
　本学にはムササビが暮らす森があります。スギやヒノキの植林地にもか

かわらず、ムササビをはじめさまざまな動物が暮らしています。2020 年 2

月には、テンが巣箱から顔をのぞかせました。テンは木登りが得意です。

　じつはムササビの天敵のひとつがテンです。この森では巣箱を作ったこ

とで不用意にムササビがテンに襲われないような工夫をしてきました。テ

ンが木に登れないようにトタンを巻くのもその一例です。それでもこうし

てテンが巣箱に入ってきます。安心してムササビが子育てをできるような、

さらなる工夫を考えてみたいと思います。

名称について : 大学だけの取り組みではなく、広く市民と共有し、地域に開かれた交流を育みたいと
いう思いから、「都留フィールド・ミュージアム」という表記を用いています。本学の地域交流研究センター

が、この活動を担っています。

「都留フィールド・ミュージアム」とは？ : 私たちのフィールドは、特定の地域に固定はしませんが、
とくに都留市を拠点として富士山とその山麓、桂川 ( 相模川 ) 流域に注目して活動しています。

写真はすべて 2020 年 2 月 1 日に撮影しました。
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41　走りつづける魚屋さん
沼津港から都留まで魚介を届けて 34年

大学からの帰り道、ツグミを見かけました。ほかのツグミと比べると丸々としています。
撫でてみたくなるくらい、ころころとしたお腹でした。(2020 年 2 月 27 日 )

表紙写真

天気のいい日に、都留
市駅近くの御嶽神社
へ足を運びました。急
勾配の階段を上った先
には、神社へ迎え入れ
てくれるように狛犬が
堂々と佇んでいました。
(2020 年 2 月 27 日 )

表紙写真、ギャラリー写真：杉浦茜
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戸塚醸造店 P20-23

〒 402-0035
山梨県都留市夏狩 253

菊地わさび園 P12-15

〒 402-0035
山梨県都留市夏狩 1803

走る魚屋さん P31-33

沼津港から都留市へ鮮魚を届ける
歴史ある「走る魚屋さん」

お茶壺道中行列 P39-41

都留市の伝統文化に光をあて、
繋ぎ続けて 20 年！

富士急行事業部 
鉄道技術センター   

〒 401-0016
山梨県富士吉田市松山 4 丁目 6 － 39

志村金型 P8-11

〒 402-0024
山梨県都留市小野 34

今号の取材先

P16-19

高畑山

今倉山

朝日山

大平川
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高川山 P28-30

気軽に登れる山
絶景まで約 2 時間！

高川山 P28-30

山梨県

東京都
山梨県

長野県

埼玉県

静岡県

神奈川県

鶴ヶ鳥屋山

高川山

御巣鷹山

本社ヶ丸

山梨県　都留市

面積　　16,163㎢
総人口　30,239 人 (2020 年 2 月現在 )

鶴ヶ鳥屋山

本社ヶ丸

御巣鷹山御巣鷹山御巣鷹山

三ツ峠山

九鬼山

二十六夜山

尾崎山

文台山倉見山

杓子山

鹿留山

石割山

今倉山

御正体山

桂川

大幡川

加畑川

鹿留川

柄杓流川

菅野川

朝日川

戸沢川
桂川

都留市

か
わ
ぐ
ち
こ

ふ
じ
き
ゅ
う

は
い
ら
ん
ど

ふ
じ
さ
ん

げ
っ
こ
う
じ

し
も
よ
し
だ

よ
し
い
け
お
ん
せ
ん
ま
え

こ
と
ぶ
き

み
つ
と
う
げ ひ

が
し
か
つ
ら

と
お
か
い
ち
ば

つ
る
ぶ
ん
か

だ
い
が
く
ま
え

や
む
ら
ま
ち

つ
る
し

あ
か
さ
か

か
せ
い

た
の
く
ら





工
こう ば

場と聞くと、小さな空間でていねいに黙々と作業する人の姿

や、街なかの生活音に紛れて、機械の音がかすかに聞こえてく

るような情景を思い浮かべます。

大人数で大量生産するのではなく、限られた人数で時間をかけ

て一つのものを作り上げる。街なかのこうした工場を総じて「ま

ちこうば」と呼ぶことにしました。

機械化が進み大量にモノが消費される時代に、なぜ「まちこうば」

は残り続けるのだろう。どんな作業をしているのだろう。

私たちはそんな疑問を抱きながら、ふだんはなかなか入ること

のできない「まちこうば」に足を踏み入れました。

特集
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都留市小
お の

野地区で生まれ育った志村邦
くにはる

治さん (67) と、奥さんの桂
け い こ

子

さん (60) にご縁があってお話をうかがうことができた。邦治さんが

営むのは、家の敷地内に建つ小さな工
こ う ば

場、「志
し む ら か な が た

村金型」。昭和 62 年

から 33 年続く金型をつくる工場だ。工場に入ると、独特な油の匂

いが鼻をかすめる。機械や部品がたくさんあって、ものが多いこと

を想像していたが、工場のなかは整然としていた。

邦治さんが「まちこうば」を続ける原動力はなんだろう。
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33
年
間
、
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
は

　

邦
治
さ
ん
は
昭
和
62
年
に
工
場
を
始
め
た
。
現

在
こ
の
工
場
で
は
、
お
も
に
三
つ
の
機
械
を
使
っ

て
部
品
加
工
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

工
場
を
始
め
る
と
き
、
背
中
を
押
し
て
く
れ
た

の
は
桂
子
さ
ん
だ
っ
た
。
結
婚
し
て
か
ら
３
ヶ
月

経
っ
た
こ
ろ
、
会
社
勤
め
を
し
て
い
た
邦
治
さ
ん

は
「
会
社
を
辞
め
て
独
立
し
て
、
自
営
業
を
や
り

た
い
」と
桂
子
さ
ん
に
打
ち
明
け
た
。
邦
治
さ
ん
は
、

「(

桂
子
さ
ん
は)

お
腹
に
赤
ち
ゃ
ん
が
で
き
て
不
安

な
時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、『
分
か
り
ま
し
た
。

邦
治
さ
ん
の
好
き
な
よ
う
に
思
い
通
り
に
や
っ
て
』

と
明
る
く
後
押
し
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
言
っ

て
く
れ
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
と
き
の

こ
と
を
桂
子
さ
ん
は
、「
子
ど
も
も
生
ま
れ
る
し
内

心
は
心
配
し
て
ま
し
た
。
で
も
好
き
な
こ
と
を
や
っ

て
う
ま
く
い
く
の
も
失
敗
す
る
の
も
い
い
な
っ
て
。

(

邦
治
さ
ん
は)

と
て
も
熱
心
で
、
一
つ
の
こ
と
に

夢
中
に
な
る
の
。
そ
れ
が
仕
事
だ
っ
た
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。

　

自
営
業
を
や
ろ
う
と
決
断
し
た
11
月
に
お
子
さ

ん
が
生
ま
れ
、
翌
年
3
月
に
は
15
年
間
勤
め
た
都

留
市
内
の
会
社
を
退
職
し
た
。
そ
し
て
家
の
敷
地

内
に
つ
く
っ
た
工
場
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
当

時
は
、
桂
子
さ
ん
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
か
た
に
も
手

伝
っ
て
も
ら
い
、
Ｎ
Ｃ
フ
ラ
イ
ス
旋
盤
、
Ｎ
Ｃ
放

電
加
工
機
な
ど
で
ダ
イ
カ
ス
ト(

※)

の
金
型
を
つ

く
っ
て
い
た
。「
仕
事
が
好
き
で
、
寝
る
間
を
惜
し

み
仕
事
を
し
ま
し
た
。
出
来
上
が
っ
た
と
き
の
充

実
感
は
言
葉
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
」
と
邦
治
さ
ん
。

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
に
真
っ
す
ぐ
な
邦
治
さ
ん

と
、
邦
治
さ
ん
を
明
る
く
優
し
く
包
み
込
む
よ
う

な
桂
子
さ
ん
が
い
て
、
邦
治
さ
ん
が
営
む
工
場
は

33
年
間
も
続
い
て
い
る
。

　
33
年
の
あ
い
だ
で
変
化
し
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
。「
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
最
先
端

の
機
械
を
使
っ
て
金
型
を
つ
く
る
の
は
一
生
安
泰
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
先
端
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
技
術
革
新
は
次
々
に
進
み
、
精
度
が
求
め
ら
れ
、

納
期
も
ま
す
ま
す
短
く
な
り
、厳
し
く
な
り
ま
し
た
」

と
邦
治
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。
技
術
も
、
精
度
も
、

求
め
ら
れ
る
も
の
も
、
ど
ん
ど
ん
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
ま
ち
こ
う
ば
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て

20
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、「
仕
事
を
請
け
て
納
品
す
る

ま
で
の
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
た
こ
と
、
年
齢
で
身

体
に
無
理
が
き
か
な
く
な
っ
た
こ
と
で
仕
事
の
ス
タ

イ
ル
を
変
え
ま
し
た
。
取
引
先
と
相
談
し
、
金
型
一

式
を
つ
く
る
仕
事
か
ら
、
そ
の
中
の
パ
ー
ツ
、
部
品

加
工
に
チ
ェ
ン
ジ
し
ま
し
た
」
と
、
仕
事
の
や
り
か

た
を
自
分
か
ら
変
え
て
い
っ
た
。
機
械
か
ら
目
が
離

せ
な
い
面
倒
な
部
品
、
金
曜
日
に
渡
さ
れ
て
月
曜
日

に
納
め
る
部
品
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
を
効
率
よ
く
加
工

す
る
こ
と
で
、
今
も
仕
事
に
励
ん
で
い
る
。左／工場を建てた当時からあるパソコン。

製品が古いため、故障したら直せないだろ
うと邦治さんはおっしゃる。右／ NC フラ
イス旋盤。パソコンで軌道を決めて動かす

※鋳造技術の一つで、溶かしたアルミニウムや亜鉛を
精密な金型に高圧・高速で注入し数分間で製品を成形する

まちこうば

01
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家
族
の
存
在

　

桂
子
さ
ん
が
、
邦
治
さ
ん
は
よ
く
働
く
な
あ
と

感
心
す
る
の
は
、
仕
事
だ
け
で
は
な
い
。
仕
事
も
、

家
族
と
の
時
間
も
、
お
子
さ
ん
の
た
め
の
時
間
も
、

「
な
に
ご
と
も
一
生
懸
命
。
文
句
と
か
疲
れ
た
と
か

言
わ
な
か
っ
た
」
と
桂
子
さ
ん
。
ど
れ
だ
け
仕
事

が
大
変
で
も
、
土
・
日
は
お
子
さ
ん
の
た
め
に
使
っ

て
い
た
。
子
ど
も
が
小
学
生
、
中
学
生
の
こ
ろ
に

は
、
土
・
日
は
子
ど
も
や
ほ
か
の
父
兄
さ
ん
と
グ

ラ
ウ
ン
ド
で
野
球
も
し
て
い
た
。
仲
間
た
ち
で
一

喜
一
憂
し
て
い
る
あ
い
だ
も
、
自
動
で
動
く
よ
う

に
段
取
り
し
た
機
械
を
セ
ッ
ト
し
直
す
た
め
工
場

に
戻
っ
た
り
、
夕
方
家
に
帰
っ
て
か
ら
夜
中
に
仕

事
を
し
た
り
す
る
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ
た
。
３

人
の
お
子
さ
ん
は
全
員
ス
ポ
ー
ツ
を
や
っ
て
い
た

そ
う
で
、
邦
治
さ
ん
は
「
子
ど
も
と
ス
ポ
ー
ツ
に

楽
し
く
か
か
わ
れ
て
幸
せ
で
し
た
。
妻
も
い
つ
も

一
緒
に
い
ま
し
た
」
と
、
当
時
を
振
り
返
っ
て
楽

し
そ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
。
仕
事
と
同
じ
よ
う
な
熱

量
で
家
族
に
も
接
す
る
姿
勢
に
、
私
は
た
だ
感
心

し
た
。

　

お
子
さ
ん
に
は
、「
こ
の
工
場
を
継
げ
」
な
ど
と

は
言
わ
ず
に
、
自
分
の
好
き
な
道
に
行
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
現
在
、
邦
治
さ
ん
と

は
ま
っ
た
く
違
う
職
に
つ
い
た
息
子
さ
ん
の
こ
と

も
誇
ら
し
げ
に
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
き
っ
と
仕

事
の
時
間
と
家
族
と
の
時
間
を
両
立
し
て
、
な
に

ご
と
に
も
一
生
懸
命
な
邦
治
さ
ん
の
こ
と
を
息
子

さ
ん
た
ち
も
誇
り
に
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
自
分

の
好
き
な
こ
と
や
、
や
り
た
い
こ
と
は
自
分
自
身

で
や
り
遂
げ
る
。
家
族
の
存
在
が
そ
の
後
押
し
を

し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

地
域
の
こ
と
ま
で
も

　
邦
治
さ
ん
は
、
地
域
の
取
り
組
み
に
も
た
く
さ
ん

参
加
し
て
き
た
。
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
商
工
会
理
事
、

民
生
委
員
な
ど
、
負
担
に
思
う
と
き
も
あ
る
そ
う
だ

が
、
持
ち
前
の
明
る
さ
で
ど
こ
で
も
仲
間
を
つ
く
っ

て
楽
し
く
や
っ
て
い
る
そ
う
。「
役
員
の
話
が
来
た

と
き
二
つ
返
事
で
受
け
た
の
が
都
留
文
科
大
学
附
属

小
学
校
の
評
議
委
員
で
す
。
私
た
ち
が
小
学
校
の
と

き
２
０
０
人
以
上
い
た
生
徒
が
今
は
43
人
に
な
り
存

続
の
危
機
で
す
。
と
て
も
心
配
で
す
」
と
昔
の
小
学

校
の
写
真
を
私
に
見
せ
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
融

通
の
利
く
工
場
の
仕
事
の
合
間
に
、
自
分
な
り
に
地

域
の
た
め
に
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
の
だ
。

　
地
域
で
あ
っ
た
一
番
の
思
い
出
と
し
て
、
邦
治
さ

機械が金属を加工するようすを教えてくれる邦治さん
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01

ん
は
6
年
前(

２
０
１
４
年)

の
大
雪
の
こ
と
を
話

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
地
域
の
人
た
ち
で
つ
く
り
上
げ

た
簡
易
上
水
道
が
、
雪
崩
に
遭
い
断
水
し
た
。「
あ

の
大
雪
は
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
景
色
で
し
た
。

簡
易
上
水
道
を
直
さ
な
い
と
ご
飯
も
食
べ
ら
れ
な

い
、
お
風
呂
に
も
入
れ
な
い
と
、
集
ま
っ
た
10
人
は

大
型
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を
頼
み
、
山
の
麓ふ

も
とま
で
雪
を
固

め
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
や
っ
と
の
思
い
で
断
水
の

原
因
と
な
っ
た
場
所
を
見
つ
け
て
修
理
し
ま
し
た
」

と
、
当
時
を
振
り
返
る
。
昼
間
は
除
雪
作
業
を
協
力

し
て
お
こ
な
い
、
夜
は
地
域
の
み
な
さ
ん
を
ね
ぎ

ら
う
大
宴
会
が
4
夜
も
続
い
た
そ
う
だ
。「
都
留
市
、

山
梨
県
内
み
ん
な
苦
し
か
っ
た
と
き
、
不
謹
慎
で
す

が
『
あ
の
と
き
は
楽
し
か
っ
た
』
と(

小
野
地
区
の)

