ま
た
都
留
市
内

の
八
つ
の
小
学
校
の
図
書
室
に
絵
本
を
置
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
﹃
マ
ミ
ー
﹄
を
読
ん

だ
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
の
な
か
か
ら
、
一

つ
紹
介
し
ま
す
。

 

﹁
人
の
た
め
に
、
生
き
て
し
ん
で
い
っ
て

し
ま
う
。
人
の
た
め
に
、
み
み
を
き
ら
れ
た

り
し
て
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
。
私
が
今
生
き

て
い
る
の
は
、
い
ろ
ん
な
物
に
さ
さ
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
本
を
読
ん
で
よ
く
わ

か
っ
た
。
﹂

 

２
０
０
４
年
１
月
、
﹃
マ
ミ
ー
﹄
は
製
本

さ
れ
、
新
風
舎
か
ら
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

◆
﹁
ガ
チ
ャ
万
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
都

留
を
知
る
人
に
と
っ
て
は
﹁
常
識
﹂
に
属
す

る
こ
と
で
す
が
、
織
物
業
の
急
速
な
衰
退
に

よ
っ
て
、
ま
ち
に
あ
ふ
れ
て
い
た
織
機
の
音

を
聞
く
こ
と
は
も
う
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま

し
た
。
織
機
そ
れ
自
体
も
処
分
さ
れ
て
い
て
、

目
に
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

 

そ
こ
で
、
以
前
こ
こ
ら
辺
で
耳
に
し
た
こ

と
が
あ
る
、
と
い
う
記
憶
を
も
と
に
そ
の
織

機
を
探
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
﹁
以

前
は
や
っ
て
い
た
け
ど
、
も
う
止
め
た
よ
﹂

と
い
う
家
な
ど
を
回
り
な
が
ら
、
や
っ
と
稼

動
し
て
い
る
と
い
う
方
、
原
田
多
津
子
さ
ん

︵
谷
村
︶
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
実
際
を
撮
影
・
記
録
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
︵
２
０
０
５
年
8
月
18
日
︶
。

 

原
田
さ
ん
の
話
で
は
、
も
う
40
年
ほ
ど

や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
機
械
は
そ
の

こ
ろ
か
ら
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
以

前
は
、
３
台
の
織
機
を
使
っ
て
夫
婦
で
や
っ

て
い
た
が
、
今
は
一
台
を
自
分
だ
け
で
や
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
生
活
を
支
え
る
も

の
足
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

八
王
子
の
下
請
け
で
、
ウ
ー
ル
地
を
織
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

実
際
に
は
、
織
機
が
ガ
チ
ャ
と
動
く
縦

糸
操
作
の
音
よ
り
は
、
横
糸
を
紡
ぐ
杼ひ

と
い

う
器
具
が
往
復
す
る
と
き
の
速
い
テ
ン
ポ
の

﹁
カ
ン
、
カ
ン
、
カ
ン
、
カ
ン
、
⋮
﹂
と
い

う
響
き
が
強
烈
で
し
た
。︵
編
集
部
＝
畑
・
今
泉
︶

 

和
田
明
子
・
青
野
壽と
し
ひ
こ彦

﹁
西
桂
機
業
の
再

編
成

－

織
機
の
廃
棄
処
分
と
革
新
織
機
の
導

入

－

﹂
第
33
号
、
１
９
９
０
年

 

和
田
明
子
・
青
野
壽
彦
﹁
西
桂
機
業
に
お

け
る
企
業
廃
業

－

廃
業
前
の
企
業
経
営
と
廃

業
後
の
就
業
構
造

－

﹂
第
38
号
、
１
９
９
３

年
 

和
田
明
子
・
内
藤
博
夫
・
青
野
壽
彦
・
小

金
沢
孝
明
﹁
都
留
織
物
業
の
衰
退
過
程
の
分

析
﹂
第
41
号
、
１
９
９
４
年

 

和
田
明
子
・
青
野
壽
彦
﹁
戦
後
都
留
織

物
業
の
検
証 

そ
の
１

－

昭
和
23
年
絹
人
絹

織
物
製
織
工
業
者
調
査
表
の
分
析

－

﹂
第
42

号
、
１
９
９
５
年

 

和
田
明
子
﹁
郡
内
織
業
圏
に
お
け
る
産
業

構
造
の
変
容
﹂
第
46
号
、
１
９
９
７
年

 

こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
論
考
は
、
私
と
共

同
研
究
者
た
ち
と
の
長
い
年
月
に
わ
た
る
郡

内
地
域
織
物
研
究
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
﹃
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
﹄
は
、
都

留
文
科
大
学
図
書
館
で
閲え
つ
ら
ん覧

で
き
ま
す
。
私

共
の
研
究
が
、
学
生
や
市
民
の
皆
様
の
お
役

に
た
て
ば
幸
い
で
す
。

 

織
物
調
査
に
さ
い
し
て
、
ご
協
力
い
た
だ

い
た
市
民
の
皆
さ
ま
に
、
こ
の
紙
面
を
お
か

り
し
て
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

︵
わ
だ 

あ
き
こ
・
本
学
名
誉
教
授
︶

 
 
 
 
 
 

和
田
明
子

　

私
が
都
留
文
科
大
学
を
定
年
退
職
し
て
か

ら
、
９
年
半
ば
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
び

地
域
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
都
留
の
織
物

業
に
つ
い
て
書
い
て
く
だ
さ
い
と
ご
依
頼
が

あ
り
ま
し
た
。

 

都
留
を
中
心
と
し
た
郡
内
の
織
物
業
に
つ

い
て
は
、
﹃
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
﹄
に

拙
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
号
数
と

論
文
の
題
名
と
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

都
留
︵
谷
村
︶
の
地
域
経
済
と
文
化
圏
域
の
成
り

立
ち
を
考
え
る
と
き
、
織
物
業
の
盛
衰
の
こ
と
を
欠

か
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
﹁
都

留
音
頭
﹂
︵
作
詞
・
都
留
市
役
所
︶
に
次
の
よ
う
に

歌
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
︵
一

番
︶
。

都
留
は
よ
い
街 

八は
っ
た
ん端*

機は

た

ば場

織お

り

こ娘
可
愛
い
や 

チ
ョ
イ
ト 

き
り
よ
う
よ
し

指
は
白
魚 

生
糸
の
肌
よ

恋
し
想
い
の 

恋
し
想
い
の 

夢
も
織
ろ

地
域
産
業
の
成
り
立
ち
と
変
容
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す

ひ
と
び
と
の
生
活
・
文
化
、
そ
し
て
子
育
て
・
教
育

に
も
深
い
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
素
地
と
し
て
、
こ
の
地
域
の

織
物
業
に
関
す
る
手
堅
い
研
究
が
あ
る
こ
と
を
紹
介

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

こ
の
地
域
に
お
け
る
織
物
業
の
歴
史
は
古
く
、
松

本
四
郎
氏**

は
著
作
﹃
町
場
の
近
代
史
﹄
︵
２
０
０
１

年
、
岩
田
書
院
︶
で
、
﹁
谷
村
が
絹
織
物
の
集
散
地

と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
は
近
世
中
期
で
、
江
戸

の
呉
服
商
で
あ
る
越
後
屋
な
ど
が
郡
内
織
物
を
大
量

に
買
い
付
け
を
始
め
た
元
禄
・
享
保
期
こ
ろ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
谷
村
の
街
道
ぞ
い
の
町
並
み
に
越
後
屋
や

白
木
屋
、
そ
し
て
大
丸
屋
な
ど
の
出
店
が
軒
を
連
ね

て
、
郡
内
縞
︵
甲か

い

き

斐
絹
︶
の
町
と
し
て
の
性
格
を
も

ち
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
谷
村
の
町
の
経
済
が

活
性
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
﹂
と
述

べ
て
い
ま
す
。

 

和
田
明
子
氏
は
、
こ
の
郡
内
・
都
留
の
織
物
業
の

概
況
に
つ
い
て
、
研
究
論
文
﹁
郡
内
機
業
圏
に
お
け

る
産
業
構
造
の
変
容
﹂
︵
１
９
９
７
年
︶
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

山
梨
県
東
部
の
郡
内
機
業
圏
は
、
北
都
留
郡
上
野

原
町
、
大
月
市
、
都
留
市
、
南
都
留
郡
西
桂
町
、
富

士
吉
田
市
な
ど
の
絹
人
絹
織
物
業
地
を
包
含
し
た
圏

域
を
い
う
。
こ
の
地
域
は
、
群
馬
県
桐
生
市
、
足
利
市
、

東
京
都
八
王
子
市
と
と
も
に
関
東
山
麓
機
業
地
を
構

成
し
て
き
た
絹
織
物
の
産
地
で
あ
る
。
郡
内
機
業
地

は
江
戸
時
代
末
期
に
先
進
地
桐
生
よ
り
ジ
ャ
カ
ー
ド***

の
製
織
技
術
を
学
び
、
先
染
絹
人
絹
織
物
業
地
と
し

て
全
国
的
に
そ
の
技
術
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

 

早
く
も
１
９
０
５
年
に
都
留
市
︵
北
都
留
郡
谷
村

町
︶
に
は
、
山
梨
県
立
工
業
試
験
場
が
開
設
さ
れ
製

織
お
よ
び
染
色
業
の
技
術
導
入
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら

に
１
９
１
５
年
に
は
こ
の
地
域
に
力
織
機
が
導
入
さ

れ
、
甲
斐
絹
、
八
端
織
物
︵
夜
具
地
、
座
布
団
地
、

風
呂
敷
地
︶
が
盛
ん
に
織
り
だ
さ
れ
た
。
︵
⋮
中
略

⋮
︶
第
２
次
大
戦
直
前
の
時
期
に
は
、
郡
内
産
の
甲

斐
絹
織
物
︵
洋
服
用
裏
地
・
袖
裏
地
・
広
幅
織
物
︶

が
中
国
お
よ
び
韓
国
ま
で
販
売
さ
れ
た
。
１
９
３
５

年
当
時
の
郡
内
機
業
地
の
力
織
機
台
数
は
９
３
９
８

台
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
わ
け
は
上
野
原
町
１
８
０
３

台
︵
19
％
︶
、
大
月
地
区
３
０
１
７
台
︵
32
％
︶
、
都

留
地
区
１
３
９
９
台
︵
15
％
︶
、
富
士
吉
田
地
区

３
１
８
０
台
︵
32
％
︶
で
あ
る
。

　 

