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れ
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史
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バイカモの花が一輪、湧水のなかで咲いていた。水中にも春が訪れようとしている
撮影：北垣憲仁 (2017 年 2 月 27 日 十日市場 )45 センサーカメラが写した動物たち

44 フィールド暦

39 水掛け菜から広がること

42 表現の原点は羽根子から

26 好きが広がる場所

33 自転車のスペシャリストになれ

36

25 つるのひとこま

28 経験で記憶に残す

30 都留の山々を歩く連載 第 3回高川山

表 紙 写 真

木枠に囲まれた春日神社の本殿。日の光が、
石だたみに木枠の影を映し出していた

撮影：長尾泉 (2017 年 3 月 1 日 大幡 )

－暮らしのかたち－

06
特集

蔵に置いてあるもの11

16 家に残る歴史

14 ひととひとが築いた家

08 毎日をいっしょにくらす

泰親寮のかたち20

鳥の巣観察図鑑23

自慢の一品が生まれる場所18

22 家のあれこれ−町並みの観察−

走る魚屋さん新鮮魚介で食卓を支える
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- 暮らしのかたち -

ナ
シ
の
木
が
あ
る
お
宅
に
う
か
が
う
と

縁
側
で
話
を
し
よ
う
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
宅
の
か
た
は

庭
を
見
な
が
ら
話
を
す
る
こ
と
が
好
き
な
よ
う
で
す
。

い
つ
訪
ね
て
も
座
布
団
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

今
号
の
特
集
で
は
、

都
留
を
歩
い
て
気
に
な
っ
た
家
を
訪
問
し
、

そ
の
家
の
「
暮
ら
し
の
か
た
ち
」
を
探
し
ま
す
。

私
た
ち
は
、
そ
の
座
布
団
の
よ
う
に

「
そ
こ
に
住
む
人
ら
し
さ
」
を
つ
く
る
も
の
を

「
暮
ら
し
の
か
た
ち
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。

家
に
入
る
と
、「
そ
こ
に
住
む
人
ら
し
さ
」
を

感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

暖
か
な
陽
の
当
た
る
縁
側
に
は

庭
を
見
に
お
客
さ
ん
が
来
た
り

昼
寝
を
し
に
猫
が
集
ま
っ
て
き
た
り
し
ま
す
。

使
い
込
ま
れ
た
座
布
団
は
日
に
焼
け
て

縁
側
の
風
景
に
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。
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大お

お

ふ

ね

そ

う

冨
祢
荘
が
で
き
た
き
っ
か
け

　

大
冨
祢
荘
と
い
う
名
前
の
共
同
ア
パ
ー
ト
が
あ

る
。女
子
学
生
専
用
の
ア
パ
ー
ト
だ
。住
人
は
16
人
。

そ
の
な
か
に
は
私
も
い
る
。

　
大
冨
祢
荘
が
建
て
ら
れ
た
の
は
昭
和
56
年
。
昔
か

ら
間
取
り
や
外
観
、
家
賃
は
変
わ
ら
な
い
。
共
益
費

な
ど
を
合
わ
せ
て
家
賃
は
2
万
1
千
円
だ
。
こ
の
ア

パ
ー
ト
を
管
理
す
る
の
は
、
小
俣
陽あ

き
らさ

ん(

85)

と

妻
の
弘ひ

ろ
こ子

さ
ん(

85)

、
そ
し
て
娘
の
さ
と
み
さ
ん

(

54)

だ
。
ア
パ
ー
ト
を
建
て
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、

土
地
が
余
っ
て
い
た
か
ら
だ
そ
う
。

　
大
冨
袮
荘
を
建
て
た
当
初
、
本
学
周
辺
に
あ
る
ア

パ
ー
ト
は
共
同
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
弘
子

さ
ん
が
知
る
限
り
、
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
は
2

軒
し
か
な
か
っ
た
そ
う
。
大
冨
祢
荘
を
共
同
ア
パ
ー

ト
に
し
た
の
は
、
当
時
は
そ
れ
が
主
流
だ
っ
た
こ
と

が
理
由
の
ひ
と
つ
。
学
生
の
う
ち
は
み
ん
な
で
仲
良

く
住
め
る
の
が
い
い
か
ら
と
も
お
っ
し
ゃ
る
。

も
の
を
共
用
す
る

　

部
屋
は
1
階
と
2
階
で
そ
れ
ぞ
れ
８
部
屋
ず
つ
。

各
階
に
お
風
呂
と
ト
イ
レ
が
あ
る
。
ト
イ
レ
は
和
式

と
洋
式
の
2
つ
。共
用
す
る
人
数
が
8
人
も
い
る
と
、

使
う
タ
イ
ミ
ン
グ
が
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
か
ら
、
2
つ
あ
る
の
は
住
人
に
と
っ
て
あ
り
が