全
員
が
口
を
揃
え
て
言
い
ま
す
。
苦
し
い
と
き
を
楽

し
く
変
え
る
人
た
ち
が
近
所
に
い
ま
す
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
仲
間
と
協
力
し
て
ピ
ン
チ
を
乗
り
越
え

た
思
い
出
は
、
鮮
明
に
記
憶
に
残
り
続
け
て
い
る
。

　
邦
治
さ
ん
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
小
野
地
区
で
あ
る

か
ら
、
愛
着
の
あ
る
こ
の
地
域
の
た
め
に
動
け
る
の

だ
と
私
は
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
を
含
め
、
邦

治
さ
ん
は
き
っ
と
人
が
好
き
で
、
今
ま
で
一
緒
に
苦

難
を
乗
り
越
え
た
人
や
一
緒
に
過
ご
し
て
き
た
人
の

た
め
に
動
い
て
い
る
の
だ
と
気
づ
い
た
。
地
域
の
子

ど
も
た
ち
に
「
く
ん
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
愛
称
で
呼
ば

れ
た
り
、
工
場
に
近
所
の
人
が
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
っ

て
世
間
話
を
し
た
り
、
地
域
の
人
に
と
っ
て
、
ま
ち

こ
う
ば
で
働
く
邦
治
さ
ん
は
必
要
な
存
在
だ
。

＊
＊
＊

　
自
分
の
「
好
き
」
を
、
仕
事
に
し
て
33
年
間
続
け

て
き
た
邦
治
さ
ん
。
ま
ち
こ
う
ば
が
あ
る
か
ら
、
家

族
と
の
時
間
も
地
域
と
の
つ
な
が
り
も
大
切
に
で
き

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
全
部
を
自
分
の

好
き
な
も
の
に
し
て
、
自
分
に
正
直
な
姿
勢
や
、
な

に
ご
と
も
楽
し
そ
う
に
話
す
姿
が
と
て
も
眩
し
く
見

え
た
。
邦
治
さ
ん
が
生
き
い
き
と
楽
し
そ
う
に
仕
事

も
地
域
の
活
動
も
す
る
か
ら
、
邦
治
さ
ん
の
ま
わ
り

に
は
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
く
る
。
お
互
い
が

お
互
い
を
元
気
づ
け
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
私
が
足
を
踏
み
入
れ
た
ま
ち
こ
う
ば
に
は
、
自
分

の
「
好
き
」
に
真
っ
す
ぐ
な
邦
治
さ
ん
が
い
た
。
家

族
や
地
域
の
人
た
ち
と
一
緒
に
、
ま
ち
こ
う
ば
と
と

も
に
、
邦
治
さ
ん
は
「
好
き
」
を
追
い
続
け
る
。

左／整然と並べられた機械。右上／昔つくっ
ていたダイカストの金型。右下／地域の人と
協力してつくり上げた水飲み場

写真はすべて 2020 年 1 月 30 日に撮影しました。

宇
佐
美
温
加(

社
会
学
科
3
年)

＝
文
・
写
真



着
実
な
進
歩
を
、

　
　
　
　
こ
の
場
所
で

工場には菊地さんの趣味で集めてきた看板やベンチ、

自転車が置いてある (2020 年 1 月 20 日 )

上夏狩公民館

耕雲院

太郎次郎滝

身綠堂

わさび漬けの
★

菊地わさび園

東桂駅

富士急行線

中央自動車道

工場

「ファンキーな農民です」といい、か

ぶっていた帽子のしたに隠れていた金

髪頭を見せ私を案内してくれたのは、

都留市夏
なつがり

狩でわさび漬けをつくる菊地

富
ふ み お

美男さん（52）だ。その見た目から、

今から向かうところは本当にわさびの

畑なのかと戸惑ってしまう。平屋でト

タンづくりの工
こ う ば

場は、畑から歩いて15

分ほどの場所にある。

風間悠花 ( 地域社会学科 2 年 ) ＝文・写真
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外の寒さとは一変して工場のなかは石油ストーブのぬくもりを感じた

　
菊
地
さ
ん
の
住
ま
い
は
「
わ
さ
び
御
殿
」
と
名
づ

け
た
古
民
家
の
奥
だ
。「
わ
さ
び
御
殿
」
の
前
に
あ

る
梅
の
花
が
２
分
咲
き
ほ
ど
に
な
っ
た
2
月
上
旬
、

私
は
わ
さ
び
漬
け
の
工
場
を
訪
れ
た
。
工
場
は
「
わ

さ
び
御
殿
」
の
向
か
い
に
あ
る
。
ス
ラ
イ
ド
式
の
扉

を
開
け
て
な
か
に
入
る
と
、
か
す
か
に
わ
さ
び
の
香

り
を
感
じ
た
。
こ
こ
は
大
正
7
年
創
業
の
老
舗
わ
さ

び
屋
さ
ん
で
、
菊
地
さ
ん
で
3
代
目
に
な
る
。

　
わ
さ
び
漬
け
は
日
本
の
伝
統
的
な
食
べ
物
で
、
弥

生
時
代
か
ら
あ
る
そ
う
。「
日
本
は
四
方
を
海
で
囲

ま
れ
て
い
る
か
ら
何
と
か
し
て
魚
を
陸
地
に
も
っ
て

き
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
そ
れ
で
こ
の

殺
菌
力
の
強
い
わ
さ
び
と
一
緒
に
食
べ
て
い
た
ん
で

し
ょ
う
ね
」
と
ゆ
っ
く
り
歴
史
を
語
る
。
都
留
市
で

わ
さ
び
漬
け
を
始
め
た
き
っ
か
け
を
う
か
が
う
と
、

「
家
業
だ
っ
た
ん
で
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
3
兄
弟
の

次
男
と
し
て
こ
の
家
に
生
ま
れ
た
菊
地
さ
ん
に
は
小

さ
い
こ
ろ
か
ら
ご
自
身
の
近
く
に
わ
さ
び
の
存
在
が

あ
っ
た
。

秘
伝
の
調
味
料

　
工
場
で
つ
く
ら
れ
た
わ
さ
び
漬
け
は
お
も
に
、
わ

さ
び
・
酒
粕
・
砂
糖
・
塩
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
で
き
て

い
る
。
な
か
で
も
自
然
の
わ
さ
び
の
味
を
楽
し
め
る

無
添
加
の
も
の
と
、
先
代
か
ら
や
っ
て
い
る
添
加
物

を
い
れ
て
辛
く
し
た
も
の
の
2
種
類
が
あ
る
。
無
添

加
の
も
の
は
日
本
酒
や
白
ワ
イ
ン
の
つ
ま
み
と
し

て
、
添
加
物
が
入
っ
て
い
る
も
の
は
お
刺
身
に
つ
け

て
食
べ
る
の
が
菊
地
さ
ん
の
お
す
す
め
だ
。

　
畑
で
収
穫
し
た
わ
さ
び
は
、
先
代
か
ら
受
け
継
が

れ
て
い
る
専
用
の
機
械
で
細
か
く
切
り
刻
み
、
最
低

で
も
丸
1
日
は
塩
漬
け
に
す
る
。
使
用
す
る
調
味
料

に
は
菊
地
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
酒
粕
は
神
奈

川
県
の
丹
沢
山
の
酒
粕
と
栃
木
県
の
旭き

ょ
っ
こ
う興と
い
う
純

米
吟
醸
酒
の
酒
粕
を
ブ
レ
ン
ド
し
た
も
の
を
使
っ
て

い
る
。
冷
蔵
庫
に
は
1
年
分
の
酒
粕
が
ス
ト
ッ
ク
し

て
あ
り
、
新
し
い
酒
粕
と
古
い
酒
粕
は
混
ぜ
合
わ
せ

る
そ
う
。「
い
ろ
い
ろ
な
新
酒
発
表
会
み
た
い
な
イ

ベ
ン
ト
に
出
て
、
自
分
の
好
き
な
日
本
酒
メ
ー
カ
ー

を
探
し
出
し
ま
し
た
」。
砂
糖
は
北
海
道
産
の
て
ん

さ
い
糖
と
呼
ば
れ
る
大
根
か
ら
つ
く
る
砂
糖
を
も
ち

い
る
。
塩
は
化
学
的
に
生
成
し
た
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

で
は
な
く
、
ミ
ネ
ラ
ル
の
多
い
モ
ン
ゴ
ル
産
の
岩
塩

を
使
う
。
わ
さ
び
を
刻
ん
で
塩
漬
け
に
す
る
と
き
に

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
は
1
週
間
く
ら
い
す
る
と
黄
色
く

な
っ
て
し
ま
う
が
、
岩
塩
は
変
色
せ
ず
ミ
ネ
ラ
ル
が

豊
富
で
味
も
い
い
そ
う
だ
。「
あ
と
は
も
う
い
ろ
ん

な
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
き
な
が
ら
。
僕
は
自
分
の

まちこうば

02
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左上／酒粕が保管されている冷蔵庫。左下／「目が痛いでしょ」といいながらわさび漬けを手でこねる藤江さん。右／3 人で手

分けをしながら作業を進める

好
き
な
よ
う
に
や
り
た
い
ん
で
」。
菊
地
さ
ん
の
選

抜
に
勝
ち
残
っ
た
調
味
料
が
、
い
っ
そ
う
わ
さ
び
の

旨
味
を
引
き
立
て
る
。
わ
さ
び
漬
け
に
対
す
る
芯
の

強
さ
は
菊
地
さ
ん
が
育
て
た
、
ま
っ
す
ぐ
伸
び
る
わ

さ
び
の
根
と
重
な
っ
て
見
え
た
。
今
は
、
先
代
の
と

き
と
は
味
が
全
然
違
う
と
い
う
。
菊
地
さ
ん
は
こ
の

や
り
か
た
で
15
年
ほ
ど
わ
さ
び
を
漬
け
て
き
た
。

機
械
か
ら
手
作
業
へ

　
昔
は
今
よ
り
需
要
が
多
か
っ
た
た
め
、
充じ

ゅ
う
て
ん
き

填
機
と

い
う
機
械
で
わ
さ
び
漬
け
を
パ
ッ
ク
に
詰
め
て
い
た

そ
う
。
今
で
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
手
作
業
で
お
こ

な
っ
て
い
る
。機
械
化
が
進
む
便
利
な
世
の
な
か
で
、

機
械
か
ら
手
作
業
に
戻
っ
て
ま
で
も
つ
く
り
続
け
る

の
が
菊
地
さ
ん
の
わ
さ
び
漬
け
だ
。
私
が
工
場
を
訪

れ
た
日
は
22
キ
ロ
の
わ
さ
び
漬
け
を
３
６
０
個
の

カ
ッ
プ
に
配
分
し
て
商
品
に
し
て
い
た
。
一
つ
ひ
と

つ
グ
ラ
ム
数
を
量
り
カ
ッ
プ
に
詰
め
て
、
パ
ッ
ケ
ー

ジ
を
被
せ
て
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
止
め
る
。
こ
の
作

業
を
近
所
に
住
む
藤
江
さ
ん
と
鈴
木
さ
ん
、
そ
し
て

菊
地
さ
ん
の
３
人
で
協
力
し
半
日
か
け
て
終
わ
ら
せ

る
。「
気
心
が
知
れ
て
楽
だ
し
、
本
当
の
お
母
さ
ん

み
た
い
で
す
よ
」。
工
場
に
あ
た
た
か
い
空
気
が
漂

う
。
わ
さ
び
漬
け
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
特
に
紅

葉
シ
ー
ズ
ン
が
ピ
ー
ク
の
た
め
、
こ
の
時
期
は
今
の

3
倍
の
労
力
が
必
要
だ
そ
う
。
今
は
、
わ
さ
び
の
収

穫
か
ら
カ
ッ
プ
詰
め
ま
で
あ
わ
せ
る
と
週
に
２
回
く

ら
い
の
頻
度
で
作
業
を
お
こ
な
う
。
完
成
し
た
わ
さ

び
漬
け
は
菊
地
さ
ん
の
運
転
で
郡
内
地
域
の
道
の
駅

に
配
達
さ
れ
る
。

巡
り
合
わ
せ

　
「
リ
ピ
ー
タ
ー
の
フ
ァ
ン
が
多
く
て
仕
事
は
安
定

し
て
い
ま
す
よ
」。
菊
地
さ
ん
の
も
と
に
は
、
わ
さ

び
漬
け
に
魅
了
さ
れ
る
お
客
さ
ん
の
ほ
か
に
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
菊
地
さ
ん
の
わ
さ
び
を
見
つ
け
て
収

穫
体
験
や
畑
の
見
学
を
目
当
て
に
す
る
人
も
い
る
。

　

工
場
と
畑
に
は
菊
地
さ
ん
が
あ
ち
こ
ち
で
か
き

集
め
て
き
た
小
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
。「
こ
の
看
板

は
市
内
の
カ
フ
ェ
で
い
た
だ
い
て
来
た
も
の
で
す
」。

菊
地
さ
ん
が
指
差
す
先
に
あ
る
さ
び
れ
た
看
板
は
工

場
の
軒
下
に
接
着
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
工
場
の
雰
囲

気
と
妙
に
合
っ
て
い
る
。「
目
印
っ
て
い
う
か
人
の

記
憶
に
残
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」。
訪
れ
た
人
に
イ

ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
職
場
に
置

く
小
物
に
は
力
を
い
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
さ
ら
に
、
工
場
の
ま
わ
り
に
は
つ
ね
に
湧
き
水
が

流
れ
て
い
る
。
お
い
し
い
わ
さ
び
を
育
て
る
に
は
質
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左／きれいな水に恵まれたわさびは生きいきして嬉しそうに見えた。右上／わさびの根っこを切って食べさせてくれた。右下／

菊地さんが製作した看板は畑の入り口にある

の
い
い
水
が
重
要
だ
。
工
場
の
裏
か
ら
響
い
て
く

る
水
の
音
を
、
そ
の
環
境
に
慣
れ
て
い
な
い
私
は

意
識
し
て
聞
い
て
し
ま
う
。「
湧
き
水
は
最
高
で
す

よ
。
流
れ
っ
ぱ
な
し
で
す
。
昔
、
水
道
が
と
ま
る
と

み
ん
な
こ
こ
に
く
み
に
来
て
い
ま
し
た
よ
」。
幼
い

頃
か
ら
水
の
す
ぐ
そ
ば
で
暮
ら
し
て
き
た
菊
地
さ
ん

に
と
っ
て
、
こ
の
音
は
ど
う
聞
こ
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
き
っ
と
豊
か
な
水
は
生
活
の
一
部
で
あ
り
、
水