和
田
氏
と
そ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
郡
内
・
都

留
の
織
物
業
に
つ
い
て
戦
後
史
を
中
心
に
詳
細

な
調
査
・
研
究
を
重
ね
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
１
９
４
３
年
に
は
、
郡
内
機
業
地
の
織
機
台

数
は
１
５
０
０
０
台
に
ま
で
達
し
ま
す
が
、
同
年

の
企
業
整
備
に
よ
っ
て
台
数
は
激
減
し
ま
す
。
戦

後
は
、
１
９
４
０
年
代
末
に
は
織
機
台
数
・
生

産
数
量
が
急
激
に
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ガ
チ
ャ

万
﹂
︵
一
回
織
機
が
ガ
チ
ャ
と
動
く
と
大
金
が
入

る
と
い
う
意
味
あ
い
︶
時
代
を
迎
え
ま
す
。
そ

の
後
も
郡
内
機
業
は
成
長
を
遂
げ
、
１
９
６
８

年
︵
企
業
数
６
１
２
６
︶
、
１
９
６
９
年
︵
織
機
台

数
２
０
９
４
３
︶
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。
し
か

し
、
１
９
７
４
年
を
境
に
、
郡
内
機
業
は
縮
小
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
傾
向
を
決
定
的
な

も
の
に
し
た
の
が
、
中
小
企
業
﹁
合
理
化
・
近
代
化
﹂

政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
、
設
備
の
第
一
次
共
同
廃
棄

事
業
︵
１
９
７
８
～
１
９
８
０
年
︶
、
第
二
次
共
同

廃
棄
事
業
︵
１
９
８
５
年
と
１
９
８
７
年
︶
で
し
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
た
ど
り
、
工
業
分
野
と
し
て
は
零

細
企
業
を
中
心
と
し
た
繊
維
工
業
は
衰
退
し
、
一
般

機
械
、
電
気
機
械
、
精
密
機
械
の
分
野
が
比
重
を
増

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
繊
維
工
業
と
し

て
は
、
新
織
機
で
あ
る
﹁
レ
ピ
ア
織
機
﹂
を
導
入
す

る
と
い
っ
た
企
業
努
力
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在

は
富
士
吉
田
地
域
で
若
い
世
代
に
よ
っ
て
ア
パ
レ
ル

産
業
な
ど
の
模
索
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。︵
編
集
部
・
畑
︶

都
留
の
織
物
業
の
歴
史

－

研
究
紹
介

－

＊縞模様の入った絹織物で布団地や和服地として使われた
＊＊本学名誉教授
＊＊＊紋紙という穴のあいた紙を使って模様を織る装置

都
留
の
織
物
業
の
盛
衰
に
関
す
る
研
究

◇

研
究
紹
介
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特
集



﹃
通
信
﹄
８
号
の
特
集
で
大
学
裏
山
の
尾
崎

山
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
の
記
事
を
読
ま

れ
た
民
俗
学
者
で
、
都
留
市
立
図
書
館
協
力

委
員
会
の
委
員
長
で
も
あ
ら
れ
る
棚
本
安
男

さ
ん
︵
75
︶
が
﹁
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る

谷
か
ら
か
つ
て
一
筋
の
小
川
が
流
れ
で
て
い

た
﹂
と
い
わ
れ
た
、
と
い
う
耳
よ
り
な
話
を

聞
き
ま
し
た
。
ま
た
、
都
留
市
の
陸
上
競
技

場
が
あ
る
谷
か
ら
も
、
小
川
が
流
れ
で
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
ま
、
そ
れ
ら
の

谷
に
ふ
だ
ん
水
は
流
れ
て
い
ま
せ
ん
。

い
っ
た
い
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
推
測
が
で
き

る
の
か
、
な
ぜ
、
川
が
消
え
た
の
か
、﹃
通
信
﹄

編
集
部
は
、
棚
本
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

ま
し
た
。
︵
聞
き
取
り
者
・
今
泉
︶

　 

棚
本
安
男
さ
ん
に
聞
く

【『センター通信』８号特集の続編】      かつて文大キャンパスを一筋の川がつらぬいていた

 

棚
本
さ
ん
は
、
尾
崎
山
の
水
の
流
れ
の
衰

退
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
郡
内
の
山
の
戦

後
の
荒
れ
よ
う
に
つ
い
て
語
ら
れ
ま
し
た
。

棚
本
さ
ん
は
、
子
ど
も
時
代
を
大
月
市
奈
良

子
の
小
金
沢
で
過
ご
し
ま
し
た
。
か
つ
て
、

小
金
沢
に
は
広
大
な
自
然
林
が
あ
り
、
隅
田

川
の
両
国
橋
の
つ
け
か
え
の
た
め
の
材
木
の

産
地
と
し
て
知
ら
れ
ま
し
た
。
小
金
沢
は
、

自
然
林
か
ら
切
り
出
し
た
材
木
を
﹁
て
っ
ぽ

う
﹂
で
出
し
た
ほ
ど
で
、
豊
か
な
水
量
が
あ
っ

た
証
拠
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
﹁
て
っ
ぽ
う
﹂

と
は
、
谷
川
を
丸
太
の
ダ
ム
で
せ
き
と
め
、

で
き
た
ダ
ム
池
に
丈
六
︵
じ
ょ
う
ろ
く
︶
の

丸
太
︵
長
さ
一
丈
六
尺
の
長
く
太
い
丸
太
︶

を
た
く
さ
ん
浮
か
べ
た
と
こ
ろ
で
、
ダ
ム
を

あ
け
、
丸
太
を
押
し
流
し
て
運
び
出
す
方
法

で
す
。

 

と
こ
ろ
が
１
９
４
８
年
ご
ろ
か
ら
、
ミ
ズ

ナ
ラ
、
ケ
ヤ
キ
、
ク
リ
な
ど
の
自
然
林
を
全

て
切
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
な

ど
の
﹁
経
済
木
﹂
を
植
え
る
、
拡
大
造
林
の

政
策
を
国
が
と
り
ま
し
た
。
自
然
林
を
切
っ

た
こ
と
と
、
材
木
の
搬
出
の
た
め
の
林
道
を

作
っ
た
結
果
と
し
て
、
山
の
斜
面
の
表
土
が

大
量
に
流
れ
落
ち
ま
し
た
。
表
土
が
流
れ
落

ち
る
こ
と
を
、
土
地
の
人
は
﹁
山
が
く
む
﹂

と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
自
然
林
が
保
っ

て
い
た
土
が
洗
い
流
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で

す
。
大
き
な
規
模
で
表
土
が
流
出
し
、
土
石

流
に
な
る
場
合
に
は
﹁
び
ゃ
く
が
と
ん
だ
﹂

と
い
い
ま
す
。

 

こ
の
た
め
沢
や
谷
が
土
砂
で
埋
ま
り
ま
し

た
。
棚
本
さ
ん
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
奈
良
子

の
渓
流
は
川
の
よ
う
に
大
き
か
っ
た
の
に
、

今
は
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
の
沢
水
し
か
流
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、
渓
流

は
場
所
に
よ
っ
て
淵
に
な
っ
て
深
い
水
を
た

た
え
、
跳
び
越
え
る
の
が
怖
か
っ
た
の
に
、

今
は
、
ま
た
い
で
渡
れ
る
ほ
ど
の
浅
い
小
さ

な
流
れ
に
な
り
ま
し
た
。
何
々
淵
と
名
が
つ

い
て
い
た
深
み
が
、
土
砂
で
埋
ま
り
、
﹁
お

か
ま
﹂
︵
炭
焼
き
の
か
ま
の
よ
う
に
、
崖
で

ま
る
く
か
こ
ま
れ
た
深
い
淵
︶
な
ど
と
呼

ん
だ
特
別
の
地
形
が
消
え
ま
し
た
。
都
留
で

も
、
桂
川
の
お
な
ん
淵
の
深
い
よ
ど
み
が
埋

ま
り
、
田
原
の
滝
も
後
退
が
ひ
ど
く
、
往
時

の
迫
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。

 

こ
の
大
き
な
変
化
に
つ
い
て
、
棚
本
さ

ん
は
﹁
私
は
民
俗
学
的
な
関
心
か
ら
く
ら

し
を
見
て
、
大
き
く
変
わ
っ
た
と
分
か
り
ま

す
。
私
は
こ
う
し
て
見
え
る
く
ら
し
の
変
化

か
ら
、
先
祖
の
く
ら
し
を
考
え
ま
す
。
批
判

的
に
も
な
る
が
、
そ
れ
が
本
当
だ
ろ
う
﹂
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
学
の
裏
山
で
あ
る

尾
崎
山
も
、
戦
後
、
尾
根
近
く
に
あ
っ
た
ク

リ
の
立
派
な
森
が
切
ら
れ
ま
し
た
。
小
金
沢

の
山
林
と
似
た
時
代
の
変
化
を
こ
う
む
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
尾
崎
山
が

荒
れ
た
の
は
戦
後
の
伐
採
だ
け
で
な
く
、
明

治
の
乱
開
発
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
山
の

利
用
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
は
ず
、
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
な
れ
ば
、
今
は
涸