た
い
こ
と
だ
。

　
お
風
呂
は
広
い
。
1
階
の
お
風
呂
は
、
脱
衣
所
を

含
め
て
、
3.3
×

1.6
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
で
、
洗
い
場
に

は
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
浴
槽
が
設
置
し
て
あ
る
。
誰
か

が
入
っ
て
い
た
ら
ひ
と
目
で
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ

か
ら
換
気
も
か
ね
て
、
使
っ
て
い
な
い
と
き
は
脱
衣

所
の
引
き
戸
を
開
け
っ
放
し
に
し
て
い
る
。

　

ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
の
も
の
を
共
用
し
て
い
る
。

洗
濯
機
や
洗
面
所
、
庭
の
畑
や
物
干
し
竿
。
夜
10
時

半
以
降
は
使
え
な
い
洗
濯
機
や
、
場
所
が
限
ら
れ
て

い
る
物
干
し
竿
な
ど
は
、
み
ん
な
で
使
っ
て
い
る
も

の
だ
か
ら
順
番
待
ち
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
掃
除
も
み
ん
な
で
分
担
し
て
い
る
。
掃
除
分
担
に

は
、
お
風
呂
掃
除
当
番
と
そ
の
ほ
か
の
掃
除
当
番
が

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
○
○
当
番
と
書
か
れ
た
掛
札
が
あ

り
、
そ
れ
を
ド
ア
ノ
ブ
に
か
け
て
順
番
を
知
ら
せ
て

い
る
。
一
回
掃
除
を
し
た
ら
隣
の
部
屋
の
住
人
に
札

を
回
す
仕
組
み
だ
。

　
み
ん
な
で
共
有
し
て
い
る
庭
の
畑
に
は
陽
さ
ん
が

お
世
話
し
て
い
る
野
菜
が
育
っ
て
い
る
。
夏
は
ト
マ

ト
や
ピ
ー
マ
ン
、
冬
は
白
菜
や
ネ
ギ
が
育
つ
。
大
家

さ
ん
の
好
意
で
大
冨
祢
荘
の
住
人
は
、
野
菜
を
好
き

本学周辺には学生用のアパートが建ち

並ぶ。なかには共同アパートと呼ばれ

るものがある。一部の家電や設備を共

用して一緒に生活するアパートだ。

大冨袮荘では一年をとおしてさま

ざまなイベントをおこなう。上の

写真は節分をしたときのようす。

二階の廊下で２チームに別れて豆

まきをした

流し場と洗濯機。洗剤が窓枠に並

んでいる。誰のものかわかるよう

に、部屋番号が書いてある

学生は全国から集まっている。玄

関には、帰省や旅行帰りのお土産

があることも

※間取り図は、陽さんが大冨祢荘を建てるとき
に自作したもの。1 階と 2 階は同じ間取りだ

2 階の廊下には、みんながおすす

めの本を貸しだしてくれている本

棚がある。また、各階に大家さん

も住人も使う黒板がある。お知ら

せやお願いを書いて報告するため

のものだ

トイレ

キッチン

(2016 年 2 月 3 日 )

(2017 年 3 月 3 日 )

右は 2 階の玄関から見た母屋。上の写真は卒業

生が大家さんに宛てた色紙。母屋の壁には、こ

れらの色紙が年度の古い順から並べられている

日付のないものは 2017 年 2 月 23 日に撮影

毎
日
を

い
っ
し
ょ
に

く
ら
す
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家 －暮らしのかたち－

卒
業
後
、
大
冨
祢
荘
に
遊
び
に
い
っ
て
私
が
ど
ん
な

ふ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
か
を
聞
く
の
が
楽
し
み

で
も
あ
る
。

＊ 

＊ 

＊

　

大
冨
祢
荘
で
は
大
家
さ
ん
と
直
接
お
話
が
で
き

て
、
同
じ
家
に
住
む
学
生
と
も
た
く
さ
ん
の
時
間
を

共
有
で
き
る
。
他
人
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
と
、

相
手
に
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
の
か
な
と
不
安
に
な
る

こ
と
が
あ
っ
て
、
一
緒
の
も
の
を
使
う
こ
と
に
面
倒

を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
生
活
の
隅
々
に
誰
か
の
気

配
が
あ
っ
て
、
そ
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
生
活
す
る

の
は
一
人
暮
ら
し
の
気
ま
ま
さ
か
ら
遠
い
も
の
だ
。

　
人
と
過
ご
す
の
は
面
倒
だ
け
ど
、
そ
れ
が
面
白
い

と
私
は
思
う
。
そ
の
面
倒
が
、
相
手
と
も
の
や
時
間

を
共
有
し
て
い
る
証
だ
と
思
う
し
、
あ
と
か
ら
思
い

出
に
な
る
か
ら
だ
。
卒
業
後
、
大
冨
祢
荘
に
住
ん
で

い
た
友
人
に
会
っ
た
ら
、
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
こ
と
を

「
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
ね
」
と
話
せ
る
の
が
嬉
し

い
。
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
も
な
い
と
忘
れ
が
ち
な

日
常
の
生
活
も
、
共
有
し
て
い
る
人
が
ど
こ
か
に
い

る
。
そ
う
思
え
る
と
、
毎
日
の
さ
さ
や
か
な
で
き
ご

と
ま
で
大
切
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。

赤い屋根に白い壁の建物が鈴木さんの蔵。右隣にあるのが家 (2017 年 2 月 15 日 )