の
音
が
し
な
い
ほ
う
が
違
和
感
を
覚
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
わ
さ
び
を
育
て
る
の
に
は
最
適
な
環
境
だ
と

繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

　
先
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
わ
さ
び
漬
け
の
味
を
ま

る
っ
き
り
変
え
ず
と
も
、
自
分
好
み
に
改
良
や
ア
レ

ン
ジ
を
加
え
て
伝
統
を
守
り
続
け
る
。
菊
地
さ
ん
が

わ
さ
び
漬
け
へ
の
情
熱
を
発
揮
で
き
る
場
所
が
こ
こ

の
工
場
だ
。
そ
し
て
、
工
場
の
そ
ば
に
は
そ
の
姿
を

見
守
る
か
の
よ
う
に
地
域
の
人
と
豊
か
な
自
然
の
存

在
が
あ
っ
た
。

　
菊
地
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
も
人
と
自
然
が
寄
り
添
う

こ
の
工
場
で
、
こ
だ
わ
り
抜
い
て
き
た
わ
さ
び
漬
け

の
味
を
創
り
出
し
て
い
く
。

13,14,15 ページの写真はすべて 2020 年 2 月 3 日に撮影しました。

まちこうば

02



電
車
に
第
二
の
人
生
を

大
月
駅
か
ら
河
口
湖
駅
間
を
結
ぶ
富
士
急
行
線
。
私
は
毎
日

の
通
学
で
利
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
電
車
が
ど
う
い
う
仕

組
み
で
、
ど
の
よ
う
な
人
び
と
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る

の
か
気
に
な
り
、
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
。
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2
月
5
日
、
富
士
山
駅
の
隣
に
あ
る
富
士
急
行
事

業
部
鉄
道
技
術
セ
ン
タ
ー
を
訪
ね
た
。
日
陰
に
は
ま

だ
雪
が
残
る
寒
い
な
か
、
作
業
着
姿
の
か
た
が
た

が
黙
々
と
電
車
の
下
に
潜
っ
て
整
備
を
し
て
い
た
。

さ
っ
そ
く
セ
ン
タ
ー
長
の
宮み

や
し
た下
武た

け
や也
さ
ん(

49)

と
、

花は
な
だ田
悟さ

と
るさ
ん(

58)

に
お
話
を
う
か
が
う
。

見
て
い
る
よ
う
で
見
て
い
な
い
も
の

　
ま
ず
目
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
真
っ
赤
に
塗
装
さ

れ
た
「
富
士
山
ビ
ュ
ー
特
急
」
だ
。
私
も
通
学
を
す

る
さ
い
よ
く
目
に
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に

塗
装
を
施
す
最
中
の
も
の
は
初
め
て
見
た
。「
今
は

4
年
に
一
度
の
塗
り
替
え
な
ん
で
す
」。
い
つ
も
何

気
な
く
見
て
い
る
車
両
が
鮮
や
か
な
赤
に
染
め
ら
れ

て
い
て
圧
倒
さ
れ
た
。

　
次
に
電
車
の
細
か
な
部
分
を
一
つ
ひ
と
つ
見
せ
て

も
ら
っ
た
。
ま
ず
は
点
検
中
の
車
両
に
お
邪
魔
し
、

運
転
席
に
座
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
遠
く
ま
で
見
据
え

る
こ
と
が
で
き
る
広
い
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
、
見
慣
れ

な
い
操
縦
ボ
タ
ン
。
す
べ
て
が
新
鮮
で
、
わ
く
わ
く

し
て
し
ま
う
。
こ
の
ほ
か
に
、
鹿
よ
け
の
た
め
に
前

側
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
笛
や
雪
を
よ
け
る
も
の
な

ど
、
電
車
の
あ
ら
ゆ
る
部
品
を
細
か
く
説
明
し
て
い

た
だ
い
た
。
ふ
だ
ん
当
た
り
前
に
乗
っ
て
い
る
電
車

1 両目が真っ赤に塗られていた。これに続いて 2 両目 3 両目も順におこなわれる

まちこうば
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富士山駅を出発する電車をながめる宮下さん

に
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
を

初
め
て
知
っ
た
。

　
内
部
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
乗
車
す
る
と

き
も
楽
し
み
に
な
っ
て
く
る
。
今
日
私
が
乗
る
電
車

も
、
あ
そ
こ
で
点
検
さ
れ
て
、
あ
そ
こ
に
は
雪
よ
け

が
つ
い
て
い
て
、
運
転
席
は
遠
く
を
見
渡
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
て
…
…
。
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を

自
分
の
頭
の
な
か
で
思
い
出
し
な
が
ら
電
車
に
乗
り

込
む
。
す
る
と
、
自
分
だ
け
が
富
士
急
行
線
に
つ
い

て
詳
し
く
知
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
誰
か
に
自

慢
し
た
く
な
る
。

第
二
の
人
生
を
歩
ん
で
も
ら
う

　
富
士
急
行
線
で
は
、
ほ
か
の
鉄
道
会
社
が
使
わ
な

く
な
っ
た
も
の
を
買
い
取
っ
て
使
用
し
て
い
る
車
両

が
ほ
と
ん
ど
だ
。
古
く
な
っ
た
も
の
も
自
分
た
ち
で

整
備
し
て
再
び
動
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。「
20

年
ぐ
ら
い
経
つ
と
、
使
わ
れ
て
い
る
部
品
も
売
ら
れ

て
な
か
っ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。
そ
こ
を
な
ん
と
か

我
々
が
補
修
し
て
、
第
二
の
人
生
を
歩
ん
で
も
ら
お

う
と
い
う
わ
け
で
す
」。

　
改
装
さ
れ
た
電
車
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
乗

客
で
あ
る
私
た
ち
も
確
認
で
き
る
。
車
両
内
部
の
上

側
に
、
小
さ
く
「
京
王
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る

の
だ
。
車
両
の
外
側
に
記
載
さ
れ
て
い
る
製
造
年
か

ら
も
、
車
両
の
古
さ
が
見
て
と
れ
る
。
毎
日
乗
っ

て
い
る
私
で
も
、
教
え
て
も
ら
う
ま
で
ま
っ
た
く

気
が
つ
か
な
か
っ
た
。「
あ
ま
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ

に
目
が
い
か
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
よ
く
見
て

み
る
と
電
車
の
歴
史
が
わ
か
っ
た
り
す
る
し
る
し

4

4

4

が

あ
る
ん
で
す
よ
」。
驚
き
を
隠
せ
な
い
私
に
宮
下
さ

ん
が
笑
い
な
が
ら
教
え
て
く
れ
た
。「
ほ
か
の
鉄
道

会
社
さ
ん
で
役
割
を
終
え
た
も
の
を
、
私
た
ち
が
引

き
と
っ
て
再
び
動
か
す
。
そ
う
や
っ
て
手
を
か
け
た

と
こ
ろ
が
利
用
者
の
安
全
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
う

と
、や
っ
ぱ
り
嬉
し
い
で
す
よ
ね
」。
技
術
セ
ン
タ
ー

の
か
た
た
ち
が
時
間
を
か
け
て
動
か
せ
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
あ

り
が
た
み
が
増
す
。

　

新
し
い
も
の
ば
か
り
を
取
り
入
れ
る
の
で
は
な

く
、
い
っ
た
ん
役
目
を
果
た
し
た
も
の
を
引
き
と
っ

て
再
び
動
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
こ

の
技
術
セ
ン
タ
ー
の
大
切
な
役
割
な
の
だ
。

ど
ん
な
と
き
も
、
走
ら
せ
る

　
私
が
富
士
急
行
線
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
は
、
雪
に
強
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ほ
か
の
路
線
が

止
ま
っ
て
い
て
も
不
通
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
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快く取材に対応してくださった花田さん（右）と宮下さん（左）

上：京王重機との表記から、京王電
鉄から引き取ったものだとわかる
下：車両に記載されている製造年

運転席の操縦機車両下部に設置されている雪よけ。こ
れで雪をかきわけながら前進すること
ができる

数年前に購入された除雪機
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い
。
な
ぜ
そ
う
で
き
る
の
だ
ろ
う
。「
私
た
ち
の
思

い
だ
け
で
す
。な
ん
と
し
て
も
止
め
さ
せ
な
い
ぞ
と
」

と
笑
い
な
が
ら
、
し
か
し
力
強
く
宮
下
さ
ん
が
答
え

て
く
だ
さ
っ
た
。
車
両
そ
の
も
の
に
特
別
な
仕
組
み

は
な
い
と
い
う
。「
や
っ
ぱ
り
公
共
交
通
機
関
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。『
ま
た
止
ま
っ
て
る
よ
ね
』
じ
ゃ
な

く
て
、『
雪
に
強
く
て
止
ま
ら
な
い
よ
ね
』
っ
て
思
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り

動
か
す
こ
と
が
使
命
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
何
が
あ
っ

て
も
、
私
た
ち
は
動
か
し
ま
す
」。
電
車
を
見
つ
め

て
誇
ら
し
げ
に
語
る
宮
下
さ
ん
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

つ
ね
に
動
か
す
こ
と
を
考
え
て
大
切
に
整
備
さ
れ
て

い
る
ん
だ
ろ
う
な
と
、
そ
の
姿
か
ら
実
感
で
き
た
。

こ
れ
か
ら
も
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
電
車
と
向

き
合
い
、
整
備
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

                       

＊
＊
＊　

　
古
い
も
の
を
大
切
に
し
続
け
る
。
利
用
者
の
こ
と

を
一
番
に
考
え
る
。そ
の
お
か
げ
で
、私
た
ち
は
日
々

安
全
に
電
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
新
し
い

も
の
が
次
か
ら
次
へ
と
生
み
出
さ
れ
て
い
く
現
代
だ

か
ら
こ
そ
、
古
く
か
ら
あ
る
も
の
も
大
切
に
し
、
長

く
愛
し
続
け
た
い
。
私
に
と
っ
て
身
近
な
交
通
手
段

で
あ
る
電
車
の
ひ
み
つ
を
知
り
、そ
う
強
く
感
じ
た
。

写真はすべて2020年2月5日に撮影しました。



「
戸と

づ

か塚
醸じ

ょ
う
ぞ
う
て
ん

造
店
」
は
都
留
市
夏な

つ
が
り狩
に
あ
る
、
夫
婦
で
営
む
小
さ
な
お

酢
工こ

う

ば場
だ
。
伝
統
の
つ
く
り
か
た
を
守
り
、
美
味
し
い
お
酢
を
製

造
し
て
い
る
。
も
と
は
上
野
原
市
に
工
場
が
あ
っ
た
が
、
4
年
前

か
ら
進
む
移
転
作
業
が
も
う
す
ぐ
完
了
す
る
と
聞
き
、
新
し
い
工

場
を
訪
ね
た
。

心
の
酢
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さまざまな形や大きさの甕
かめ

がずらり

お酢は日本酒からつくられる。お米を蒸すための「甑
こしき

」があった

元
銀
行
員
、
お
酢
づ
く
り
の
世
界
へ

　
「
伝
統
製
法
の
お
酢
工
場
は
日
本
に
10
軒
し
か
な

い
の
か
。
な
く
な
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
な
と
思
っ

て
」。
戸と

づ
か塚
治は

る
お夫
さ
ん(

50)

が
先
代
の
工
場
を
継

い
で
か
ら
今
年
で
20
年
に
な
る
。「
継
ぐ
」
と
い
う

と
、
親
か
ら
子
へ
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
戸

塚
さ
ん
の
場
合
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
か
っ
た
。
戸

塚
さ
ん
は
元
銀
行
員
で
あ
り
、
先
代
は
当
時
の
得
意

先
だ
っ
た
。

「
当
時
は
先
代
も
70
歳
く
ら
い
で
ね
。
跡
取
り
も

い
な
か
っ
た
か
ら
、『
廃
業
の
手
続
き
を
し
た
い
ん

だ
け
ど
』
っ
て
相
談
を
受
け
た
ん
で
す
」。
廃
業
に

向
け
て
先
代
の
相
談
に
乗
っ
て
い
る
う
ち
に
、
伝
統

製
法
で
つ
く
ら
れ
る
お
酢
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
そ

う
だ
。
そ
ん
な
な
か
、
先
代
が
体
調
を
崩
し
て
入
院

し
た
。「
銀
行
員
っ
て
土
日
は
休
み
だ
か
ら
ね
、『
戸

塚
君
ち
ょ
っ
と
手
伝
っ
て
み
な
い
』
っ
て
声
を
か

け
ら
れ
て
」。
そ
れ
か
ら
戸
塚
さ
ん
は
休
み
の
日
を

利
用
し
て
醸
造
所
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
戸
塚
さ
ん
に
と
っ
て
醸
造
は
ま
さ

に
未
知
の
世
界
。
か
よ
っ
て
い
く
う
ち
に
お
酢
づ
く

り
の
奥
深
さ
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。
醸
造
所
に

足
を
運
ぶ
回
数
も
し
だ
い
に
増
え
て
い
き
、
30
歳
の

こ
ろ
本
格
的
に
お
酢
を
つ
く
り
始
め
た
。

安
定
し
た
銀
行
員
と
い
う
立
場
を
捨
て
て
、
転

職
す
る
の
に
た
め
ら
い
は
な
か
っ
た
の
か
尋
ね
る

と
、「
不
思
議
と
そ
れ
は
な
く
て
、
自
然
な
感
じ
で

こ
の
世
界
に
入
り
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。「
昔

は
野
球
を
や
っ
て
い
て(

実
業
団
に)

内
定
ま
で
も

ら
っ
て
い
た
ん
だ
け
ど
ね
」。
戸
塚
さ
ん
の
意
外
な

経
歴
に
驚
い
た
。
高
校
卒
業
後
、
野
球
の
道
に
進
も

う
と
し
て
い
た
が
、
入
団
前
に
け
が
を
し
て
し
ま
い

断
念
。
そ
れ
か
ら
銀
行
員
と
し
て
勤
め
な
が
ら
、
自

分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
探
す
日
々
を
送
っ
て
い

た
。
そ
ん
な
と
き
に
出
会
っ
た
の
が
廃
業
寸
前
の
お

酢
工
場
だ
っ
た
。
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
伝
統
製
法

が
途
絶
え
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
思
い
が
戸
塚
さ
ん
を

突
き
動
か
し
た
よ
う
に
感
じ
た
。
一
度
や
る
と
決
め

た
ら
思
い
切
り
や
る
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
ら
し
い
行
動

力
と
熱
い
気
持
ち
が
垣
間
見
え
た
。

まちこうば
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つ
く
り
続
け
る
こ
と

　
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
お
酢
づ
く
り
の
世
界
に
飛
び

込
ん
だ
戸
塚
さ
ん
だ
が
、
先
代
と
の
出
会
い
が
あ
と

少
し
遅
れ
て
い
た
ら
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
語
る
。「
お
酢
づ
く
り
に
は
酢さ