れ
沢
に
な
っ
て
い
る
沢
に
も
か
つ
て
は
水
が

流
れ
て
い
た
、
と
考
え
て
も
不
合
理
で
は
な

く
、
小
字
名
と
し
て
残
る
大
学
上
の
﹁
や
ま

め
窪
﹂
も
、
じ
っ
さ
い
に
ヤ
マ
メ
が
住
む
お

か
ま
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

棚
本
さ
ん
は
、
尾
崎
山
の
か
つ
て
の
姿
を

知
る
に
は
、
文
書
に
あ
る
文
化
三
年
の
﹁
十

日
市
場
村
絵
図
﹂
︵
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
収

蔵
の
都
留
市
文
化
財
︶
が
重
要
な
資
料
に
な

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
﹁
十
日
市
場
村
絵
図
﹂

の
中
央
左
上
に
、
尾
崎
山
か
ら
流
れ
出
る
二

筋
の
小
川
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
流
れ
は

家
中
川
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
で

き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
大

学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る
谷
と
陸
上
競
技
場

が
あ
る
谷
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
渓
流
が
流
れ
出

て
、
小
川
と
な
っ
て
い
た
、
と
分
か
り
ま
す

︵
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
脇
の
ド
ブ
が
そ
の
流
れ

跡
と
理
解
で
き
ま
す
︶
。
こ
の
こ
と
か
ら
谷

村
城
主
だ
っ
た
秋
本
氏
が
家
中
川
を
造
成
し

た
際
に
、
自
然
の
川
の
流
路
を
拡
張
し
て
家

中
川
と
い
う
用
水
に
し
た
と
推
測
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
も
と
は
田
原
の
集
落
で

つ
か
っ
て
い
た
尾
崎
山
か
ら
流
れ
で
る
小
川

を
、
町
の
規
模
で
使
え
る
よ
う
に
し
た
の
が

家
中
川
で
あ
り
、
尾
崎
山
は
家
中
川
以
前
の

時
代
の
谷
村
の
水
源
地
で
あ
り
、
そ
の
時
代

に
は
、
谷
村
に
水
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
の

十日市場村絵図に描かれた二筋の川が田原の古田をうるおした

は
間
違
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

 

現
在
、
尾
崎
山
に
は
八
沢
の
泉
と
一
升
巻

の
泉
の
二
つ
の
泉
が
あ
っ
て
、
年
に
二
、
三

度
の
大
雨
の
あ
と
に
は
、
川
と
な
っ
て
家
中

川
へ
そ
そ
ぎ
ま
す
が
、
そ
の
川
は
﹁
十
日
市

場
絵
図
﹂
に
描
か
れ
た
二
筋
の
小
川
と
符
合

し
ま
す
。
つ
ま
り
、
八
沢
の
泉
と
一
升
巻
の

泉
は
、
か
つ
て
の
二
筋
の
小
川
の
名
残
で
す
。

 

尾
崎
山
の
森
を
回
復
す
る
こ
と
は
︵
ま
た
、

キ
ャ
ン
パ
ス
を
緑
化
す
る
こ
と
は
︶
、
川
を

よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
に
通
じ
、
過
去
を
考

え
る
こ
と
は
未
来
を
創
造
す
る
こ
と
で
も
あ

る
と
分
か
り
ま
す
。

︵
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
２
０
０
５
年
10
月
12
日
に
、

都
留
市
立
図
書
館
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
︶

森嶋基進が谷村近在の村に書かせた絵図の一つである「十日市村場絵図」には、村の山であった尾崎山から流れ出る二筋の川が描かれて

いる。そのうち東側（左手）の川は現在の文大キャンパスがある谷を流れ、もう一筋の西側の川は、音楽棟の西の谷を流れた。両者は音

楽棟の下手であわさって一本の川となり、家中川にそそいだ。現在は、どちらの川も消滅している。この古い川は、家中川が造られる以

前の時代には、自然河川として谷村の集落をうるおしたであろう。この絵図が描かれた当時、桂川を渡る橋は、現在の佐伯橋より上流側

の田原の滝より上手にあった。（絵図は、都留市史資料編、都留市、昭和 63 年発行より）

①

②

③

④

文大近辺をめぐる現在の用水の流露は、道路の造成
工事などでつけかえが行なわれ、かつての位置から
ずらして側溝などに変えられている部分が多い。そ
れでも、用水をたどってみると、その流れの向きは
たえず土地の形状を反映していて、かつての川のお
およそのありかを指し示しているように思える。
①音楽棟の脇を流れる側溝はバイパスに出ると西に
流れて家中川にそそぐ
②田原の滝上の谷村大堰からとりいれられた家中川
の流れ
③寺川は文大前駅の西で家中川の本流から分岐する
④寺川は文大の谷の扇状地のすそを巡って流れる
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︵
た
な
も
と 

や
す
お
・
山
梨
郷
土
研
究
会
理
事
、
都
留
市
在
住
︶



【資料コーナー】　地域交流研究センターの源流をたずねる

本
学
の
地
域
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
ゼ

ロ
か
ら
出
発
し
た
の
で
は
な
く
、
暗
黙
の
う

ち
に
多
く
の
歴
史
的
経
験
・
実
践
・
構
想
な

ど
の
遺
産
を
含
ん
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
一
つ
と
し

て
、
和
歌
森
太
郎*

学
長
︵
１
９
７
６
年
～

１
９
７
７
年
︶
が
主
導
性
を
発
揮
し
作
ら
れ

た
と
い
う
﹁
地
域
社
会
学
科
﹂
構
想
を
資
料

と
し
て
掲
載
し
ま
す
。

こ
の
﹁
地
域
社
会
学
科
﹂
構
想
は
、
当
初

の
︵
１
９
７
６
年
5
月
26
日
の
教
授
会
で
提

案
さ
れ
た
︶
案
で
は
、
﹁
昭
和
52
年
度
よ
り

3
ヵ
年
間
に
学
年
進
行
を
以
っ
て
完
成
さ
せ

る
﹂
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
﹁
地
域
社

会
学
科
設
置
の
理
由
﹂
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
学
は
学
則
に
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、﹁
広

く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
深
く
専
門
の
学

芸
を
教
授
研
究
し
、
あ
わ
せ
て
高
い
識
見
と

広
い
視
野
を
も
つ
有
能
な
社
会
人
及
び
教
育

者
た
る
べ
き
人
材
を
育
成
す
る
﹂
目
的
を
か

か
げ
、
従
前
の
学
科
構
成
を
以
て
着
着
そ
の

実
を
果
た
し
て
来
た
。
け
れ
ど
も
如
上
の
目

的
遂
行
の
大
学
は
、
諸
大
学
に
も
多
く
通
じ

る
も
の
で
あ
る
。
首
都
圏
に
近
く
自
然
環
境

に
恵
ま
れ
た
市
が
設
置
し
た
大
学
な
ら
で
は

の
、
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
特
色
あ
る
成
果
を

あ
げ
る
た
め
、
真
に
﹁
地
に
つ
い
た
﹂
学
問

を
教
育
し
て
有
能
な
地
域
社
会
人
を
育
成
す

る
よ
う
、
本
学
の
在
り
方
を
改
め
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
山
梨
県
、
都
留
市
の
住

民
の
み
な
ら
ず
、
国
土
計
画
、
地
域
再
編
成

を
痛
切
な
課
題
と
し
て
い
る
現
代
日
本
の
期

待
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
社
会
教

育
の
振
興
と
各
地
に
相
つ
い
で
設
け
ら
れ
る

博
物
館
学
芸
員
養
成
に
も
資
す
る
意
義
を
も

も
つ
。
︵
以
下
略
︶

こ
の
当
初
案
で
は
、
①
﹁
自
然
研
究
専
攻

コ
ー
ス
⋮
地
域
社
会
の
生
活
文
化
と
の
関
連

で
の
自
然
条
件
の
観
察
調
査
研
究
法
専
攻
﹂
、

②
﹁
歴
史
研
究
専
攻
コ
ー
ス
⋮
地
域
社
会
の

生
活
文
化
の
歴
史
的
前
提
条
件
の
研
究
法
専

攻
﹂
、
③
﹁
社
会
開
発
研
究
専
攻
コ
ー
ス
⋮

地
域
社
会
と
そ
の
文
化
の
現
実
及
び
将
来
の

社
会
科
学
・
社
会
工
学
的
研
究
法
専
攻
﹂
、

と
い
う
三
専
攻
の
プ
ラ
ン
が
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

こ
の
﹁
地
域
社
会
学
科
﹂
設
置
案
は
、
そ
の

後
教
授
会
で
の
審
議
と
検
討
を
経
て
、
﹁
社

会
開
発
専
攻
﹂
﹁
地
域
文
化
専
攻
﹂
の
二
専

攻
と
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
、
具
体
的
な
教

員
配
置
案
も
決
め
ら
れ
、
文
部
省
に
認
可
を

申
請
す
る
直
前
ま
で
進
み
ま
し
た
。
し
か
し

市
議
会
と
し
て
は
、
﹁
予
算
﹂
上
の
見
通
し

に
困
難
が
あ
る
と
し
て
認
可
申
請
を
延
期
す

る
判
断
を
し
、
学
科
増
設
案
を
議
会
に
上
程

し
ま
せ
ん
で
し
た
︵
昭
和
51
年
10
月
6
日
の

教
授
会
の
議
事
録
に
よ
る
︶
。
和
歌
森
学
長

の
病
気
・
逝
去
と
い
う
こ
と
が
重
な
り
、
こ

の
新
学
科
構
想
は
そ
の
後
の
経
過
と
し
て
は

自
然
消
滅
し
ま
し
た
。

な
お
、
上
田
薫
学
長
時
代
の
１
９
８
７
年
に

現
在
の
社
会
学
科
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、

学
科
プ
ラ
ン
の
段
階
で
は
﹁
地
域
社
会
学
科
﹂

と
い
う
名
称
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
。
認
可

申
請
に
向
け
て
の
段
階
で
、
文
学
部
の
な
か

に
﹁
地
域
社
会
学
科
﹂
と
い
う
も
の
を
置
く

例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
学
科
名
称
を
﹁
社

会
学
科
﹂
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
﹁
地
域
社
会
﹂

と
い
う
こ
と
へ
の
思
い
入
れ
は
、
社
会
学
科

の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
科
に
併
置
さ
れ
る
か

た
ち
で
１
９
９
０
年
度
に
創
設
さ
れ
た
﹁
都

留
文
科
大
学
地
域
社
会
学
会
﹂
名
に
も
生
き

て
い
ま
す
。

地
域
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
の
源
流
を
た
ず

ね
よ
う
と
す
る
と
き
、
30
年
前
の
﹁
和
歌
森

構
想
﹂
や
、
﹁
社
会
学
科
﹂
建
設
の
20
年
の

歴
史
の
存
在
を
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
︵
編
集
部
・
畑
︶

＊
歴
史
学
者
と
し
て
民
俗
学
へ
の
関
心
を
つ
よ
く

も
っ
て
い
た
。
従
来
の
﹁
郷
土
史
﹂
を
﹁
地
方
史
﹂

と
と
ら
え
よ
う
と
し
た
こ
と
へ
の
反
省
を
込
め
て
、

﹁
地
域
社
会
史
﹂
と
い
う
観
方
も
提
示
し
て
い
る
。﹃
和

歌
森
太
郎
著
作
集
﹄
全
15
巻
・
別
巻
が
あ
る
︵
弘
文

堂
︶
。

以
下
の
資
料
は
、
昭
和
51
年
9
月
22
日
の
教

授
会
の
﹁
議
事
録
︵
抄
︶
﹂
か
ら
の
も
の
で
す
。

な
お
、
学
年
配
当
一
覧
は
掲
載
を
省
略
し
ま

す
。

地
域
社
会
学
科

共
通
専
門
教
育
科
目

日
本
史
学
︵
４
︶
、
東
洋
史
学
︵
４
︶
、
西
洋

史
学
︵
４
︶
、
地
域
史
研
究
︵
４
︶
、
地
理
学

概
論
︵
４
︶
、
地
誌
学
概
論
︵
４
︶
、
法
律
学

︵
４
︶
、
地
域
社
会
学
︵
４
︶
、
社
会
科
学
方

法
概
論
︵
４
︶
、
経
済
学
概
論
︵
4
︶
、
推
計

学
及
び
社
会
統
計
学
︵
４
︶
、
倫
理
学
︵
４
︶
、

社
会
教
育
概
論
︵
４
︶
、
生
態
学
︵
４
︶
、
自

然
環
境
論
︵
２
︶
、
卒
業
論
文
︵
８
︶
、
︵
計

66
︶

専
攻
専
門
教
育
科
目

︹
社
会
開
発
専
攻
︺

経
済
地
理
学
︵
４
︶
、
地
域
社
会
学
特
論
︵
４
︶
、

社
会
調
査
︵
４
︶
、
社
会
調
査
実
習
︵
２
︶
、

社
会
工
学
︵
４
︶
、
社
会
工
学
実
験
︵
２
︶
、

社
会
政
策
論
︵
４
︶
、
地
方
行
財
政
論
︵
４
︶
、

地
域
経
済
開
発
論
︵
４
︶
、
社
会
福
祉
学
・

社
会
病
理
学
︵
４
︶
、
環
境
衛
生
論
︵
４
︶
、

行
政
法
学
︵
４
︶
、
法
社
会
学
︵
４
︶
、
産
業

立
地
論
︵
２
︶
、
︵
計
50
︶

︹
地
域
文
化
専
攻
︺

地
域
文
化
論
︵
４
︶
、
日
本
文
化
史
︵
４
︶
、

地
域
史
特
殊
研
究
︵
６
︶
、
文
化
財
調
査
法

︵
２
︶
、
考
古
学
︵
４
︶
、
考
古
学
実
習
︵
２
︶
、

民
俗
学
︵
４
︶
民
俗
学
実
習
︵
２
︶
、
言
語
史
・

方
言
学
︵
４
︶
、
社
会
心
理
学
︵
２
︶
、
比
較

文
化
論
︵
４
︶
、
文
化
人
類
学
︵
４
︶
、
社
会

思
想
史
︵
４
︶
、
社
会
教
育
方
法
論
︵
２
︶
、

社
会
教
育
行
政
︵
２
︶
、
︵
計
50
︶

教
職
に
関
す
る
専
門
教
育
科
目

中
等
教
育
原
理
︵
４
︶
、
教
育
青
年
心
理
学

︵
４
︶
、
教
育
社
会
学
︵
２
︶
、
博
物
館
学
︵
４
︶
、

博
物
館
学
実
習
︵
３
︶
、
視
聴
覚
教
育
︵
２
︶
、

体
育
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
指
導
︵
２
︶
、
社

会
科
教
育
法
︵
４
︶
、
道
徳
教
育
の
研
究
︵
２
︶
、

教
育
実
習
︵
２
︶
、
︵
計
29
︶

和
歌
森 

太
郎
﹁
地
域
社
会
学
科
﹂
構
想
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成
瀬
洋
平

　

都
留
市
立
図
書
館
と
の
共
同
で
の
図
書
館

ま
つ
り
の
た
め
に
私
は
絵
を
5
枚
描
き
、
絵

本
展
示
の
ス
ペ
ー
ス
へ
飾
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
描
い
た
絵
に
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
ム
サ

サ
ビ
﹂
﹁
リ
ス
﹂
﹁
里
山
を
歩
く
母
子
﹂
﹁
森

の
な
か
の
大
き
な
木
﹂
﹁
た
も
を
持
っ
て
遊

ぶ
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ま
し
た
。

 

今
回
の
展
示
の
話
を
聞
い
た
と
き
、
秋

の
展
示
と
い
う
こ
と
な
の
で
展
示
ス
ペ
ー
ス

に
ほ
ん
わ
か
と
し
た
雰
囲
気
が
つ
く
り
だ
せ

れ
ば
と
思
い
、
ま
た
絵
本
の
な
か
の
絵
が
外

に
飛
び
出
し
た
よ
う
な
展
示
に
で
き
れ
ば
と

考
え
ま
し
た
。
図
書
館
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
に

は
木
の
温
か
さ
と
落
ち
つ
い
た
雰
囲
気
が
あ

り
、
ま
た
図
書
館
で
用
意
し
て
い
た
だ
い
た

木
製
の
額
の
お
か
げ
で
、
そ
の
な
か
に
自
然

な
か
た
ち
で
絵
を
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

絵
本

 

0

0

と
い
う
絵
と
文
章
で
の
表
現
に
関
心

を
も
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
展
示
に

参
加
で
き
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
絵
が
森
へ
出
か
け
る

き
っ
か
け
と
な
っ
て
く
れ
れ
ば
、
今
度
は
子

ど
も
が
部
屋
か
ら
飛
び
出
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
い
つ
か
そ
ん
な
絵
が
描
け
た
ら
な
、
と

思
い
ま
し
た
。

︵
な
る
せ 

よ
う
へ
い
・
本
学
比
較
文
化
学
科
大
学
院
生
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西 

教
生

　

都
留
市
で
構
想
さ
れ
出
版
さ
れ
た
絵
本
の

な
か
に
登
場
す
る
、
動
物
の
展
示
を
つ
く
り

ま
し
た
。
ム
サ
サ
ビ
や
リ
ス
、
野
ネ
ズ
ミ
な

ど
の
都
留
の
森
で
出
会
え
る
哺
乳
類
、
観
ら

れ
る
鳥
類
の
写
真
。
ま
た
、
彼
ら
の
暮
ら
し

の
痕
跡
や
木
の
実
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
、

自
由
に
さ
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
実

物
も
展
示
し
ま
し
た
。
ク
ル
ミ
が
ど
れ
ほ
ど

硬
い
の
か
、
ア
カ
マ
ツ
の
種
を
ど
の
よ
う
に

食
べ
る
の
か
。
暮
ら
し
の
痕
跡
は
裏
山
に
落

ち
て
い
て
、
少
し
注
意
深
く
探
す
だ
け
で
ど

の
よ
う
な
動
物
が
暮
ら
し
て
い
る
の
か
わ
か

り
ま
す
。

 

ち
ょ
う
ど
森
に
は
、
た
く
さ
ん
の
ド
ン
グ

リ
が
落
ち
て
い
る
時
期
で
し
た
。
ド
ン
グ
リ

を
食
物
に
す
る
の
は
誰
か
？ 

こ
の
よ
う
な

疑
問
の
謎
を
解
く
カ
ギ
が
絵
本
の
な
か
に
あ

り
、
絵
本
に
出
て
く
る
世
界
は
裏
山
に
あ
り

ま
す
。
森
で
暮
ら
す
た
め
の
彼
ら
の
﹁
ワ
ザ
﹂
。

た
と
え
ば
、
リ
ス
は
ク
ル
ミ
を
ど
の
よ
う
に

し
て
割
る
の
か
？ 

こ
れ
の
答
え
も
ま
た
絵

本
の
な
か
に
あ
り
、
裏
山
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

展
示
を
見
て
い
た
だ
い
た
か
た
に
動
物
た

ち
の
魅
力
が
伝
わ
れ
ば
、
今
回
の
企
画
は
成

功
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

︵
に
し 

の
り
お
・
本
学
社
会
学
科
４
年
生
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

愛
知
万
博
の
閉
幕
に
あ
わ
せ
て
た
、

﹁H
A

N
D

 IN
 H

A
N

D

、
ア
ジ
ア
の
子
ど
も
達

の
秋
の
植
樹
祭
﹂
の
一
環
と
し
て
、
10
月
1

日
、
都
留
文
科
大
学
内
の
ビ
オ
ト
ー
プ
周
辺

で
植
樹
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

私
も
、
６
歳
の
息
子
と
９
歳
の
娘
と
参
加

し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
は
何
も
知
ら
せ

ず
に
、
当
日
そ
の
場
所
へ
連
れ
て
行
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
同
大
学
の
今
泉
吉
晴
教
授
の