く
さ
ん
き
ん

酸
菌
が
不
可

欠
で
す
。
麹
と
か
は
買
え
る
け
ど
、
酢
酸
菌
は
買
え

な
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
も
、
つ
く
り
続
け
な
い
と
ど

ん
ど
ん
絶
え
て
い
っ
て
し
ま
う
」。
先
代
が
体
調
を

崩
し
て
い
る
あ
い
だ
、お
酢
づ
く
り
は
滞
っ
て
い
た
。

そ
の
せ
い
で
、
戸
塚
さ
ん
が
お
酢
づ
く
り
を
始
め
た

こ
ろ
、
菌
は
す
で
に
か
な
り
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

の
だ
。「
最
初
は
菌
を
増
や
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
か

ら
、
も
う
け
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

よ
」。
そ
れ
で
も
戸
塚
さ
ん
の
地
道
な
努
力
に
応
え

る
よ
う
に
、
菌
は
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
。

　
菌
の
数
も
回
復
し
、
お
酢
づ
く
り
が
軌
道
に
乗
っ

た
２
０
１
１
年
、
悲
劇
が
起
き
る
。
東
日
本
大
震
災

で
、
２
０
０
個
ほ
ど
あ
っ
た
甕か

め

の
う
ち
約
20
個
が
割

れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。「
中
身
が
入
っ
て
い
た
か
ら

蔵
の
な
か
が
お
酢
の
湖
み
た
い
に
な
っ
て
ね
。
し
か

も
、
甕
は
も
う
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
し
。
で
も

１
８
０
個
、よ
く
残
っ
て
く
れ
ま
し
た
」。
そ
う
言
っ

て
甕
を
大
切
そ
う
に
見
つ
め
る
。

　
こ
こ
で
使
っ
て
い
る
甕
は
２
０
０
年
ほ
ど
前
に
職

人
の
手
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
そ
う
。
先
代
が

九
州
地
方
の
工
場
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
だ
。「
今

は
ス
テ
ン
レ
ス
と
か
で
で
き
て
る
の
が
多
い
で
す
け

ど
ね
、職
人
が
一
つ
ひ
と
つ
つ
く
っ
た
鋳
物
な
の
で
、

微
妙
に
形
や
大
き
さ
が
違
う
で
し
ょ
う
」。
見
渡
す

と
、確
か
に
ど
の
甕
も
大
き
さ
や
表
情
が
違
う
。「
お

醤
油
屋
さ
ん
が
木
桶
を
使
う
の
は
、
木
桶
に
い
い
菌

が
棲
む
か
ら
な
ん
で
す
よ
。う
ち
も
そ
れ
と
同
じ
で
、

同
じ
甕
を
使
い
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
ん
で
す

ね
」。
こ
の
甕
で
一
体
何
度
お
酢
が
つ
く
ら
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
。
ず
ら
り
と
並
ぶ
甕
に
脈
々
と
続
い
て

き
た
お
酢
づ
く
り
の
歴
史
を
感
じ
た
。

手
探
り
の
日
々

「
じ
つ
は
先
代
は
お
酢
づ
く
り
の
技
術
に
詳
し
く

な
く
て
ね
。
私
も
だ
け
ど
、
基
礎
を
知
ら
な
い
か
ら

最
初
は
大
変
で
し
た
よ
」
と
苦
笑
す
る
戸
塚
さ
ん
。

こ
の
あ
た
り
で
醸
造
業
を
営
む
人
は
農
業
大
学
を
出

て
い
る
人
が
多
い
そ
う
。
し
か
し
、
先
代
も
戸
塚
さ

ん
も
醸
造
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
の
素
人
だ
っ
た
。

先
代
が
醸
造
所
を
つ
く
っ
た
き
っ
か
け
は
、
自

身
が
檀だ

ん
か家
だ
っ
た
お
寺
の
住
職
の
言
葉
だ
っ
た
。
住

職
が
精
進
料
理
に
凝
っ
て
い
る
人
で
、「
関
東
地
方

に
は
本
物
の
お
酢
が
な
い
」
と
い
っ
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
自
身
の
田
ん
ぼ
を
一
つ
潰
し
て
お
酢
を
つ
く

り
始
め
た
の
だ
そ
う
。
知
識
ゼ
ロ
か
ら
始
ま
っ
た
お

酢
づ
く
り
。
先
代
も
初
め
は
苦
労
し
た
そ
う
だ
。
戸

塚
さ
ん
は
「
何
に
も
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
始
め
ら

れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
や
っ
て
み
て
か
ら
、

こ
ん
な
に
大
変
な
の
？ 

っ
て
思
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

戸
塚
さ
ん
の
お
酢
づ
く
り
も
ま
た
ゼ
ロ
か
ら
の

ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。
お
酢
の
つ
く
り
か
た
は
本
を
読

ん
で
独
学
で
学
ん
で
い
っ
た
と
う
い
う
。「
同
業
者

が
い
な
い
の
が
大
変
な
ん
で
す
よ
。
誰
に
も
つ
く

り
か
た
を
聞
け
な
い
か
ら
自
分
で
学
ぶ
し
か
な
い
」。

酒
蔵
や
醤
油
の
工
場
は
近
く
に
あ
っ
て
も
、
お
酢
の

工
場
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
醸
造
協
会
に

問
い
合
わ
せ
た
り
、読
ん
で
い
た
本
の
著
者
で
あ
る
、

東
京
農
業
大
学
名
誉
教
授
の
柳や

な
ぎ
た田
藤ふ

じ
は
る治
先
生
に
電
話

を
か
け
た
り
、
と
に
か
く
必
死
で
情
報
を
集
め
た
そ

う
だ
。

「
毎
日
醸
造
所
で
椅
子
に
座
っ
て
ど
う
し
よ
う
か

な
ぁ
っ
て
悩
ん
で
悩
ん
で
。
そ
し
た
ら
、
ん
？ 

な

ん
か
い
い
匂
い
が
す
る
甕
が
あ
る
な
、
と
か
わ
か
っ

て
き
て
。
い
い
菌
が
い
る
酢
は
い
い
匂
い
が
す
る
か

ら
」。
戸
塚
さ
ん
は
自
身
の
感
覚
を
頼
り
に
い
い
菌



23 写真はすべて 2020 年 2 月 3 日に撮影しました。

渡
邊
唯(

地
域
社
会
学
科
1
年)

＝
文
・
写
真

が
い
る
甕
を
一
つ
ひ
と
つ
探
し
、
醸
造
が
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
甕
に
は
い
い
菌
を
移
す
作
業
を
地
道

に
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
。
骨
の
折
れ
る
よ
う
な
努
力

に
私
は
た
だ
た
だ
感
心
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

地
道
に
お
酢
づ
く
り
に
向
き
合
っ
て
来
た
戸
塚

さ
ん
に
は
、
大
胆
な
一
面
も
あ
る
。「
じ
つ
は
、
先

代
が
寝
て
い
る
あ
い
だ
に
、
先
代
の
お
酢
を
3
分
の

2
も
捨
て
た
ん
で
す
よ
ね
」。
え
っ
、
と
驚
き
の
あ

ま
り
声
を
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
美
味
し
い
お
酢
を
つ

く
る
た
め
に
、
酢
酸
菌
の
状
態
が
い
い
も
の
だ
け
を

残
し
て
、
ほ
か
は
廃
棄
し
た
そ
う
だ
。
ふ
だ
ん
は
地

道
で
ひ
た
む
き
な
戸
塚
さ
ん
だ
が
、
じ
つ
は
大
胆
な

顔
も
持
ち
合
わ
せ
て
る
よ
う
だ
。「
結
局
ば
れ
な
か
っ

た
ん
で
す
け
ど
ね
」
と
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
う
、
そ

の
笑
顔
の
裏
に
は
お
酢
づ
く
り
の
こ
だ
わ
り
と
熱
意

が
わ
き
上
が
っ
て
い
た
。

時
間
を
か
け
て

全
国
に
３
０
０
軒
ほ
ど
あ
る
お
酢
工
場
の
う
ち
、

自
社
で
製
造
し
て
い
る
の
は
１
０
０
軒
、
昔
な
が
ら

の
製
法
で
醸
造
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
10
軒
だ
。
多

く
の
工
場
は
「
速そ

く
じ
ょ
う
ほ
う

醸
法
」
と
い
う
、
お
酢
が
最
短
8

時
間
で
で
き
あ
が
る
方
法
で
つ
く
っ
て
い
る
そ
う
。

だ
が
、戸
塚
醸
造
店
で
は
1
年
半
の
時
間
を
か
け
て
、

無
ろ
過
で
製
造
し
て
い
る
。
ろ
過
に
は
「
ろ
過
剤
」

と
い
う
液
体
を
使
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、同
じ
味
、

同
じ
品
質
の
お
酢
を
大
量
に
生
産
で
き
る
そ
う
だ
。

「
ろ
過
は
便
利
で
す
け
ど
、
い
い
成
分
も
悪
い
成
分

も
み
ん
な
一
緒
に
取
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
時
間
を

か
け
て
ゆ
っ
く
り
沈
殿
さ
せ
て
上
澄
み
だ
け
を
取
る

こ
と
で
、
風
味
が
あ
る
美
味
し
い
お
酢
が
で
き
る
」。

戸
塚
さ
ん
の
お
酢
は
舐
め
て
み
る
と
、
ツ
ン
と
突
き

抜
け
る
よ
う
な
酸
味
の
あ
と
に
、
お
米
の
匂
い
が
ふ

ん
わ
り
と
香
る
。生
産
性
を
求
め
ず
、自
然
の
ス
ピ
ー

ド
に
合
わ
せ
て
つ
く
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
も
の
の
本

来
の
ま
ま
の
う
ま
み
や
風
味
を
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

「
人
間
っ
て
ど
う
し
て
も
生
産
性
を
求
め
が
ち
で
す

け
ど
、
こ
う
や
っ
て
じ
っ
く
り
つ
く
ら
な
い
と
出
せ

な
い
味
が
あ
る
。う
ち
は
大
量
生
産
は
し
な
い
け
ど
、

品
質
が
い
い
も
の
を
つ
く
り
続
け
て
い
ま
す
」。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

大
量
生
産
、
大
量
消
費
の
時
代
に
残
る
、
伝
統

製
法
の
お
酢
工
場
。
今
や
な
ん
で
も
機
械
に
頼
れ
る

時
代
に
な
っ
た
。し
か
し
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

人
間
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
が
輝
く
の
だ
と
思
う
。

戸
塚
さ
ん
の
お
酢
の
名
前
は
「
心
の
酢
」
と
い
う
。

人
間
に
あ
っ
て
機
械
に
な
い
も
の
は
「
心
」
な
の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

戸
塚
さ
ん
の
生
産
性
を
求
め
ず
、
味
を
追
求
す

る
姿
勢
に
私
は
魅
せ
ら
れ
た
。
情
熱
を
持
っ
て
、
地

道
に
つ
く
り
上
げ
て
き
た
お
酢
は
、
決
し
て
機
械
に

は
ま
ね
が
で
き
な
い
、
世
界
に
一
つ
の
味
が
す
る
。

04

醸造について勉強した本。たくさんの付箋やマーカーが努力を物語っていた
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特集

工
こうば

場を営むことが活力になり、充実した生活の軸になっている。

進化を続けながら伝統製法を守っていく。

部品を再利用して、できるだけ長く大切に使い続ける。

ふつうでは短縮してしまうような作業でも、あえて時間をかけ

ておこなうことでよりよいものを生み出す。

それぞれの工場を訪れた先ではそんな人たちの思いや姿勢を感

じとることができました。

工場の種類は違っていても、誰もが仕事に対する誇りや情熱は

もちろんのこと、「まちこうば」をとり囲む家族や地域の人たち

とのつながりを大切にしていました。

「まちこうば」が今なお残り続ける理由の一つがここにあると私

たちは確信しました。
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イスに座ってみると
イスに焦点を当てて街を見てみると、ふだん何気なく使ってるイス一つひとつに物語があ
ることに気づきました。イスを作った人、イスをそこに置いた人、イスを使う人。イスを
介して、作り手の工夫や使う人の過ごす時間が見えてくる。そんな私たちの発見を綴って
みました。

（深沢有佳）

『フィールド・ノート』編集部 1 年生 = 文・写真

さびついているこのイスはとても年季が入って
いる。弓道部の活動中にちらちらと見えて気に
なっていた。週末にはゲートボールをする年配
のかたがたの元気な声であふれていて、このイ
スは大人気だ。ここで応援をしたり、おしゃべ
りをしたり、とちょっとした憩いの場となって
いる。秋には正面にあるイチョウが見ごろにな
り、ここは穴場の特等席になるらしい。
（山城美結）

テニスコート付近のゲートボール場のイス

とてもふかふかなこのイス。電車内にこのよう
な柔らかいイスがあることに驚いた。気になっ
て話をうかがったところ、現在主流のウレタン
ではなく、バネを用いて作られているらしい。
座った瞬間に私を包み込んでくれるようなあの
感触は、内部のバネが生み出してくれていたの
だ。疑問に思っていたことが解決し、富士急行
線のこのイスがもっと愛おしくなった。
（深沢有佳）

富士急行線の座席
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イスだから人が座るのか、人が座るからイスに
なるのか。乱雑に置かれた大木や石にしても場
所によっては人の疲れを癒したりするために腰
かけられる「イス」の役割を果たすこともある。
身近にある４本の脚がついたイスだけでなく、
自然のなかにある「イス」に目を向けてみるの
もいいかもしれない。（山本義城）

山のなかに横たわっていた木

背もたれが二方面にある木のイスとパイプイス
が並んでいる。聞くところによると集団で散歩
をする地域のかたがたが休憩がてら座って歓談
しているそうだ。木のイスの不思議な背もたれ
は、正面を向いても相手の方を向いても背中を
預けられる仕様なのだと気づいた。休むことだ
けを目的とせず、相手との距離感を何よりも大
事にしているイスに心が温まった。
（辻口いづみ）

都留市朝日馬場にある甲斐・朝日馬場館沿
いの道の一角に置かれたイス

木をそのままスライスしたような変わった形で
とっても座り心地がいい。このイスを作った工
房「StudioY.EʼS」を訪ねると、制作者の石塚
さんは、木がどんな形になりたいかを考えなが
ら作っているという。また、イスの高さにもこ
だわりが。一般的なイスより 3 センチくらい
低く作ることで、かかとが地面にしっかりつき、
足が楽なように作ってあるそう。工夫を知って、
ますますこのイスが好きになった。（渡邊唯）

富士急行線都留文科大学前駅待合室のイス
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都留醤油
後編　生きるをつくる
本誌 103 号に引き続いて、羽