お
話
を
聞
く
と
、
自
分
た
ち
が
ど
う
し
て
こ

の
場
所
に
い
て
、
今
か
ら
何
を
す
る
の
か
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
の
か
と
子
ど
も
た
ち
な
り
に
よ
く
理
解
で

き
た
よ
う
で
し
た
。
そ
の
せ
い
か
、
苗
木
を

植
え
る
さ
い
に
そ
の
木
に
合
う
穴
を
掘
り
、

や
さ
し
く
木
に
触
れ
た
り
、
話
か
け
た
り
し

て
い
ま
し
た
。

 

﹁
カ
ブ
ト
ム
シ
や
チ
ョ
ウ
や
鳥
が
い
っ
ぱ

い
来
て
く
れ
て
、
こ
の
木
に
た
く
さ
ん
の
卵

を
産
ん
で
く
れ
る
と
い
い
な
ぁ
﹂

 

﹁
ぼ
く
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
、
こ

の
木
は
ど
の
く
ら
い
、
大
き
く
な
る
の
か

な
ぁ
﹂
と
ま
る
で
仲
間
が
で
き
た
か
の
よ
う

に
う
れ
し
そ
う
で
し
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も

た
ち
は
そ
の
木
に
、
﹁
ミ
ー
ル
﹂
と
名
づ
け

ま
し
た
。
ロ
シ
ア
語
で
﹁
平
和
﹂
の
意
味
で

す
。
彼
ら
の
願
い
が
そ
の
名
に
こ
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

 

私
た
ち
人
間
が
、
ど
れ
ほ
ど
都
会
化
し
て

も
、
昆
虫
か
ら
哺
乳
類
に
至
る
す
べ
て
の
生

物
を
含
め
て
、
生
き
た
自
然
と
一
体
な
ん
だ
、

仲
間
な
ん
だ
と
感
じ
る
１
日
で
し
た
。

 

子
ど
も
た
ち
の
小
さ
な
手
が
、
一
本
の
木

を
植
え
、
そ
の
木
が
大
き
く
生
長
し
、
株
と

な
り
、
森
と
な
る
。
そ
こ
に
虫
が
い
て
、
鳥

が
美
し
く
さ
え
ず
り
、
そ
の
歌
を
き
く
人
々

が
い
る
。
そ
う
思
う
だ
け
で
幸
せ
な
気
分
に

な
り
ま
す
。

 

そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
言
い
ま
し
た
。

﹁
お
母
さ
ん
、
な
ん
か
自
然
の
声
が
聞
こ
え

て
く
る
よ
う
だ
ね
。
ミ
ー
ル
、
ま
た
会
い
に

来
る
ね
﹂
と
。

 
 
 
 
 
 

︵
す
ず
き 

ま
さ
こ
・
都
留
市
在
住
︶

【フィールド・ミュージアム部門の活動報告】

①「図書館まつり」への参加

②附属図書館ビオトープの植

樹祭開催

﹁
図
書
館
ま
つ
り
﹂
に
参
加
し
て

附
属
図
書
館
ビ
オ
ト
ー
プ
の
植
樹
祭
に

参
加
し
て　

鈴
木
正
子

都留市立図書館で開催された「絵本まつり」

フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
部
門
で
は
、

今
年
度
、
新
た
な
取
り
組
み
を
行
な
い
ま

し
た
。
一
つ
は
、
都
留
市
立
図
書
館
と
協

力
し
た
﹁
図
書
館
ま
つ
り
﹂
へ
の
参
加
で
す

︵
２
０
０
５
年
10
月
27
日
～
11
月
９
日
、
都

留
市
立
図
書
館
図
書
閲
覧
室
に
て
開
催
。
関

連
記
事
５
頁
︶
。
都
留
市
の
森
で
着
想
し
出

版
さ
れ
た
数
々
の
絵
本
を
紹
介
し
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
山
梨

－

芙
蓉
と
の
共
同
事
業
と
し
て
本
学
の
附
属
図

書
館
で
行
っ
た
植
樹
祭
で
す
︵
２
０
０
５
年

10
月
１
日
開
催
︶
。
ど
ち
ら
も
地
域
交
流
研

究
セ
ン
タ
ー
の
特
徴
を
活
か
し
た
取
り
組
み

が
期
待
で
き
、
今
後
も
継
続
的
に
交
流
を
深

め
育
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
二

つ
の
事
業
に
参
加
し
た
学
生
、
市
民
の
か
た

に
感
想
を
記
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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一
号
館
裏
の
雑
木
林
は
、
約
30
年
前
に
当

時
の
理
科
教
室
の
教
員
と
事
務
職
員
が
中
心

と
な
っ
て
植
樹
し
た
手
作
り
の
林
で
す
。
コ

ナ
ラ
、
オ
ニ
グ
ル
ミ
、
ク
リ
、
ホ
オ
ノ
キ
、

ケ
ヤ
キ
、
ブ
ナ
、
モ
ミ
・
・
・
こ
の
林
に
は

大
学
周
辺
の
山
に
自
生
す
る
種
が
多
く
、
林

床
植
生
も
30
年
か
け
て
そ
の
環
境
に
適
し
た

植
物
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
数
年
前
の
伐

採
・
強
剪せ
ん
て
い定
に
よ
っ
て
林
床
が
明
る
く
な
り

す
ぎ
、
成
長
の
速
い
雑
草
や
タ
ケ
、
サ
サ
が

生
い
茂
り
、
藪や
ぶ

と
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

昨
年
の
夏
、
生
物
ゼ
ミ
の
学
生
と
教
職
員
に

よ
っ
て
サ
サ
や
タ
ケ
、
下
草
が
刈
り
取
ら
れ
、

少
し
見
通
し
の
よ
い
林
に
な
り
ま
し
た
。
現

在
、
初
等
教
育
学
科
の
生
物
ゼ
ミ
で
は
、﹁
自

然
の
営
み
が
観
察
で
き
る
環
境
教
育
林
﹂
と

し
て
、
ま
た
﹁
学
生
や
教
職
員
に
と
っ
て
の

憩
い
の
場
、
思
索
や
探
求
の
場
﹂
と
し
て
１

号
館
裏
の
林
を
再
生
す
る
た
め
の
取
り
組
み

を
は
じ
め
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
下
草
を

刈
っ
て
、
歩
道
を
整
備
し
、
樹
木
に
名
札
を

付
け
る
予
定
で
す
。
野
鳥
や
リ
ス
、
野
ネ
ズ

ミ
た
ち
に
き
て
も
ら
う
た
め
に
、
彼
ら
が
好

む
果
実
や
ナ
ッ
ツ
を
付
け
る
樹
木
の
苗
床
も

作
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
四
季
折
々
に
観
ら

れ
る
草
花
や
昆
虫
の
解
説
板
、
野
鳥
や
野
ネ

ズ
ミ
の
た
め
の
巣
箱
や
観
察
ス
ペ
ー
ス
を
設

置
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

単
な
る
植
物
園
で
は
な
く
、
生
き
物
と
環
境

と
の
関
係
、
生
き
物
ど
う
し
の
係
わ
り
合
い
、

生
態
系
の
は
た
ら
き
や
仕
組
み
が
実
感
・
体

感
で
き
る
よ
う
な
仕
掛
け
や
工
夫
を
凝
ら
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

教
職
員
の
な
か
に
は
、
﹁
周
り
に
自
然
が

た
く
さ
ん
あ
る
の
に
大
学
内
に
林
な
ん
て
要

ら
な
い
﹂
、
﹁
駐
輪
場
に
す
べ
き
だ
﹂
と
い
っ

た
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
本
当
に
そ

う
で
し
ょ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
周
り
に

自
然
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
景
観
と
し
て
見

て
い
る
だ
け
で
、
森
に
分
け
入
っ
て
自
然
に

触
れ
合
う
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？ 

だ
か
ら
こ
そ
、
１
号
館
裏
の
林
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
野 

幸

　

去
年
よ
り
も
、
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
と
い

う
の
が
１
年
間
を
振
り
か
え
っ
て
の
感
想
で

す
。
ヤ
ゴ
や
コ
オ
ロ
ギ
や
メ
ダ
カ
の
数
が
増

え
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ

の
数
が
減
っ
て
し
ま
い
、
カ
エ
ル
の
姿
は
あ

ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
ア
カ

ジ
ソ
や
ネ
ム
ノ
キ
が
自
然
に
生
え
て
き
ま
し

た
。
ア
ン
ズ
の
木
は
、
初
め
て
実
を
つ
け
ジ
ャ

ム
を
作
り
ま
し
た
。
来
年
度
は
も
っ
と
生
き

も
の
が
増
え
る
だ
ろ
う
、
と
想
像
す
る
と
わ

く
わ
く
し
ま
す
。

 

昨
年
の
12
月
８
日
に
、
ビ
オ
ト
ー
プ
に
地

図
を
設
置
し
ま
し
た
。
よ
り
多
く
の
人
が
ビ

オ
ト
ー
プ
を
楽
し
ん
で
欲
し
い
と
い
う
願
い

を
込
め
て
作
り
ま
し
た
。
見
た
目
は
シ
ン
プ

ル
で
す
が
、
随
時
そ
の
と
き
に
お
す
す
め
の

も
の
を
写
真
に
撮
っ
て
掲
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
草
刈
り
の
お
知
ら
せ
も
載
せ

て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

今
年
の
冬
、
メ
ダ
カ
池
に
、
分
厚
い
氷
が

張
り
ま
し
た
。
一
見
、
変
化
が
な
い
よ
う
に

見
え
て
も
、
冬
芽
や
、
ロ
ゼ
ッ
ト
な
ど
が
見

ら
れ
ま
す
。
動
き
の
少
な
い
と
き
の
楽
し
み

方
を
見
つ
け
る
と
、
冬
の
ビ
オ
ト
ー
プ
も
魅

力
的
に
な
っ
て
き
ま
す
。

 
 