は の

野幸
さち

さん (36) の醤油づくりに密着す

る。前編では羽野さんが醤油づくりに挑戦した経緯や、羽野さん

の努力とそれを支えた仲間とのご縁について取り上げた。約 1 年

の工程を経て発酵し、完成が目前となった羽野さんのもろみはど

んな醤油にしあがるのだろうか。私の胸は高鳴っていた。

火入れをしている醤油。棒目計で濃度を計ると、ねらったとおりの濃度になって一同がわっと喜んだ

醤
油
搾
り

　
「
こ
れ
は
い
い
醤
油
で
す
よ
」。
搾
り
を
指
導
し
て

く
れ
た
高た

か
は
し橋
律た

だ
しさ
ん
が
目
を
輝
か
せ
る
。2
月
15
日
、

羽
野
さ
ん
の
も
ろ
み
は
つ
い
に
醤
油
と
な
っ
た
。
高

橋
さ
ん
は
神
奈
川
県
で
た
く
さ
ん
の
醤
油
を
搾
っ
て

い
る
か
た
だ
。
い
つ
も
楽
し
そ
う
に
作
業
す
る
姿
が

目
に
と
ま
る
。
手
際
が
よ
く
経
験
豊
富
で
、
私
た
ち

に
細
か
く
指
導
を
す
る
が
、「
修
行
中
の
身
で
す
か

ら
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

搾
り
に
使
用
す
る
道
具
に
か
ま
ど
で
沸
か
し
た

お
湯
を
か
け
て
消
毒
し
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
も
ろ
み

を
湧
水
で
溶
き
、
ゆ
っ
く
り
と
混
ぜ
て
い
く
。
時
間

を
か
け
て
混
ぜ
合
わ
せ
る
と
大
豆
に
水
が
し
っ
か
り

と
染
み
込
ん
で
い
く
そ
う
。
ど
の
く
ら
い
の
水
で
溶

く
か
は
、
味
見
を
し
な
が
ら
長
年
の
経
験
を
生
か
し

て
高
橋
さ
ん
が
判
断
す
る
。
柄ひ

し
ゃ
く杓

1
杯
分
の
水
を
加

え
る
だ
け
だ
、
と
高
橋
さ
ん
。
味
見
を
し
て
も
私
た

ち
は
違
い
が
分
か
ら
ず
、
水
で
も
ろ
み
を
溶
く
と
い

う
単
純
作
業
が
非
常
に
難
し
い
こ
と
を
実
感
し
た
。

水
で
溶
い
た
も
ろ
み
は
搾
り
袋
に
入
れ
、
艘ふ

ね

と

い
う
道
具
の
な
か
に
水
平
に
な
る
よ
う
重
ね
る
。
重

ね
終
わ
っ
た
ら
ジ
ャ
ッ
キ(

※)

を
使
っ
て
も
ろ
み

を
搾
っ
て
い
く
。
こ
の
と
き
に
出
て
く
る
醤
油
が
い

※ジャッキ…小さい力で重いものを徐々に持ち上げる機械装置
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皆で囲んだお昼ごはん。生醤油をかけたうどん、大根のあわづけ
など、ふだんはなかなか食べることのできないものも味わった

左／搾り袋にもろみを入れる羽野さん。 右上／
搾りかす。水分がなくなりカサカサになってし
まった。 右下／火入れした醤油を滓 ( おり ) 引き
( ※ ) しておくタンク

わ
ゆ
る
生き

じ
ょ
う
ゆ

醤
油
だ
。
ジ
ャ
ッ
キ
で
圧
を
か
け
て
い
く

さ
い
は
、
少
し
ず
つ
か
け
る
の
が
よ
い
の
だ
そ
う
。

一
気
に
か
け
て
し
ま
う
と
醤
油
が
濁
っ
て
し
ま
う
か

ら
だ
。
地
道
な
作
業
の
い
っ
ぽ
う
、
楽
し
く
お
し
ゃ

べ
り
し
て
い
る
と
ま
っ
た
く
退
屈
し
な
か
っ
た
。
話

が
尽
き
る
と
、
し
ん
と
静
か
な
作
業
場
に
チ
ョ
ロ

チ
ョ
ロ
…
…
と
液
体
が
と
め
ど
な
く
流
れ
る
音
だ
け

が
し
て
気
持
ち
が
落
ち
着
く
。「
独
特
な
時
間
の
流

れ
か
た
だ
よ
ね
」
と
羽
野
さ
ん
。
時
間
を
か
け
て
も

ろ
み
を
最
後
の
一
滴
ま
で
搾
っ
た
ら
火
入
れ
を
し
、

一
定
の
速
度
で
決
ま
っ
た
温
度
ま
で
上
げ
て
い
く
。

あ
と
は
醤
油
を
1
週
間
置
い
て
完
成
だ
。

　
ち
ょ
う
ど
お
昼
ど
き
に
搾
り
終
え
た
の
で
、
生
醤

油
を
使
っ
た
ご
は
ん
を
つ
く
っ
て
食
べ
た
。
み
た
ら

し
団
子
の
よ
う
な
香
り
が
漂
う
。
一
口
食
べ
る
と
、

甘
じ
ょ
っ
ぱ
い
風
味
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
。
噛

ん
で
い
く
う
ち
に
醤
油
の
し
ょ
っ
ぱ
さ
は
な
く
な

り
、
香
ば
し
く
す
っ
き
り
と
し
た
後
味
が
し
た
。

　
醤
油
を
搾
っ
た
帰
り
道
、
羽
野
さ
ん
は
「
今
の
瞬

間
は
ほ
っ
と
し
て
い
る
か
な
あ
。
あ
と
は
、
自
分
で

も
美
味
し
い
と
は
も
ち
ろ
ん
思
う
け
ど
、
高
橋
さ
ん

に
合
格
、
じ
ゃ
な
い
け
ど
い
い
醤
油
だ
な
っ
て
い
う

ふ
う
に
言
っ
て
も
ら
え
た
の
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た

の
と
、
あ
と
は
や
っ
ぱ
り
、
自
分
一
人
じ
ゃ
な
く
て

一
緒
に
醤
油
を
搾
っ
て
そ
の
場
で
味
わ
っ
て
お
昼
ご

飯
で
食
べ
ら
れ
た
の
っ
て
い
う
の
が
や
っ
ぱ
り
楽
し

く
て
、
よ
か
っ
た
な
あ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
慣
れ

な
い
作
業
に
戸
惑
い
つ
つ
も
満
喫
で
き
た
羽
野
さ
ん

た
ち
と
の
醤
油
搾
り
を
、
私
は
一
生
忘
れ
な
い
。

仕
事
は
自
分
で
つ
く
る
も
の

羽
野
さ
ん
の
醤
油
づ
く
り
に
終
わ
り
は
な
い
。
す

で
に
、
来
年
搾
る
た
め
の
麹
は
仕
込
ん
だ
と
い
う
。

　
「
あ
く
ま
で
も
、
妄
想
で
」
と
言
い
、
羽
野
さ
ん

が
醤
油
づ
く
り
の
今
後
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
。

※滓引き…にごりを沈殿させる工程
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艘のなかにはたくさんのみぞがある。底のみぞは魚の骨の
ようにも見える

艘の全体像。本体部分や土台にわかれており、組み立てて
から使用する

　
一
つ
目
は
自
力
で
醤
油
を
搾
る
こ
と
だ
。
今
回
は

多
く
の
人
の
助
け
を
借
り
て
醤
油
づ
く
り
を
や
り
と

げ
た
が
、
醤
油
を
何
度
も
つ
く
る
こ
と
で
も
の
に
し

た
い
そ
う
。「
ゆ
く
ゆ
く
は
、(

自
分
で)

搾
れ
る
よ

う
に
な
り
た
い
な
あ
」
と
笑
み
を
浮
か
べ
る
。

　
二
つ
目
は
艘
を
同
世
代
の
友
人
で
あ
る
大
工
さ
ん

に
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
だ
。
艘
は
部
位
に
よ
っ
て

使
う
木
材
が
違
っ
て
い
た
り
、
醤
油
が
流
れ
や
す
く

な
る
よ
う
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
醤
油

を
自
分
で
搾
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
た
め
に
、

艘
を
手
に
入
れ
た
い
そ
う
。

　
三
つ
目
は
都
留
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
醤
油
づ
く

り
を
す
る
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
羽
野
さ
ん
は
、
農
作

業
や
餅
つ
き
、
味
噌
づ
く
り
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
を

と
お
し
て
参
加
者
と
つ
な
が
っ
て
き
た
。「
麹
づ
く

り
を
誰
か
に
教
え
る
、
も
し
く
は
一
緒
に
取
り
組
む

と
か
、
少
し
ず
つ
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
輪
を
広
げ
て

い
き
た
い
」
と
羽
野
さ
ん
。
醤
油
づ
く
り
が
人
と
人

と
を
つ
な
げ
る
架
け
橋
に
な
る
日
は
そ
う
遠
く
な
い

だ
ろ
う
。

＊
　
＊
　
＊

5
か
月
前
、
羽
野
さ
ん
が
醤
油
づ
く
り
の
取
材

を
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
、
醤
油

の
完
成
ま
で
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
羽
野
さ
ん
と

の
出
会
い
が
運
ん
で
き
た
経
験
は
、
誰
も
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
機
会
が
な
け
れ
ば
醤
油
づ
く
り
な

ん
て
体
験
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
醤
油
は
生
き
る
た
め

に
必
要
な
調
味
料
で
あ
る
。醤
油
づ
く
り
に
関
わ
り
、

そ
の
経
験
が
生
き
る
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
と
意
識

し
た
と
た
ん
、
自
分
は
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
や

充
実
し
た
喜
び
を
噛
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

自
分
の
こ
と
で
は
な
い
の
に
、
私
に
は
大
き
な

達
成
感
が
あ
っ
た
。
こ
ん
な
に
達
成
感
を
得
ら
れ
た

の
は
、
醤
油
づ
く
り
に
対
す
る
羽
野
さ
ん
の
意
気
込

み
や
活
発
な
行
動
か
ら
真
剣
さ
が
伝
わ
っ
て
き
て
、

私
も
全
力
で
取
り
組
も
う
と
力
を
注
い
だ
か
ら
で
あ

る
。
羽
野
さ
ん
の
影
響
を
受
け
て
自
分
も
こ
ん
な
に

熱
い
想
い
を
抱
け
た
の
か
と
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
た
。

物
事
を
や
り
と
げ
た
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
こ

の
達
成
感
を
、私
は
ず
っ
と
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
ど
ん
な
挑

戦
で
も
で
き
る
か
ら
だ
。

辻
口
い
づ
み(

地
域
社
会
学
科
1
年)

＝
文
・
写
真
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街中を冷気が覆う季節となりました。色鮮やかだった葉を落とし、木々たちもなんだか寒
そうにしています。それでも地中ではモグラが、地上では鳥やチョウが活発に動き回って
います。春は、もうすぐそこまで来ているようです。

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

上 .モグラ塚

（2020 年 1 月 24 日 本学キャンパス）

本学 4 号館前（本誌編集部前）の庭に今

年はたくさんのモグラ塚ができました。

数えてみると 51 個ありました。

中 . ベニマシコ

(2020 年 1 月 29 日 本学うら山)

スズメくらいの大きさながら、その赤色

の体は目を惹きます。この赤色の体はオ

スにだけ見られる特徴で、夏羽はよりいっ

そう鮮やかさを増します。この日は２羽観

察できたのですが、どちらもオスでした。

下. テングチョウ

（2020 年 2 月12 日 本学うら山）

暖かい日差しに誘われてテングチョウが

飛んでいました。頭部が天狗の鼻のよう

に伸びていることがこの名の由来です。

今年は昨年よりも早く姿を確認しました。
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本
誌
１
０
２
号
で
は
お
茶ち

ゃ
つ
ぼ壺
道

ど
う
ち
ゅ
う中
行ぎ

ょ
う
れ
つ
列
の
成
り

立
ち
と
岩
間
さ
ん
の
地
域
お
こ
し
に
対
す
る
情

熱
、
20
周
年
へ
の
思
い
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。

今
号
で
は
お
茶
壺
道
中
行
列
を
じ
っ
さ
い
に
見

た
う
え
で
の
気
づ
き
や
発
見
、
行
列
の
未
来
に

つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

行列がはじまる前、誰もが楽しめるような岩間さんの話にその
場の雰囲気がなごむ。右から 2 人目が岩間さん

…当日のコース

谷村第一小学校

都留市立図書館

長安寺

金毘羅神社

お茶壺道中
行列マップ

お茶壺道中行列とは
毎年 10 月の最終週の日曜日に

金
こんぴら
毘羅神

じんじゃ
社～谷

やむら
村第
だいいち
一小
しょうがっこう
学校ま

で練り歩く。

江戸時代に徳川家将軍御用達のお

茶を江戸城に運んだ採
さいちゃし
茶師の行列

を再現するもの。

20
周
年
の
行
列
が
始
ま
る

　
実
行
委
員
長
で
あ
る
岩
間
さ
ん
の
朝
は
早
い
。
当

日
の
朝
8
時
前
に
集
合
場
所
で
あ
る
青せ

い
ら
ん藍幼よ
う
ち
え
ん

稚
園
に

向
か
い
、
行
列
の
参
加
者
が
着
る
衣
装
の
用
意
や
当

日
の
段
取
り
の
確
認
を
お
こ
な
う
。
8
時
を
過
ぎ
る

と
参
加
者
が
続
々
と
集
ま
っ
て
き
て
、
衣
装
を
身

に
ま
と
い
は
じ
め
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
「︵
去

年
は
奴や

っ
こだ
っ
た
か
ら)

今
年
は
お
侍
さ
ん
に
な
れ
る

ね
」、「
似
合
っ
て
ま
す
ね
」
な
ど
の
声
が
聞
こ
え
て

く
る
。
ど
の
人
も
楽
し
そ
う
だ
。

　
着
替
え
を
終
え
る
と
部
屋
の
な
か
で
参
加
者
が
円

に
な
り
、
行
列
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
「
ド
ン　
ド　
ド

ン　
下し

た

に
居
ろ
ー
」
と
い
う
太
鼓
と
掛
け
声
に
合
わ

せ
、
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
練
習
を
し
た
。
こ
の
掛
け

声
は
、
お
茶
壺
の
行
列
は
格
式
高
い
も
の
だ
か
ら

粗そ
そ
う相
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
頭
を
下
げ
た
ま
ま

そ
こ
に
居
な
さ
い
、
と
い
う
意
味
だ
そ
う
。
そ
の

後
、お
茶
壺
道
中
行
列
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
を
終
え
、

「
出し

ゅ
っ
た
つ立
の
儀ぎ

」
を
お
こ
な
う
た
め
金こ

ん
ぴ
ら

毘
羅
神じ

ん
じ
ゃ社
に
向

か
っ
た
。「
出
立
の
儀
」
と
は
安
全
に
行
列
が
で
き

る
よ
う
に
宮
司
さ
ん
に
お
祓は

ら

い
を
し
て
も
ら
う
と
い

う
も
の
だ
。
動
き
の
一
つ
ひ
と
つ
に
緊
張
感
が
感
じ

ら
れ
、
ど
の
人
も
神
妙
な
表
情
だ
っ
た
。
参
加
者
全

0 100m

N



上 : ゴール付近の沿道。
写真に入りきらないほど
の観客がいる
右・左：右ではかぶりも
のの調整、左では草履の
履きかたを自分の手で学
生に教えている

※　玉ぐし 榊の枝に木
ゆ う

綿 ( コウゾの皮から作った糸 )、紙
し だ

垂と呼ばれる白い紙をつけたもので、
　　　　    神前への捧げものとして用いられる

員
で
お
祓
い
を
受
け
る
た
め
、
金
毘
羅
神
社
の
本
殿

の
な
か
は
人
で
い
っ
ぱ
い
だ
。
20
周
年
に
さ
い
し
て

岩
間
さ
ん
は
「
た
く
さ
ん
の
縁
が
繋
が
っ
て
こ
こ
ま

で
の
規
模
に
な
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
こ

こ
で
も
多
く
の
人
と
の
繋
が
り
を
実
感
で
き
る
。
玉

ぐ
し(

※)

を
台
の
上
に
お
供
え
し
、
宮
司
の
か
た

の
お
話
を
う
か
が
っ
た
ら
、
い
よ
い
よ
行
列
が
は
じ

ま
る
時
間
が
近
づ
く
。

　
行
列
を
組
む
人
の
な
か
に
は
学
生
が
多
く
、
は
じ

め
て
草
履
を
履
く
と
い
う
学
生
も
少
な
く
な
い
。
そ

こ
で
も
ま
ず
動
く
の
は
岩
間
さ
ん
。
学
生
た
ち
が
見

や
す
い
よ
う
に
動
き
を
つ
け
な
が
ら
草
履
の
履
き
か

た
を
教
え
て
い
た
。
ほ
か
の
人
に
任
せ
て
も
い
い
の

に
、
と
思
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
率
先
し
て
動
く
。
岩

間
さ
ん
は
「
基
本
的
に
俺
は
出
し
ゃ
ば
り
で
お
せ
っ

か
い
だ
か
ら
」
と
自
分
の
こ
と
を
話
し
て
い
た
。
し

か
し
前
号
で
も
書
い
た
「
誰
か
が
頭
一
本
出
る
の
で

は
な
く
、
水
平
的
な
組
織
に
し
た
い
」
と
い
う
岩
間

さ
ん
の
考
え
か
た
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
の
よ
う
に
私

に
は
見
え
る
。

行
列
の
魅
力

　
午
前
10
時
す
ぎ
、
い
よ
い
よ
メ
ン
バ
ー
が
行
列
の

体
形
を
組
み
ス
タ
ー
ト
の
位
置
に
着
く
。
観
客
も
カ

メ
ラ
を
構
え
て
見
守
る
。
ざ
っ
と
50
人
以
上
は
い
る

だ
ろ
う
。地
域
の
か
た
や
観
光
客
ら
し
き
人
も
い
る
。

甲
府
市
か
ら
来
た
と
い
う
ご
夫
婦
に
、
ど
う
し
て
遠

方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
都
留
市
に
来
た
の
で
す
か
、
と
聞

い
て
み
る
と
、「
お
茶
に
興
味
が
あ
っ
て
、
ぜ
ひ
一

度
来
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
」
と
話
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
岩
間
さ
ん
た
ち
が
20
年
か
け
て
作
り
上
げ
て
き

た
も
の
は
着
実
に
形
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
思

う
と
私
ま
で
心
が
温
か
く
な
る
。

　
「
ド
ン　

ド　

ド
ン　

下
に
居
ろ
ー
、
下
に
居

ろ
ー
」。
太
鼓
の
音
が
都
留
市
の
中
心
部
に
響
く
。

行
列
が
つ
い
に
動
き
出
し
た
。「
胸
張
っ
て
ー
」、「
声

が
聞
こ
え
な
い
ぞ
ー
」。
地
域
の
人
の
激
励
も
飛
ぶ
。

最
初
は
気
恥
ず
か
し
さ
と
緊
張
が
相
ま
っ
て
、
声
や

足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
い
な
か
っ
た
行
列
も
、
地
域
の

か
た
の
声
に
後
押
し
さ
れ
て
、
徐
々
に
リ
ズ
ム
が

合
っ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
役
割
に
誇
り
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
行
列
は
、
途
中
休
憩

も
は
さ
み
約
1
キ
ロ
を
1
時
間
半
か
け
て
ゆ
っ
く
り

と
練
り
歩
く
。
そ
の
た
め
太
鼓
や
茶
壺
な
ど
小
道
具

な
ど
も
じ
っ
く
り
と
観
客
は
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
。
休
憩
時
間
に
も
観
客
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
忘
れ

な
い
。
ど
の
メ
ン
バ
ー
も
気
さ
く
に
写
真
撮
影
や
行

列
に
関
わ
る
質
問
に
応
え
る
。

　
老
人
ホ
ー
ム
に
通
う
利
用
者
の
み
な
さ
ん
も
車
イ

ス
を
使
い
コ
ー
ス
に
出
て
応
援
し
て
い
る
。
ゴ
ー
ル

の
谷
村
第
一
小
学
校
に
近
づ
く
と
、
大
勢
の
観
客
が

行
列
を
待
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
都
留
市
の
ま
ち
で
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住
民
や
学
生
、
観
客
が
一
体
と
な
り
、
こ
の
行
事
に

関
わ
り
た
い
と
願
う
誰
も
が
思
い
思
い
の
形
で
盛
り

上
が
れ
る
の
が
魅
力
だ
ろ
う
。

感
謝
と
変
化

　
お
茶
壺
道
中
行
列
を
終
え
た
1
週
間
後
、
岩
間
さ

ん
に
20
周
年
の
行
列
を
終
え
て
の
率
直
な
感
想
を
お

聞
き
し
て
み
た
。「
時
間
の
経
過
と
と
も
に
や
っ
て

い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
準
備
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

会
場
設
営
や
衣
装
準
備
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
で
メ

ン
バ
ー
が
変
わ
り
つ
つ
も
や
っ
て
き
て
、
毎
年
や
っ

て
い
る
か
ら
こ
こ
を
こ
う
す
れ
ば
来
年
も
っ
と
楽
に

な
る
、
と
い
う
よ
う
に
工
夫
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
ま
た
や
る
ん
だ
な
、
や
っ
た
ん
だ
な
、
ま
た

来
年
も
こ
う
い
う
準
備
を
や
る
ん
だ
な
と
。
こ
う

や
っ
て
歴
史
が
で
き
て
い
く
ん
だ
な
ぁ
と
」。
一
言

一
言
を
ゆ
っ
く
り
と
口
に
す
る
。
古
く
か
ら
の
仲
間

を
思
い
返
す
よ
う
に
話
す
表
情
は
穏
や
か
だ
っ
た
。

　
参
加
者
の
か
た
か
ら
、「『
お
茶
壺
道
中
行
列
の
裏

側
で
、
こ
ん
な
に
大
変
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
と
は

知
ら
な
か
っ
た
。
来
年
は
ぜ
ひ
も
っ
と
関
わ
ら
せ
て

ほ
し
い
』」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
嬉
し

そ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
。
大
変
な
ま
わ
り
の
状
況
は
知

ら
な
く
て
も
毎
年
朝
早
く
か
ら
着
付
け
を
し
て
く
れ

る
か
た
も
い
る
と
い
う
。「
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
こ
の
お
茶
壺
道
中
行

列
は
成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
な
ぁ
っ
て
。
本
当
に
つ

く
づ
く
痛
感
し
ま
す
」。
み
ん
な
が
主
役
に
な
っ
て

や
っ
て
ほ
し
い
。
私
じ
ゃ
な
く
て
事
業
を
手
伝
っ
て

く
れ
た
人
が
評
価
さ
れ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
岩
間
さ

ん
の
思
い
が
、
そ
の
ま
ま
こ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て

い
る
。

　
そ
し
て
、
岩
間
さ
ん
は
お
茶
壺
が
次
の
世
代
に
繋

が
る
よ
う
に
、
取
り
組
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
昨

年
12
月
に
開
催
さ
れ
た
記
念
式
典
の
司
会
を
県
立

都つ

る留
興こ

う
じ
ょ
う
か
ん

譲
館
高こ

う
こ
う校
の
放
送
部
に
お
願
い
し
て
い
た

の
も
そ
の
一
環
だ
。
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
に
も
学
生

に
も
新
た
な
関
係
を
築
い
て
い
く
の
が
次
の
30
周
年

に
向
け
て
の
目
標
だ
そ
う
。「
繋
が
り
を
も
っ
と
太

い
も
の
に
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
作
る
た
め
に
、
こ

ち
ら
の
ほ
う
か
ら
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た

い
」
と
岩
間
さ
ん
は
い
う
。
来
年
は
行
列
を
こ
う
宣

伝
し
た
い
、
校
外
学
習
の
教
材
に
こ
う
使
っ
て
ほ
し

い
、
と
い
う
よ
う
に
岩
間
さ
ん
に
は
次
々
と
ア
イ

デ
ィ
ア
が
浮
か
ぶ
。
こ
れ
に
新
し
い
世
代
の
人
が
加

わ
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
都
留
市
に
は(

大
名
行
列
を
は
じ
め)

素
材
が

い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
が
都
留
市
の
未

来
を
考
え
て
い
く
。
そ
の
と
き
素
材
と
し
て
チ
ョ
イ

ス
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な〈
お
茶
壺
〉で
あ
り
た
い
。

そ
れ
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
我
々
の
宿
命
で
あ

り
、
仕
事
じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
れ
が
次
の
10
年
に
向

け
て
の
仕
事
」。
現
状
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
変

化
を
続
け
て
い
く
の
が
都
留
市
の
お
茶
壺
行
列
の
文

化
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

　
＊
＊
＊

　
行
列
に
少
し
で
も
関
わ
っ
て
く
れ
た
人
へ
の
感
謝

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
次
世
代
へ
と
お
茶
壺
を
残
そ

う
と
奮
闘
を
続
け
る
岩
間
さ
ん
。

　
前
編
・
後
編
を
通
し
、
私
は
実
行
委
員
会
の
メ
ン

バ
ー
を
は
じ
め
参
加
し
た
学
生
や
お
茶
壺
に
関
係
し

て
き
た
人
に
も
出
会
え
た
。
私
が
出
会
っ
た
人
々
を

ふ
く
め
て
多
く
の
人
が
岩
間
さ
ん
の
お
茶
壺
、
そ
し

て
都
留
市
へ
の
思
い
に
ひ
か
れ
て
力
を
貸
し
て
い

る
。
20
年
で
お
茶
壺
に
関
わ
る
人
は
移
り
変
わ
っ
て

も
、
変
わ
ら
ぬ
岩
間
さ
ん
の
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
周

囲
の
人
は
支
え
続
け
る
の
だ
と
確
信
し
た
。　

　

気
づ
か
ぬ
う
ち
に
人
の
話
の
輪
の
中
心
と
な
り
、

周
囲
を
巻
き
こ
み
、
楽
し
ま
せ
る
。
そ
れ
が
「
縁
を

繋
ぐ
ひ
と
」
で
あ
る
岩
間
さ
ん
の
も
つ
力
だ
。

小
林
史
佳(

地
域
社
会
学
科
2
年)

＝
文
・
写
真

写真はすべて 2019 年 10 月 27 日に撮影しました。



センサーカメラが写した動物たち

本学フィールド・ミュージアムでは、キャンパス内

の森にセンサーカメラ ( 赤外線を感知すると自動的

にシャッターが切れるカメラ ) を設置して動物の調

査をしています。今号では昨年 11 月〜 2 月の間に

撮影された動物を紹介します。前号と同じ場所で撮

影しました。

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

1

43

2

4　キツネ (2020 年 2 月 9 日 )
ここ数年、ほとんど姿を見かけることはありませんでした。

しかし、前号に引き続き記録することができました。

2　ノネコ (2019 年 11 月下旬 )
自然科学棟裏の森でノネコがネズミを捕食している場面を

記録しました。近年本学付近ではノネコが増加してきてお

り、森の生態系に影響を与えないか心配です。

3　タヌキ (2020 年 1 月 22 日 )
夜行性の動物で、最近では本学近辺や住宅地でも目撃され

ます。側溝を行き来する姿が頻繁に記録されています。

1　ニホンジカ (2019 年 12 月 3 日 )
前号に引き続きニホンジカを撮影することができました。

本学周辺で頻繁に見かけられるようになり、夜に鳴き声も

聞くことができるようになりました。



都留の風景写真集
−向春の候−

辻口いづみ ( 地域社会学科 1 年 ) ＝文・写真

都留で冬を越すのは初めてでした。初めての冬をカメ

ラにおさめたくてふだんはとおらない道を散歩してみ

ると、冬の気配はほとんどなく、かわりに春の訪れが

ちらほら。季節を先取りできたので、心がおひさまの

ようにぽかぽかしています。

友だちが公園にあった木のまねをしていました。指先にもこだわって忠実に再現しています
＠都留市中央 (2020 年 2 月 19 日 )



ふわっと梅の花のかおりがすると思わず笑みがこぼれます
＠都留市下谷 (2020 年 2 月 14 日 )

「花が咲いちゃってもう商品価値がないから」と言われていただいた
菜の花
＠都留市中央 (2020 年 2 月 19 日 )

散歩していて見つけた、ぽつんと寂しそう
に咲くスミレ
＠都留市川棚 (2020 年 2 月 19 日）



no.104 Mar. 2020 38

中央自動車道
富士吉田線

大月JCT
都留IC

600

700
800

900
狼煙台

馬頭観音通行不可

弁慶岩

高川山
(975ｍ)

登山口
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都留市小形山

中谷入コース

松葉入コース

N
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100m

高川山周辺地図 ( 矢印は登ったコースを示す )

高
たかがわ

川山は都留市小
お が た や ま

形山と大月市初
はつかり

狩町に

またがる山である。標高は 975 メートルで、

登山道も整備されており気軽に登ることが

できる。再びの登山となる今回だが、私に

は高川山に登る理由があった。

小泉篤広 ( 社会学科 4 年 ) ＝文・写真

　
1
月
10
日
、
午
前
9
時
40
分
。
暖
か
い
車
内
か
ら

降
り
る
と
、
冷
た
い
風
が
頰
を
な
で
る
。
晴
れ
て
い

た
が
、
放
射
冷
却
で
気
温
は
5
℃
も
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
都
留
市
小
形
山
の
稲
村
神
社
に
車
を
停
め
て
歩

き
出
す
。
今
回
歩
い
た
コ
ー
ス
は「
中な

か
や
い
り

谷
入
コ
ー
ス
」

(

地
図
参
照)

。
登
り
の
所
要
時
間
は
１
０
０
分
と

地
図(

※)

に
は
記
載
が
あ
っ
た
。

高
川
山
へ
の
思
い
入
れ

　
私
は
以
前
に
も
高
川
山
に
登
っ
て
い
る(

本
誌
92

号
参
照)

。
再
び
高
川
山
に
登
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、

頂
上
か
ら
見
た
、
目
の
前
に
広
が
る
富
士
山
が
忘
れ

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。ま
た
富
士
山
だ
け
で
な
く
、

自
分
に
と
っ
て
身
近
な
地
域
も
一
望
で
き
る
。

　
高
川
山
に
は
冬
以
外
の
季
節
に
も
足
を
運
ん
だ
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
山
は
空
気
の
澄
ん
だ
冬
に