 
 
 

︵
は
の 

さ
ち
・
本
学
社
会
学
科
４
年
︶

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

加
藤
宏
明

 

私
が
附
属
図
書
館
の
ビ
オ
ト
ー
プ
づ
く
り

に
参
加
し
た
の
は
、
な
る
べ
く
自
然
の
力
に

寄
り
添
い
な
が
ら
つ
く
る
と
い
う
考
え
方
に

共
感
し
た
か
ら
で
す
。
昨
年
︵
２
０
０
５
年
︶

の
夏
は
ビ
オ
ト
ー
プ
が
劇
的
に
変
化
し
ま
し

た
。
ビ
オ
ト
ー
プ
が
で
き
て
か
ら
、
2
年
目

の
夏
で
す
。
１
年
目
は
変
化
が
少
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
昨
年
は
植
物
が
よ
く
育
ち
、
そ

れ
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
た
く
さ
ん
の
生

き
も
の
が
ビ
オ
ト
ー
プ
を
訪
れ
ま
し
た
。
ア

ゲ
ハ
の
幼
虫
が
育
ち
無
事
に
飛
び
立
ち
ま
し

た
し
、
オ
ニ
ヤ
ン
マ
が
池
に
産
卵
す
る
姿
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

１
年
目
の
夏
は
ク
ロ
ー
バ
ー
に
お
お
わ
れ

た
だ
け
の
単
調
な
風
景
で
し
た
が
、
い
ま
で

は
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
が
定
着
し
て
い
ま
す
。

昨
年
は
、
毎
週
ビ
オ
ト
ー
プ
の
様
子
を
見
て

回
り
、
草
刈
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に

植
物
の
た
く
ま
し
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

 

２
年
目
は
水
や
り
を
ほ
と
ん
ど
行
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
十
分
に
植
物
は

成
長
し
ま
し
た
。
人
の
手
を
加
え
な
く
て
も

い
い
ほ
ど
に
ビ
オ
ト
ー
プ
は
成
長
し
た
の
で

す
。
バ
ッ
タ
や
チ
ョ
ウ
の
種
類
も
増
え
、
見

る
も
の
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

 

今
で
も
心
に
深
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
昨

年
の
夏
、
池
の
メ
ダ
カ
を
観
察
す
る
子
ど

も
た
ち
の
姿
に
出
会
っ
た
こ
と
で
す
。
水

面
を
覗
く
子
ど
も
た
ち
の
真
剣
な
目
が
い

ま
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
50
年
後
、
私

が
こ
こ
を
訪
れ
た
と
き
ビ
オ
ト
ー
プ
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き

を
楽
し
む
た
め
に
も
、
こ
の
２
年
間
の
ビ

オ
ト
ー
プ
の
世
話
は
忘
れ
た
く
あ
り
ま
せ

ん
。

   

︵
か
と
う 

ひ
ろ
あ
き
・
本
学
社
会
学
科
４
年
生
︶

附
属
図
書
館
ビ
オ
ト
ー
プ
づ
く
り
が
始
ま
っ

て
２
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の

ビ
オ
ト
ー
プ
を
自
然
に
親
し
む
入
口
と
な
る

よ
う
育
て
て
い
く
こ
と
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
部
門
の
大
切
な
活
動
の
一
つ

で
す
。
こ
の
活
動
に
参
加
し
た
本
学
の
学
生

に
作
業
の
感
想
を
記
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
た
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
附
属
図
書
館
の
ほ

か
に
も
身
近
な
自
然
を
楽
し
む
ビ
オ
ト
ー
プ

づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
学
一
号
館
裏

の
雑
木
林
の
再
生
に
向
け
た
取
り
組
み
も
あ

わ
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

【フィールド・ミュージアム部門の活動報告】

③ビオトープづくり

附
属
図
書
館
ビ
オ
ト
ー
プ
の
一
年

附属図書館ビオトープの池で育ったヤマアカガエル

都
留
文
科
大
学
に
相ふ

さ

わ応
し
い
林
へ
・
・
・

一
号
館
裏
の
雑
木
林
再
生
の
取
り
組
み

必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
身
近
な
自
然
の

な
か
に
発
見
す
る
驚
き
と
感
動
、
そ
れ
は
私

た
ち
の
感
性
と
知
性
を
豊
か
に
し
て
く
れ
ま

す
。
﹁
人
間
探
求
﹂
の
学
問
の
府
に
相
応
し

い
林
、
そ
れ
は
自
然
と
人
間
が
共
存
で
き
る

場
所
、
長
い
年
月
を
か
け
て
成
熟
し
た
自
然

が
も
つ
豊
か
で
調
和
の
取
れ
た
空
間
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
ん
な
林
に
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
、

皆
で
こ
の
林
を
見
守
り
、
育
て
て
い
き
ま
せ

ん
か
。

 

︵
さ
か
た 

ゆ
き
こ
・
本
学
初
等
教
育
学
科
教
員
︶

坂
田 

有
紀
子

６月になると可憐なユキノシタの花で足の踏み場もないほどでした

林床で穴の開いたクルミをたくさん拾いました。オニグルミ
の実を食べに野ネズミがやってきていることがわかります。
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が
完
食
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
も
食
べ
ら
れ

た
の
は
、
収
穫
の
２
日
前
だ
と
い
う
。
ま
る

で
、
私
た
ち
の
動
き
を
ず
っ
と
観
て
い
た
よ

う
な
行
動
だ
。
食
痕
も
じ
つ
に
見
事
。
以
前
、

手
動
式
の
脱
穀
機
を
使
っ
て
ム
ギ
を
脱
穀
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
ム
ギ
と
比

べ
て
す
こ
し
も
遜
色
な
い
。

 

完
敗
で
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
と
て
も

く
や
し
い
。
た
だ
し
、
く
や
し
い
か
ら
イ
ノ

シ
シ
を
退
治
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。

こ
の
く
や
し
さ
は
、
コ
メ
を
食
べ
ら
れ
た
か

ら
と
い
う
よ
り
、
彼
ら
を
あ
な
ど
っ
て
い
た

自
分
自
身
に
対
し
て
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
む

し
ろ
、
尊
敬
の
念
が
わ
い
て
き
た
。
道
具
を

な
に
も
使
わ
ず
に
ど
う
し
た
ら
こ
れ
だ
け
の

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

人
間
は
生

物
の
頂
点
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
も
ち
が
ち

だ
が
、
ま
だ
ま
だ
学
ぶ
こ
と
は
無
数
に
あ
る

よ
う
だ
。

 

な
に
は
と
も
あ
れ
、
来
年
こ
そ
は
収
穫
祭

を
催
し
た
い
。
こ
の
企
み
を
成
功
さ
せ
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
イ
ノ
シ
シ
の
こ
と
を
知
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

こ
れ
か
ら
は
彼
ら
の
食
痕
、
足
跡
な
ど
を
注

意
深
く
観
察
し
た
い
。

　

(

ま
え
だ 

け
い
こ
・
本
学
初
等
教
育
学
科
３
年)

ふ
だ
ん
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
て
い
る
と
、

お
米
と
い
う
も
の
は
、
い
と
も
簡
単

に
で
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
う

え
、
毎
年
秋
に
な
れ
ば
あ
た
り
ま
え
の
よ
う

に
、
黄
金
色
の
じ
ゅ
う
た
ん
を
見
て
い
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
く
い
し
ん
ぼ
う
な
私
は
、

田
植
え
の
と
き
、
で
き
た
と
き
に
口
に
す
る

で
あ
ろ
う
お
米
の
味
を
想
像
し
て
い
た
。

 

現
実
と
い
う
の
は
い
つ
も
思
い
が
け
な

い
と
こ
ろ
で
壁
が
た
ち
は
だ
か
る
も
の
だ
。

じ
っ
さ
い
や
る
こ
と
で
知
っ
た
大
き
な
壁
、

そ
れ
は
野
生
の
知
恵
と
い
う
壁
だ
。
自
分
で

植
え
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に

植
え
た
イ
ネ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
イ
ノ
シ
シ

多くの人に支えられて稲刈りを終える

「たんぼクラブ」の実践

 ｜前田恵子

フィールド・ミュージアムの
　　　  稲づくりに参加して

トピックス

1topics

 ｜権
ごんもり

守達也

右からイノシシ、食痕、足跡

２
０
０
５
年
度
は
、
二
つ
の
稲
作
の
試
み
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
﹁
た
ん
ぼ
ク
ラ

ブ
﹂
の
も
の
で
、
大
学
か
ら
徒
歩
で
７
～
８

分
の
、
人
家
の
そ
ば
の
休
耕
田
を
活
用
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
す
。
市
の
職
員
や
農
業
委

員
会
の
方
、
県
の
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

の
方
々
の
支
援
・
協
力
を
得
て
で
す
か
ら
、

失
敗
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
事
実
、
見
事
な
コ

シ
ヒ
カ
リ
が
モ
ミ
米
で
約
４
２
０
キ
ロ
グ
ラ

ム
︵
白
米
で
約
２
８
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
︶
を
収

穫
す
る
こ
と
が
で
き
、
み
ん
な
で
分
け
合
い

ま
し
た
。
30
名
ほ
ど
の
学
生
と
教
員
、
そ
し

て
地
元
の
方
々
と
の
貴
重
な
交
流
の
経
験
と

も
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の
試
み
は
、
﹁
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
﹂
の
実
践
に
よ
る
も
の
で
、

大
学
か
ら
徒
歩
で
20
分
く
ら
い
の
位
置
に
あ

る
、
柄
ひ
し
ゃ
く
な
が
し
が
わ

杓
流
川
と
山
と
の
狭
間
に
作
ら
れ
た

田
の
一
部
を
復
興
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

す
。
関
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
教
員
を
入
れ
て

11
名
で
す
が
、
実
っ
た
稲
は
、
そ
の
収
穫
予

定
日
の
２
日
前
に
、
イ
ノ
シ
シ
に
食
べ
つ
く

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
ノ
シ
シ
は
川
側
を
迂

回
し
、
防
護
柵
の
合
板
の
一
枚
を
突
破
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
食
痕
は
感
嘆
す
る
ほ
か
な