登
る
の
が
、
私
に
と
っ
て
は
ベ
ス
ト
タ
イ
ミ
ン
グ
。

登
る
な
ら
景
色
の
よ
い
今
だ
と
思
い
立
っ
た
。

　
案
内
板
を
見
つ
け
、
中
谷
入
コ
ー
ス
の
入
口
を
確

認
す
る
。
そ
こ
か
ら
10
分
ほ
ど
は
舗
装
さ
れ
た
道

だ
。
こ
の
日
は
霜
が
お
り
た
た
め
、
舗
装
路
は
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
凍
っ
て
い
て
足
を
取
ら
れ
る
こ
と
が
何
度

か
あ
っ
た
。
路
面
に
は
、
針
葉
樹
の
落
ち
葉
が
厚
く

積
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。舗
装
路
と
は
い
え
、

※参考ウェブサイト YAMAP (https://yamap.com/maps/4971/trails)
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あ
ま
り
車
の
出
入
り
は
な
い
よ
う
だ
。

　
舗
装
路
が
終
わ
る
と
道
幅
は
い
き
な
り
1
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
ま
で
狭
ま
る
。
ま
わ
り
の
景
色
は
一
変
し
日

が
あ
ま
り
差
し
込
ま
な
い
、
う
っ
そ
う
と
し
た
森
に

な
っ
た
。
足
元
に
は
石
が
転
が
り
、
針
葉
樹
の
落
ち

葉
、木
の
根
が
横
た
わ
る
。
道
の
横
に
は
沢
が
あ
る
。

降
水
量
が
少
な
い
冬
だ
か
ら
か
、
水
は
流
れ
て
い
な

い
。
本
格
的
な
登
山
道
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
私
の

わ
く
わ
く
し
た
気
持
ち
は
さ
ら
に
高
ま
る
。

足
音
の
正
体

　
歩
き
始
め
て
約
30
分
。
こ
こ
で
あ
る
変
化
に
気
づ

く
。
自
分
の
足
音
で
は
な
い
、
ガ
サ
ガ
サ
と
い
う
音

が
近
く
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
し
ば
ら
く
そ
の
場
に

立
ち
止
ま
っ
て
い
る
と
、
音
の
正
体
が
わ
か
っ
た
。

ニ
ホ
ン
ザ
ル
だ
。
し
か
も
群
れ
で
行
動
し
て
お
り
、

目
視
で
4
匹
は
確
認
で
き
た
。
す
ば
や
い
た
め
写
真

に
う
ま
く
お
さ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
冬
眠
し
な

い
野
生
動
物
と
の
遭
遇
に
、
す
こ
し
怖
さ
を
覚
え
な

が
ら
も
、
ど
こ
か
出
会
え
て
嬉
し
い
気
持
ち
も
抱
い

て
い
た
。

　
そ
の
後
、
サ
ル
の
も
の
と
思
わ
れ
る
フ
ン
を
登
山

中
に
5
回
も
見
た
。
前
回
、
高
川
山
に
登
っ
た
さ
い

に
は
、
コ
ー
ス
こ
そ
違
っ
た
も
の
の
、
フ
ン
す
ら
見
つ

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
サ
ル
の
頭
数
が
増
え
た
の

だ
ろ
う
か
。
山
登
り
の
回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
、
私

の
観
察
眼
は
養
わ
れ
て
き
た
。

登
山
道
の
変
化
を
楽
し
む

　

枯
れ
た
沢
を
二
度
渡
る
と
、
斜
面
が
急
に
な
る
。

急
に
な
る
に
つ
れ
て
、
呼
吸
も
荒
く
な
っ
た
。
登
山

道
に
は
ロ
ー
プ
が
何
箇
所
か
張
ら
れ
て
い
る
。
道
か

ら
足
を
踏
み
外
さ
な
い
よ
う
に
張
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ロ
ー
プ
に
も
頼
り
な
が
ら
、
登
山
道
の
端
で
休

憩
し
な
が
ら
進
む
。

　
道
の
は
じ
め
は
針
葉
樹
の
森
で
登
山
道
は
暗
々
と

し
て
い
た
が
、
登
る
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
広
葉
樹
が

多
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
道
に
は
太
陽
の
ま
ぶ

し
い
光
が
差
し
込
む
。
20
分
ほ
ど
前
ま
で
急
だ
と

思
っ
て
い
た
登
山
道
も
、
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
以
外
は
、
き
つ
い
と
思
う
ほ
ど
急
な
登
り
で

は
な
い
。
息
を
整
え
つ
つ
、
頂
上
を
目
指
す
。

　
登
り
は
じ
め
て
約
1
時
間
。
つ
い
に
、
尾
根
道
に

出
た
。
視
界
は
さ
ら
に
広
が
り
、
南
西
に
は
都
留
市

の
街
並
み
、
北
西
に
は
大
月
市
の
街
並
み
が
見
て
と

れ
る
。
頂
上
の
手
前
に
は
本
誌
92
号
で
も
取
り
上
げ

た「
狼の

ろ
し煙
台
」が
あ
る
。
台
と
い
う
名
前
の
と
お
り
、

登
山
道
よ
り
も
一
段
高
く
な
っ
て
お
り
、
見
晴
ら
し

①中谷入コースの入口に立

つ案内板。松
まつばいり

葉入コースや

古
ふるやど

宿コースもあり、登山道が

多い ②サルを捕捉した ( 白

円内側 )。サルとの距離は 10

メートルほど ③登山道のよ

うす。木の根が横たわる。う

まく歩幅をあわせて登る ④

動物のフン。道中でこのよう

なフンを何度も見つけた

① ②

③ ④

写真は 2020 年 1 月10 日に撮影しました



no.104 Mar. 2020 40

高川山山頂から南の方角を向く。この日の富士山は山頂に雲をかぶっていた。左側には倉
く ら み

見山、杓
しゃくし

子山も確認できる

が
よ
い
。
連
絡
手
段
の
乏
し
か
っ
た
昔
は
こ
こ
で
煙

を
焚た

い
て
い
た
の
か
と
思
う
と
、
こ
こ
は
情
報
伝
達

に
最
適
な
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
納
得
で
き
る
。

待
望
の
山
頂

　
1
時
間
20
分
ほ
ど
歩
い
た
。
つ
い
に
山
頂
に
到
達

す
る
。
山
頂
に
は
す
で
に
先
客
が
3
人
ほ
ど
い
た
。

当
初
は
誰
に
も
会
わ
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
私
の

後
に
も
5
人
ほ
ど
登
山
者
が
や
っ
て
き
た
。
平
日
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
と
会
え
る
山

は
な
か
な
か
な
い
だ
ろ
う
。
高
川
山
の
人
気
の
高
さ

が
う
か
が
え
る
。

　
荷
物
を
降
ろ
し
、カ
メ
ラ
を
各
所
に
向
け
る
。「
高

川
山
」
の
標
板
、
遠
く
の
景
色
、
眼
下
に
広
が
る
都

留
市
内
の
街
並
み
。
高
川
山
は
ほ
ぼ
全
方
位
が
ひ
ら

け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
に
カ
メ

ラ
を
向
け
た
。
ほ
ぼ
３
６
０
度
の
眺
望
。
写
真
1
枚

に
は
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
こ
を
撮
っ
て

も
飽
き
が
こ
な
い
の
は
そ
の
た
め
だ
。
こ
れ
が
私
に

と
っ
て
、
高
川
山
に
登
る
醍
醐
味
で
あ
る
。

　
撮
り
終
え
た
あ
と
、
私
は
コ
ン
ロ
を
取
り
出
し
湯

を
沸
か
す
。
登
っ
た
後
の
楽
し
み
で
あ
る
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
む
の
だ
。
冷
え
た
体
に
温
か
い
コ
ー
ヒ
ー
が
し

み
わ
た
る
。
頂
上
に
20
分
ほ
ど
滞
在
し
、下
山
し
た
。

都
留
の
山
々
を
歩
い
て

　
こ
れ
ま
で
の
連
載
で
、
私
は
五
つ
の
山
を
登
っ
て

き
た
。
山
の
名
を
挙
げ
る
と
、
九く

き鬼
山
、
高た

か
は
た畑
山
、

高
川
山
、
石い

し
わ
り割
山
、
本ほ

ん
じ
ゃ社
ヶ
丸ま

る

で
あ
る
。
な
か
に
は

山
頂
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
山
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
い
つ
も
晴
天
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
時
に
は
雨
も
降
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
は
山
に
登
る
。
そ
れ
は
、

そ
の
山
で
し
か
出
会
え
な
い
景
色
を
見
て
、
そ
の
山

で
し
か
で
き
な
い
体
験
を
す
る
た
め
だ
。
地
面
に
目

を
向
け
れ
ば
、
ド
ン
グ
リ
や
動
物
の
足
跡
や
フ
ン
な

ど
お
も
し
ろ
い
も
の
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
。
収
集

癖
の
あ
る
私
は
、
よ
く
山
の
も
の
を
持
ち
帰
っ
た
。

反
対
に
上
を
見
れ
ば
、
木
の
幹
や
尾
根
か
ら
の
景
色

な
ど
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
山
登
り
は
視
点
を

う
つ
す
た
び
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
あ
る
か
ら
お
も

し
ろ
い
。

　
大
学
に
入
学
し
た
こ
ろ
は
、
た
だ
「
登
る
」
こ
と

に
集
中
し
て
い
た
。
し
か
し
、
山
に
か
よ
う
う
ち
に

「
登
る
ま
で
の
過
程
」
を
楽
し
む
自
分
が
い
る
こ
と

に
も
気
が
つ
い
た
。た
だ
山
頂
を
目
指
す
こ
と
が「
山

登
り
」
で
は
な
い
。
都
留
の
山
々
か
ら
私
は
、
登
山

の
楽
し
み
か
た
を
学
ん
だ
。
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２
月
７
日
16
時
す
ぎ
、富
士
急
行
線
谷や

む
ら
ま
ち

村
町
駅
に「
走

る
魚
屋
さ
ん
」
が
や
っ
て
く
る
。
本
誌
92
号
で
取
材

し
た
勝か

つ
ま
た又
民た

み

お男
さ
ん(

58)

の
言
葉
は
熱
が
こ
も
っ

て
い
て
力
強
い
。
仕
事
を
も
っ
と
間
近
で
見
て
み
た

い
と
思
い
、
ト
ラ
ッ
ク
の
助
手
席
に
乗
せ
て
い
た
だ

い
て
取
材
を
お
こ
な
っ
た
。

　
勝
又
さ
ん
は
34
年
間
、
水
曜
日
を
除
く
平
日
は
毎

日
か
か
さ
ず
都
留
市
に
新
鮮
な
魚
を
届
け
て
い
る
。

お
住
ま
い
は
静
岡
県
の
裾す

そ
の野
市
で
、
朝
５
時
か
ら
沼

津
港
で
魚
を
仕
入
れ
て
２
時
間
か
け
て
都
留
市
へ
売

り
に
き
て
い
る
。
曜
日
に
よ
っ
て
売
る
場
所
も
変
え

て
い
る
。
私
は
、
下
宿
地
の
近
く
に
あ
る
十
日
市
場

地
区
で
の
よ
う
す
し
か
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
。

長
く
愛
さ
れ
る

　
金
曜
日
の
魚
屋
さ
ん
は
、
16
時
半
ご
ろ
に
谷
村
町

駅
の
駐
車
場
か
ら
始
ま
る
。
す
で
に
４
、５
人
の
お

客
さ
ん
が
並
ん
で
い
た
。「
お
っ
、
た
く
ち
ゃ
ん
来

た
じ
ゃ
ん
」
と
お
刺
身
を
盛
り
な
が
ら
勝
又
さ
ん
が

私
に
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
い
つ
も「
た
く
ち
ゃ
ん
」

と
声
を
か
け
て
く
れ
る
。
気
分
は
常
連
さ
ん
だ
。
け

れ
ど
、
私
は
ま
だ
常
連
と
し
て
は
駆
け
出
し
だ
。
お

刺
身
を
買
い
に
来
て
い
た
お
客
さ
ん
に
「
お
魚
屋
さ

走りつづける魚屋さん
沼津港から都留まで魚介を届けて 34 年

(2020 年 3 月 10 日 )
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ん
に
来
る
よ
う
に
な
っ
て
長
い
で
す
か
？
」
と
た
ず

ね
る
と
「
ど
う
か
な
、
も
う
30
年
に
な
る
か
ね
」
と

い
う
。
勝
又
さ
ん
も
「
お
嫁
に
来
た
と
き
か
ら
だ
か

ら
そ
れ
く
ら
い
か
ね
」
と
い
う
。
そ
ん
な
人
が
一
人

や
二
人
で
は
な
い
。
な
か
に
は
家
か
ら
お
皿
を
持
っ

て
来
て
お
刺
身
を
盛
っ
て
も
ら
う
人
も
い
た
。

　
勝
又
さ
ん
は
お
客
さ
ん
の
名
前
を
あ
だ
名
で
呼
ん

で
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
い
つ
か
ら
来
て
い
る

か
、
い
つ
も
ど
ん
な
お
刺
身
の
盛
り
合
わ
せ
か
ま
で

覚
え
て
い
る
。「
マ
グ
ロ
と
サ
ー
モ
ン
と
ブ
リ
で
い

い
ら
？
」
と
山
梨
県
の
方
言
を
交
え
な
が
ら
声
を
か

け
て
い
た
。
す
ご
い
記
憶
力
だ
と
隣
で
聞
い
て
い
て

感
心
す
る
。
20
年
、
30
年
の
常
連
さ
ん
た
ち
に
長
く

愛
さ
れ
て
い
る
の
は
、
勝
又
さ
ん
が
お
客
さ
ん
と
過

ご
し
て
い
る
時
間
を
大
切
に
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ

ろ
う
。

い
い
ん
だ
よ
、
使
っ
て
く
れ
り
ゃ
あ

　
「
こ
れ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
こ
持
っ
て
行
き
な
ぁ
」

と
勝
又
さ
ん
が
お
つ
か
い
に
来
た
子
ど
も
に
キ
ン
カ

ン
を
持
た
せ
て
い
た
。「
あ
あ
い
う
、
う
ち
で
採
れ

た
も
の
は
や
っ
ち
ゃ
う
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
勝
又

さ
ん
は
、
魚
屋
の
ほ
か
に
、
野
菜
、
ミ
カ
ン
、
お
茶

や
き
の
こ
な
ど
の
栽
培
、
狩
猟
、
農
業
、
家
の
解
体
、

右 ) 居酒屋で食事していた人も外の賑わいを見て、魚介を買いにでて来た

左上 ) 谷村町駅の床屋さんで一服。世間話をしながらコーヒーで一息をつい

て、また次の場所へ魚を届けにいく

左下 ) カーステレオには「おもちゃのマーチ」のカセットが入っている。「も

のもちがいいね」と勝又さん。10 年以上同じものを使っている

木
の
伐
採
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
駆
除
業
な
ど
、
聞
い
て

い
る
だ
け
で
ク
ラ
ク
ラ
す
る
よ
う
な
数
の
仕
事
を
し

て
い
る
。「
そ
う
い
う
の
は
休
み
の
日
に
や
っ
ち
ゃ

う
」
と
笑
い
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
る
。

　
谷
村
町
駅
で
お
魚
を
売
っ
た
あ
と
、
近
く
の
床
屋

さ
ん
が
い
つ
も
コ
ー
ヒ
ー
を
い
れ
て
く
れ
る
そ
う
。

勝
又
さ
ん
の
多
彩
な
仕
事
に
依
頼
が
来
る
こ
と
も
多

い
。
そ
れ
だ
け
仕
事
を
や
っ
て
り
ゃ
大
変
だ
、
と
床

屋
さ
ん
の
店
主
が
声
を
か
け
る
と
、勝
又
さ
ん
は「
い

い
ん
だ
よ
、
使
っ
て
く
れ
り
ゃ
あ
。
あ
て
に
さ
れ
る

だ
け
で
い
い
。
そ
う
や
っ
て
み
ん
な
が
潤
っ
て
く
れ

た
り
、
う
ま
く
回
っ
て
く
れ
り
ゃ
い
い
ら
。
め
し
が

食
え
り
ゃ
よ
し
と
す
る
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
前
回

取
材
し
た
と
き
、
勝
又
さ
ん
は
「
も
う
け
は
あ
り
ま

す
か
」
と
の
問
い
に
「
ほ
と
ん
ど
な
い
ね
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
。
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
積
極
的
に

広
げ
て
い
き
、
ま
わ
り
の
人
の
た
め
に
な
る
。
人
の

た
め
に
自
分
の
力
を
使
う
勝
又
さ
ん
の
生
き
か
た
が

か
っ
こ
い
い
。

33
年
の
記
録

　
道
中
に
い
つ
も
勝
又
さ
ん
が
メ
モ
し
て
い
る
ノ
ー

ト
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た
。「
こ
れ
ね
、
毎
日
の
天

気
と
気
温
、ど
こ
に
何
時
に
着
い
た
か
記
録
し
て
る
」
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右 ) 記録のノートは毎年１冊ずつ増えていく。いつも５時ごろには沼津港だ

左上 ) 自分の家からお皿を持ってきていたお客さんは、「一番古くから知ってる

かもね」とおっしゃっていた。勝又さんも「そうだね、長いね」と話していた

左下 ) 3000 円分のお刺身の盛り合わせ。ホタテやマグロ、サーモンなどこれで

もかというほど盛られていた

と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
習
慣
は
タ
ン
ク
ロ
ー

リ
ー
や
バ
ス
の
運
転
手
を
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
の
も

の
だ
。「
自
分
の
記
録
と
し
て
ね
、
ず
っ
と
書
い
て

る
。
そ
し
た
ら
、
仕
入
れ
る
量
と
か
、
そ
の
日
ど
れ

ぐ
ら
い
売
れ
た
と
か
、
ノ
ー
ト
を
見
れ
ば
思
い
出
せ

る
。
昨
日
は
寒
か
っ
た
と
か
す
ぐ
わ
か
る
」と
い
う
。

「
た
く
ち
ゃ
ん
も
日
記
と
か
少
し
で
も
書
い
た
ら
い

い
よ
」
と
勝
又
さ
ん
。
コ
ツ
コ
ツ
と
30
年
以
上
書
き

た
め
た
ノ
ー
ト
に
は
実
直
な
勝
又
さ
ん
ら
し
さ
が
出

て
い
た
。

　
谷
村
町
駅
を
出
る
と
、
次
は
三
町
商
店
街
の
や
き

と
り
屋
「F

ふ

じ

U
JI

」
の
前
に
止
ま
る
。
５
人
ほ
ど
の

行
列
が
で
き
て
い
る
と
、
や
き
と
り
屋
の
店
員
さ
ん

か
ら
「(

刺
身
を)

１
０
０
０
円
分
で
」
と
頼
ま
れ

て
い
た
。
ど
う
や
ら
お
店
で
魚
屋
さ
ん
の
お
刺
身
を

出
し
て
い
る
よ
う
だ
。
新
鮮
な
魚
を
そ
の
場
で
仕
入

れ
ら
れ
る
、
移
動
販
売
な
ら
で
は
の
や
り
と
り
だ
。

魚
を
買
い
に
来
た
年
配
の
お
客
さ
ん
も
「
も
う
歳
を

と
っ
て
、あ
ん
ま
り
ス
ー
パ
ー
ま
で
行
け
な
い
け
ど
、

毎
週
魚
屋
さ
ん
が
来
て
く
れ
る
か
ら
重
宝
し
て
る
」

と
話
し
て
く
れ
た
。
毎
週
欠
か
さ
ず
届
け
て
く
れ
る

安
心
感
が
あ
る
か
ら
、
ま
た
来
週
も
来
よ
う
と
思
え

る
の
だ
ろ
う
。
お
客
さ
ん
と
勝
又
さ
ん
の
あ
い
だ
に

は
そ
ん
な
信
頼
し
あ
え
る
関
係
が
見
え
る
。

や
さ
し
さ
と
か
思
い
や
り

　
ト
ラ
ッ
ク
を
停
め
て
魚
を
売
る
場
所
は
、
お
客
さ

ん
の
家
の
前
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
昔
か
ら
厚
意
で
置
か

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
れ
に
場
所
も
変
わ
る
と
、

お
客
さ
ん
が
足
を
延
ば
し
て
売
っ
て
い
る
場
所
ま
で

買
い
に
き
て
く
れ
る
そ
う
。「
そ
う
い
う
人
に
は
本

当
に
助
か
っ
て
る
。
来
て
く
れ
た
と
き
に
は
ビ
ッ

ク
リ
す
る
ぐ
ら
い(

お
刺
身
を)

つ
く
っ
て
る
」
と

勝
又
さ
ん
。「
や
さ
し
さ
と
か
思
い
や
り
だ
か
ら
ね
。

社
会
に
出
て
も
い
い
人
に
出
会
っ
て
、
や
っ
て
い
く

の
が
い
い
よ
」
と
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
勝
又
さ
ん
の
魚
屋
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て
い
る
人
が

い
る
よ
う
に
、
勝
又
さ
ん
も
お
客
さ
ん
の
や
さ
し
さ

や
思
い
や
り
で
支
え
ら
れ
て
る
。
そ
ん
な
持
ち
つ
持

た
れ
つ
の
関
係
が
あ
る
。
ほ
か
の
誰
で
も
勝
又
さ
ん

の
代
わ
り
に
は
な
れ
な
い
。
実
直
で
思
い
や
り
を
大

切
に
す
る
勝
又
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
魚
屋
さ
ん
は
今

日
も
走
り
つ
づ
け
る
の
だ
。

　
小
野
地
区
か
ら
法
能
地
区
を
ま
わ
り
、
最
後
に
十

日
市
場
で
ト
ラ
ッ
ク
を
止
め
た
。
私
は
夕
飯
に
お
刺

身
を
買
っ
て
、
勝
又
さ
ん
は
裾
野
へ
と
ト
ラ
ッ
ク
を

走
ら
せ
る
。
私
が
買
っ
た
お
刺
身
に
は
、
サ
ー
ビ
ス

で
マ
グ
ロ
が
乗
っ
て
い
た
。

佐
藤
琢
磨(

社
会
学
科
4
年)

＝
文
・
写
真

42,43 ページの写真はすべて 2020 年 2 月 7 日に撮影しました。



「
玉た

ま
ゆ
ら響
」
と
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
あ
い
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
都
留

に
い
た
期
間
は
数
年
と
い
う
短
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
も
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
た
く
さ
ん
の
も
の
を
見
て
、
た
く
さ
ん

の
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
こ
の
地
を
旅
立
っ
て
も
、
都

留
の
面
影
は
い
つ
ま
で
も
心
の
な
か
に
残
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

2019 年 11 月  都留市田野倉

﹃
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
﹄
編
集
部
4
年
生
＝
文
・
写
真

３

４

５ ２

１

2019 年 4 月 11 日  本学うら山



2018 年 4 月 22 日  都留市大幡

２. 「一目で都留だとわかる写真って

なんだろう」。そう思いながら手元の

写真を見返しました。現像したフィ

ルムには必ずといっていいほど、家

や畑を縫うように走る一本の線路と

それらを囲む山々がありました。線

路沿いの道も車窓に映る街並みも私

の好きな都留です。 ( 江利そらむ)

５. 林縁に咲いたフデリンドウを撮

りました。名前は以前から知ってい

たのですが、なかなか目にすること

ができないでいました。この日、「宝

の山ふれあいの里」を歩いていたと

き、初めて発見しました。思わず「やっ

た」と心のなかでつぶやいたことを

覚えています。 ( 小泉篤広 )

４. 本誌編集部に入って初めて記事

を書いたのが、「カフェナチュラリ

ズム」とマスターのヒーコさんでし

た。ふだんは夜８時から開くカフェ。

都留にはこんなにいいお店があるん

だ、もっと探そうという気持ちにさ

せてもらいました。 ( 佐藤琢磨 )

2016 年 7 月 12 日  都留市つる

１. ある晴れた日の朝、友人と焼き立

てのパンを買ってうら山でお花見を

しました。早起きして朝ごはんをそ

こで食べたくなる場所が、家から数

分歩いた距離にある。こういう時間

を写真に残せたことがうれしいです。

( 高橋光 )

３. 一眼レフのカメラを片手に都留

を歩くようになったのは４年生に

なってからでした。この写真は、は

じめて鳥を撮ることができたもので

す。暖かい春の日差しのなか、夢中

でカワラヒワにレンズを向けました。

それ以来カメラの楽しさを知り、被

写体を探す毎日です。 ( 杉浦茜 )

2019 年 5 月 3 日  都留市田原



はだざむいと朝は思っていても、日中になれば服

の袖をまくる……。私にとって、冬から春への移

り変わりを感じる瞬間です。都留では、朝一桁の気温が

日中になれば、20℃を超えることもあります。服装の調

整が難しく、「今日、何を着ていこう」と考えることも

しばしば。春は花の季節でもありますが、植物たちも花

を咲かせるタイミングに迷っているのではないかと考え

る、今日このごろです。（小泉篤広）

るのわーるが描いた絵画のような木漏れ日が降り

注ぐ季節が、すぐそこまで近づいてきました。

冬から春への移り目は一番心が踊ります。厚着していた

毎日からだんだん身軽になっていく服装と同じように、

心まで軽くなるような気がします。年々、夏と冬が長く

なっているそう。ぽかぽかの春が少しでも長く続けばい

いのに。そんなことを言ったら、花粉症の人たちに怒ら

れそうだけど。（杉浦茜）

へんに鼻がムズムズしてきたら、春が近づいて来た

という合図です。季節の変わり目はいつも気分が

上がりますが、春だけは少し憂鬱な気持ちも混じってい

ます。いつからか覚えていないくらい昔から私は花粉症

で、毎年この時期自分と同じく花粉と戦っている人をみ

ると、勝手に親近感が湧きます。花粉症のみなさん、今

年もともに戦いぬきましょうね。（高橋光）

なっているそう。ぽかぽかの春が少しでも長く続けばい

らふな服装ができる暖かさになってくると、季節

の移り変わりを実感します。寒がりなうえに、

地元よりきつい都留の寒さ。冬場はコートも合わせて 6

枚くらい重ね着をしています。これだけ着ていると服の

重みだけで肩がこるような気がします。しかしこれでも

寒さを感じるので、もはや冬が過ぎ去っていくのを期待

するしかありません。（小俣渓和）

ふと木を見上げると、いつのまにか前見た姿から

たたずまいが変わっています。それに気づくと、

季節の移ろいを感じます。私は 2 年前の秋から翌年の

夏にかけて 1 年間、木の観察をし記録しました。その

経験のおかげで、葉の色の変化だけでなくつぼみの開き

具合や枝の乾き具合も察知できるようになりました。落

葉や紅葉だけが季節の変わる合図になっているわけでは

ありません。木を見上げる回数が多ければ、同じ数だけ

季節の変化を楽しむことができるのです。（平岡摩梨菜）

ゆきが溶けつぼみが膨らみだすころ。寒さで固まっ

ていた体もほぐれ気持ちにもゆとりが生まれま

す。気温の暖かさにつられるようにして活動をはじめる

動植物に出会うたびに自分自身と重ねずにはいられませ

ん。身も心も軽くのびやかになるのは人も自然も同じな

のだと思います。（江利そらむ）

かんだんさが激しくなると、だんだんと季節が変

わっているのだと気づきます。三寒四温という

言葉のとおり、少しずつ暖かくなるとやっと春かと嬉し

くなります。今年は 3 月 5 日が啓
けいちつ

蟄の始まり。私の好

きなヒキガエルが冬眠から外にでてくる時期ともいわれ

ます。冬の寒さをがまんして、ちょっとずつ布団からで

る時間を短くしたいものです。（佐藤琢磨）

編集後記

季節の変化
卒業する編集部員たちに都留で感じた
季節の変化について記してもらいました

季節の変化季節の変化季節の変化

を咲かせるタイミングに迷っているのではないかと考えを咲かせるタイミングに迷っているのではないかと考え

る、今日このごろです。（小泉篤広）

のだと思います。（江利そらむ）のだと思います。（江利そらむ）

んだんさが激しくなると、だんだんと季節が変
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41　走りつづける魚屋さん
沼津港から都留まで魚介を届けて 34年

大学からの帰り道、ツグミを見かけました。ほかのツグミと比べると丸々としています。
撫でてみたくなるくらい、ころころとしたお腹でした。(2020 年 2 月 27 日 )

表紙写真

天気のいい日に、都留
市駅近くの御嶽神社
へ足を運びました。急
勾配の階段を上った先
には、神社へ迎え入れ
てくれるように狛犬が
堂々と佇んでいました。
(2020 年 2 月 27 日 )

表紙写真、ギャラリー写真：杉浦茜



　本学にはムササビが暮らす森があります。スギやヒノキの植林地にもか

かわらず、ムササビをはじめさまざまな動物が暮らしています。2020 年 2

月には、テンが巣箱から顔をのぞかせました。テンは木登りが得意です。

　じつはムササビの天敵のひとつがテンです。この森では巣箱を作ったこ

とで不用意にムササビがテンに襲われないような工夫をしてきました。テ

ンが木に登れないようにトタンを巻くのもその一例です。それでもこうし

てテンが巣箱に入ってきます。安心してムササビが子育てをできるような、

さらなる工夫を考えてみたいと思います。

名称について : 大学だけの取り組みではなく、広く市民と共有し、地域に開かれた交流を育みたいと
いう思いから、「都留フィールド・ミュージアム」という表記を用いています。本学の地域交流研究センター

が、この活動を担っています。

「都留フィールド・ミュージアム」とは？ : 私たちのフィールドは、特定の地域に固定はしませんが、
とくに都留市を拠点として富士山とその山麓、桂川 ( 相模川 ) 流域に注目して活動しています。

写真はすべて 2020 年 2 月 1 日に撮影しました。
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