く
、
名
状
し
難
い
気
持
ち
を
引
き
起
こ
す
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
人
間
と
野
生
動
物
と
の

貴
重
な
﹁
交
流
﹂
の
機
会
と
な
っ
た
わ
け
で

す
。
︵
編
集
部
・
畑
︶

晴
れ
渡
る
空
の
下
、
私
は
田
ん
ぼ
ク
ラ

ブ
の
稲
刈
り
に
参
加
し
ま
し
た
。
も

と
も
と
、
稲
刈
り
が
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た

日
は
雨
が
降
り
中
止
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
今
回
︵
10
月
15
日
︶
は
無
事
に
快

晴
と
な
り
絶
好
の
稲
刈
り
日
和
と
な
り
ま
し

た
。

 

さ
っ
そ
く
軍
手
を
は
め
て
鎌
を
も
ち
、
稲

を
刈
り
始
め
た
の
で
す
が
、
最
初
の
う
ち
は

ス
ム
ー
ズ
に
稲
を
刈
る
こ
と
が
で
き
ず
手
間

取
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
ベ
テ
ラ
ン
の
方

に
鎌
の
﹁
引
き
方
﹂
を
教
わ
っ
た
と
こ
ろ
、

ひ
と
引
き
で
簡
単
に
刈
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
だ
い
ぶ
楽
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
刈
っ
て
い
る
間
は
終
始
、
中
腰
だ
っ

た
の
で
か
な
り
足
腰
が
辛
か
っ
た
で
す
。

 

半
分
ま
で
刈
り
終
わ
っ
た
後
は
機
械
に
稲

刈
り
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
実
際
に
自
分

の
手
で
稲
刈
り
を
し
た
あ
と
だ
と
、
機
械
が

い
か
に
便
利
か
と
い
う
こ
と
を
、
身
を
も
っ

て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
に

刈
っ
た
稲
を
ま
と
め
て
天
日
干
し
を
行
な
い

ま
し
た
。
ま
と
め
た
稲
を
一
つ
一
つ
掛
け
て

い
く
こ
と
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
が
必
要

だ
っ
た
り
し
て
、
思
っ
た
よ
り
大
変
な
作
業

で
し
た
。

 

印
象
に
残
っ
た
の
は
、
作
業
を
し
て
い
る

と
き
カ
エ
ル
や
ク
モ
な
ど
色
々
な
虫
を
見
つ

け
た
こ
と
で
す
。
一
つ
の
作
物
を
作
る
に
し

て
も
、
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
、
と

い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
農

家
の
方
が
ど
れ
だ
け
苦
労
し
て
お
米
を
作
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
、
食
べ

物
の
大
切
さ
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

 
 
 

(

ご
ん
も
り 

た
つ
や
・
本
学
社
会
学
科
１
年)
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三
日
間
を
通
し
て
先
生
方
が
お
話
し
し

て
下
さ
っ
た
よ
う
に
、
学
級
崩
壊
問

題
、
﹁
キ
レ
ル
﹂
子
ど
も
や
発
達
障
害
を
も

つ
子
ど
も
な
ど
、
難
し
い
課
題
を
抱
え
る

児
童
生
徒
の
教
育
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に

は
、
そ
の
子
ど
も
を
丸
ご
と
理
解
し
、
現
実

を
率
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

  

し
か
し
、
現
実
問
題
と
な
る
と
本
当
の
と

こ
ろ
が
な
か
な
か
つ
か
み
き
れ
な
い
こ
と

や
、
そ
の
子
に
関
わ
る
大
人
た
ち
の
意
思
統

一
が
大
変
難
し
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教

師
の
力
量
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
磨
い
て
い
か

な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
解
決
し
な
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

 

﹁
子
ど
も
理
解
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
︵
協

議
︶
﹂
は
、
こ
れ
か
ら
教
師
が
、
指
導
の
力

量
を
高
め
て
い
く
た
め
に
も
、
ま
た
困
難
を

抱
え
る
児
童
生
徒
を
救
う
た
め
に
も
、
大
変

有
効
な
手
段
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

 

田
中
孝
彦
先
生
の
、
子
ど
も
た
ち
の
間
の

﹁
学
習
か
ら
の
逃
走
﹂
﹁
学
力
低
下
﹂
と
言

わ
れ
る
情
況
の
広
が
り
は
、
子
ど
も
た
ち
の

知
的
要
求
が
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

く
、
社
会
と
学
校
が
学
習
の
機
会
を
用
意
で

き
な
い
で
い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
判
断

す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
ご
意
見
に
賛
成

で
す
。

 

教
育
予
算
を
削
る
の
で
は
な
く
、
大
幅
に

増
や
し
て
、
一
学
級
の
定
数
を
減
ら
し
た
り
、

教
師
の
力
量
を
高
め
た
り
、
専
門
的
機
関
等

も
増
や
す
な
ど
し
て
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
る

行
き
届
い
た
教
育
を
実
践
す
る
条
件
を
実
現

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

︵
い
た
く
ら 

や
す
あ
き
・
都
留
文
科
大
学
附
属
小
学
校
教
員
︶

「
困
難
を
抱
え
た
子
ど
も
の
理
解
と

学
校
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
惹ひ

か

れ
て
同
僚
数
名
と
参
加
し
た
講
座
で
し
た

が
、
日
頃
自
分
の
中
で
悶も
ん
も
ん々

と
し
て
い
た
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
が
﹁
腑ふ

に
落
ち
た
﹂
三
日
間

で
し
た
。

  

こ
の
講
座
を
通
し
て
の
私
自
身
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、﹁
子
ど
も
理
解
﹂
﹁
ゆ
る
む
﹂
﹁
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
﹂
の
３
つ
で
し
た
。
日
々

子
ど
も
た
ち
と
接
し
て
い
る
と
、
た
し
か
に

今
日
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
危
機
的
状

況
が
、
子
ど
も
た
ち
の
な
か
に
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
た

ち
の
も
つ
伸
び
よ
う
と
す
る
力
、
﹁
ま
だ
ま

だ
捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い
﹂
と
思
え
る
人
間

と
し
て
の
力
を
感
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

す
。
そ
う
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
、

真
に
理
解
す
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い

と
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、﹁
子
ど
も
理
解
﹂

を
深
め
る
こ
と
を
学
習
指
導
に
も
貫
く
と
い

う
言
葉
に
は
、
非
常
に
共
感
を
覚
え
ま
し
た
。

 

ま
た
、
子
ど
も
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め

て
い
く
場
と
し
て
の
﹁
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
﹂

は
、
と
て
も
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。
子
ど
も

と
関
わ
る
大
人
た
ち
が
形
式
張
ら
ず
に
﹁
協

働
﹂
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
本
当
に

よ
い
と
思
い
ま
す
。

 

し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
今
の
学
校

現
場
で
は
な
か
な
か
そ
れ
が
難
し
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。
講
座
の
最
後
に
森
博
俊
先
生
が

示し

さ唆
し
て
下
さ
っ
た
﹁
校
内
委
員
会
﹂
の
よ

う
な
も
の
を
、
気
軽
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た

ら
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

︵
か
わ
む
ら 

ち
え
こ
・
下
吉
田
第
一
小
学
校
教
員
︶

現
職
教
員
講
座　

｜板倉保秋

真の子ども理解と
カンファレンス（協議）を
希求する

｜川村千恵

子どもたちと深く交流して
いく条件整備を

第
５
回
を
迎
え
た
本
年
度
の
﹁
夏
季
集
中
講
座
﹂
は
、
﹁
困

難
を
抱
え
た
子
ど
も
の
理
解
と
学
校
﹂
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
７
月
27
日
か
ら
29
日
ま
で
の
三
日
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
学
教
員
の
田
中
孝
彦
氏
、
森
博
俊
氏
、
筒
井
潤
子
氏
の
三

名
が
講
義
し
、
毎
回
１
２
０
名
～
１
３
０
余
名
の
受
講
参
加

者
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
と
き
の
講
義
内
容
は
、
﹃
教
師
の
子
ど
も
理

解
と
臨
床
教
育
学
﹄
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
︵
群
青

社
・
２
０
０
６
年
１
月
︶
。
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◆（…前略…）あの「通信」はいいと思い

ます。長く続けて下さい。共同下宿の話や、

米作りの話など、面白い。下宿の問題から

垣間見えてくる現在の学生のメンタリティ

は、砂粒の如く孤立して、どこも同じですね。

大学の知を地域に向かって開くには、「啓蒙

してあげる」というスタンスでは駄目だし。

地域の人で書ける人にはどんどん書いて貰
もら

い、書けない人にはどんどんインタビュー

したらどうかなあ。米作りを手伝ってくれ

ている人など、莫大な（掘りおこしていけ

ば）情報を持っているのではないだろうか。

しかし、「独裁者」だったのかも知れないけ

れど、文大創った人は偉い！それにしても、

どうして創れたのかね？（…中略…）図書

館が地域図書館にもなっているのなら、リ

サイクル市
いち

が同時に街の人のマーケットに

なってもいいのかも。地域ぐるみの、文大

ならではの、文大でしかできない、地道だ

がユニークな試み、ぜひこれまで以上に推

し進めていってください。

（北彰氏・中央大学教授）

こ
の
夏
、
京
都
で
開
催
さ
れ
た
国
際
的

な
イ
ベ
ン
ト
﹁
世
界
合
唱
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
﹂
に
招
し
ょ
う
へ
い

聘
さ
れ
た
中
米
・
グ
ア
テ
マ

ラ
共
和
国
ビ
ク
ト
リ
ア
合
唱
団

0

0

0

0

0

0

0

0

の
演
奏
会

が
、
８
月
３
日(

水)

19
時
よ
り
都
留
市
文

化
ホ
ー
ル
に
て
催
さ
れ
ま
し
た
。

 

当
日
は
グ
ア
テ
マ
ラ
、
キ
ュ
ー
バ
、
ニ
カ

ラ
グ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
い
う
日
頃
な
か

な
か
聴
く
チ
ャ
ン
ス
の
な
い
中
南
米
の
作
品

を
中
心
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ダ
ン
ス
や
動
き

を
つ
け
な
が
ら
の
演
奏
も
披
露
さ
れ
ま
し
た

が
、
圧
巻
は
グ
ア
テ
マ
ラ
の
抱
え
た
悲
し
い

歴
史
を
歌
い
上
げ
る
彼
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
で
、
ス
ペ
イ
ン
に
抵
抗
し
た
マ
ヤ
の
怒
り

や
、
内
戦
に
苦
し
ん
だ
民
衆
の
悲
し
み
な
ど

が
、
音
楽
を
通
し
て
見
事
に
訴
え
か
け
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で
も
透
明
な
彼
ら
の

歌
声
に
優
し
さ
を
見
出
し
た
時
、
誰
し
も
言

葉
を
失
う
ほ
ど
の
感
動
に
包
ま
れ
る
︰
︰
、

ま
さ
に
人
の
持
つ
想
い
が
繋つ
な

が
っ
た
瞬
間
で

し
た
。

 

公
演
の
後
に
、
﹁
都
留
っ
て
凄す
ご

い
こ
と
や

る
じ
ゃ
ん
！
﹂
と
い
う
感
想
が
多
く
聞
か
れ

ま
し
た
が
、
市
と
大
学
と
市
民
と
が
一
体
と

な
り
大
き
な
文
化
・
芸
術
交
流
を
成
し
遂
げ

た
こ
と
に
、
真し

ん

し摯
で
、
あ
た
た
か
み
の
あ
る

都
留
を
再
認
識
し
た
次
第
で
す
。
共
催
・
後

援
く
だ
さ
っ
た
各
関
係
の
皆
さ
ま
を
は
じ

め
、
共
演
く
だ
さ
っ
た
コ
ー
ル
大お

お

わ輪
︵
指
揮
・

天
野
行す
す
む︶
、
ベ
リ
ー
タ
︵
指
揮
・
澤
田
洋
一
︶
、

都
留
女
声
合
唱
団
﹁
泉
﹂︵
指
揮
・
清
水
靖
夫
︶

の
皆
さ
ま
、
そ
し
て
一
行
の
通
訳
と
し
て
お

心
配
り
く
だ
さ
っ
た
比
較
文
化
学
科
の
重
富

恵
子
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
都
留
を
想
い
、
都

留
を
繋
い
で
い
き
た
い
、
そ
し
て
世
界
に
向

け
た
発
信
を
し
て
行
き
た
い
、
心
か
ら
そ
う

願
っ
て
い
ま
す
。

＊
（
主
催
＝
都
留
文
科
大
学
音
楽
教
室
、
共
催
＝
財

団
法
人 

都
留
楽
友
協
会
、
後
援
＝
都
留
市
合
唱
連

盟
、
都
留
市
文
化
協
会
、
山
梨
県
合
唱
連
盟
）

︵
し
み
ず 

ま
さ
ひ
こ
・
本
学
初
等
教
育
学
科
教
員
︶

Reader's  Voice

読者の声
センター通信８号に寄せて

 

　

清
水
雅
彦

都
留
を
繋つ

な

い
だ
﹁
ビ
ク
ト
リ
ア
合
唱
団

＆
都
留
市
合
唱
連
盟
演
奏
会
」

以下の「読者の声」は、編集部メンバーへの私信と
して書かれたものです。ご本人の了解を得て、私的
な部分を略して紹介します。なお今回は、本学の関
係者以外の方からのもので編集しました。

◆都留文科大学の『地域交流センター通信』

をいつもお送りいただき、感謝しています。

とても読みやすくそして内容の充実した編

集に、ご苦労が伝わってきます。写真と文

章がひびきあっていてとてもいいです。地

域の自然とそこに住む人びとの息づかいが

伝わってくる通信ですね。次号も楽しみに

しています。

（増山均氏・早稲田大学教授）

◆昨日『地域交流センター通信』をいただ

きました。まだ詳しく拝見できておりませ

んが、これが大学の公式刊行物かと驚きま

した。モノクロでありながらビジュアルで、

しかも内容豊かという印象です。公立大学

として都留市に根付いた研究・活動を進め

ておられる成果がつまっている感じです。

（佐藤進氏・中央大学兼任講師）

◆先日は、『地域交流センター通信』を送っ

ていただき、ありがとうございます。大学

が発行しているとは思えないような味わい

深い内容で、ほっとするような読み物です。

（松田武雄氏・九州大学教授）

◆『地域交流センター通信』vol.8 をご恵

送頂き、ありがとうございました。特集の

フィールド・ミュージアムの諸論文、興味

深く、また一貫して追究されている今泉

（吉晴）先生の姿勢に敬服いたします。ま

た、学生の卒論「都留文科大学の成り立ち」

の内容、興味深く思いました。一度拝読

できないものかと思います。このところ、

地域社会と大学のパートナーシップ研究

を追いかけて、研究室のフィールド・スタ

ディにしていますので。

（姉崎洋一氏・北海道大学教授）

◆『地域交流センター通信８号』を読ま

せていただいて、まるで私たちの会報と

兄弟のような「通信」と思いました。親

しみの気持ちが湧いてくる、この気持ち

の源泉はなんでしょうか。会の副代表の M

さんに話すと「ぜひ見せてください」と言っ

ていました。K さんも「ぜひ読ませてくだ

い」と…。Y さんは「一冊しかないの？こっ

ちにも回してね」と言っていました。

（池上理恵氏・静岡自然を学ぶ会）

◆『地域交流センター通信八号』、ありが

とうございました。多彩な内容－地域の自

然、歴史、人間のつながり－を見すえた編

集を通して、これからの大学のあるべき姿

も見えてくるような、目配りのきいた、誠

実なとりくみ。今泉先生の文章で、芭蕉と

谷村とのつながりをはじめて知りました。

（北田耕也氏・明治大学名誉教授）

◆『地域交流センター通信』vol.8 をありが

とうございました。こうした活動の積み重

ねが、少しずつ人の心を和ませて、やがて人

と人とをつないでいくことになるんでしょう

ね。「地域交流研究」の授業実践を楽しみに

しています。

（森川貞夫氏・日本体育大学教授）

◆お送り頂いた『地域交流センター通信』

第八号、たいへん楽しく、また一種の感動

を覚えながら拝読させていただきました。

まず巻頭の分田順子氏の素敵なエッセーに

感動しました。このような感性を私はまっ

たく持ち合わせていなかったからです。ま

た、大学がフィールド・ミュージアムの中

にある、というか、その一部になっている

という感じがして、同じ大学に席をおく者

として、たいへん羨
うらや

ましく思いました。「た

んぼクラブ」も大学の新しいカリキュラム

「地域交流研究」もびっくりでした。でき

れば次号も拝見したいもの、と思いました。

（奥田泰弘氏・中央大学教授）

最
初
に
都
留
市
内
の
合
唱
グ
ル
ー
プ
が
演
奏
し
、
そ

れ
か
ら
ビ
ク
ト
リ
ア
合
唱
団
が
登
場
し
ま
し
た
。
そ

の
洗
練
さ
れ
た
演
奏
は
、
人
間
の
悲
し
み
と
怒
り
と

喜
び
の
、
あ
ら
ゆ
る
感
情
を
呼
び
覚
ま
し
、
私
た
ち

の
内
に
あ
る
す
べ
て
の
﹁
国
境
﹂
を
溶
か
し
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く
れ

ま
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た
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表
現
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術
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が
果
た
す
﹁
交
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﹂
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値
は
、
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測
し
難
い
も
の
と
し
て
地
域
文
化
の
力

と
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
︵
編
集
部
︶
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○日中韓の共同歴史教材づくりという画期的な取り組みが行なわれ、昨年春に、

その最初の成果である『未来をひらく歴史』が三国で刊行されました。その取

り組みの過程では、いくつもの認識の違いが浮き彫りになったといいます。こ

の共同歴史教材づくりの担い手の一人である笠原十九司氏は、「東アジア市民

社会の形成には世界市民的な立場からの歴史認識の共有が不可欠」という課題

を提起しておられます（巻頭文）。「世界市民的な立場」とは、文化の根源のこ

とを意味するように思えます。

○地域交流研究センターは、「フィールド・ミュージアム部門」「発達援助部門」

「くらしと産業部門」という恒常的な三つの部門をおいて交流活動をすすめて

いますが、本号の特集では、変貌しつつある地域のくらし・産業に地域交流研

究センターがどのように迫れるかを模索しようとしました。薪ストーブとつみ

木については、おもしろい展開可能性があるように直感されます。小宮氏の（「街

かど情報 TSURU」）の「拾う」は、仕事と文化に対する眼
まなこ

を示しているようで

す。障害をもつ方の就労のことなど、これからも生活者の真実というべきもの

に心を向けていきたいと思います。

○読者からは、「私の大学などでは、このような丁寧な編集をした、また内容

的にもレベルの高いものを発行するゆとりがありません。都留文科大学の皆さ

まの大学と地域への思いが伝わってくるものでした。」といったお便りなど、

激励の声が届いています。実は私たちにも「ゆとり」がありません。それでこ

の通信の発行を、年二回ということにしました。

○本号の編集では、何人もの名誉教授の方々に知恵をお借りしました。とくに

お名前は記しませんが、これからもご支援をお願いいたします。

○次号は、「地域と教育」（仮題）を特集する予定です。（編集長・畑潤）

絵・成瀬洋平（本学比較文化学科大学院１年）
DTP アシスタント・徳永佳世（本学比較文化学科４年）