南條新 ( 初等教育学科３年 ) ＝文・写真

都留市上谷をとおる国道 139 号線沿いを歩いてい

たら、ある民家に目が留まった。そのお宅のすぐ

隣には、家よりも背の高い蔵が建っている。この

大きな蔵にはどんなものが置いてあるのだろう。

蔵に置いてあるもの

母屋のなかでの写真。夏も冬もこたつを囲む。母屋のな

かに入れるのは 5、6 人ぐらい

高
橋
未
瑠
来(

社
会
学
科
3
年)

＝
文
・
写
真

な
と
き
に
採
っ
て
食
べ
て
い
い
。
毎
日
、
そ
の
と
き

食
べ
る
野
菜
を
採
り
に
い
く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

母
屋
で
お
し
ゃ
べ
り

　
大
家
さ
ん
の
お
宅
は
大
冨
祢
荘
か
ら
車
で
7
分
の

場
所
に
あ
る
。
だ
か
ら
毎
日
大
冨
祢
荘
で
会
う
こ
と

は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
た
い
て
い
週
に
1
回
は
ア

パ
ー
ト
に
来
て
く
れ
る
。
廊
下
や
ト
イ
レ
の
電
気
は

切
れ
て
い
な
い
か
、
お
風
呂
の
洗
剤
は
な
く
な
っ
て

い
な
い
か
な
ど
、
ア
パ
ー
ト
の
な
か
で
調
子
が
悪
い

と
こ
ろ
が
な
い
か
一
通
り
見
て
く
れ
る
の
だ
。
最
近

は
ト
イ
レ
の
電
気
の
調
子
が
悪
い
の
で
、
さ
と
み
さ

ん
に
相
談
し
て
電
気
屋
さ
ん
に
直
し
て
も
ら
っ
た
。

　
大
家
さ
ん
は
大
冨
祢
荘
を
点
検
す
る
以
外
に
、
家

賃
を
受
け
取
り
に
も
や
っ
て
く
る
。
私
た
ち
は
毎
月

27
日
か
ら
月
末
ま
で
の
お
よ
そ
三
日
間
の
あ
い
だ
に

家
賃
を
支
払
う
。
そ
の
期
間
に
な
る
と
、
大
家
さ
ん

た
ち
が
大
冨
祢
荘
の
母
屋
で
お
菓
子
と
お
茶
を
用
意

し
て
待
っ
て
く
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
都

合
の
い
い
時
間
に
母
屋
へ
い
っ
て
家
賃
を
手
渡
し
す

る
の
だ
。
こ
の
方
法
は
大
冨
祢
荘
が
で
き
て
か
ら
36

年
間
ず
っ
と
続
い
て
い
る
そ
う
。

　

家
賃
を
手
渡
す
日
は
つ
い
長
居
を
し
て
し
ま
う
。

お
昼
ご
ろ
に
う
か
が
っ
て
夕
方
ま
で
ず
っ
と
お
し
ゃ

べ
り
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
母
屋
に
住
人
の
み
ん

な
が
集
ま
っ
て
わ
い
わ
い
騒
ぐ
よ
う
す
に
、
た
ま
に

は
息
抜
き
す
る
の
も
い
い
か
ら
と
弘
子
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
る
。

　
弘
子
さ
ん
と
話
し
て
い
る
と
、
以
前
大
冨
祢
荘
に

住
ん
で
い
た
学
生
の
話
に
な
る
。「
い
つ
も
洗
濯
機

の
掃
除
を
し
て
く
れ
る
子
が
い
て
」
と
か
「
片
付
け

が
で
き
な
い
人
が
い
て
」
な
ど
。
弘
子
さ
ん
は
今
ま

で
か
か
わ
っ
た
学
生
の
習
慣
や
性
格
な
ど
を
よ
く
覚

え
て
い
る
。
い
つ
か
私
の
こ
と
も
後
輩
に
話
す
か
も

し
れ
な
い
。「
よ
く
寝
坊
す
る
子
だ
っ
た
」
な
ん
て

言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
少
し
不
安
だ
。
け
れ
ど
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蔵はトタン屋根だ。このあたりでは、瓦屋根でな

い蔵は珍しいそうだ

左：蔵の壁はところどころ素材がむき出し

になっている　中央：蔵の二階の窓。観音

開きの扉と、その内側に障子がある。一階

の窓は板で閉め切ってあった　右：蔵の入

り口。窓と同じく観音開きの扉と障子で閉

められている

(2017 年 2 月 15 日 )

(2017 年 2 月 15 日 )

(2017 年 2 月 15 日 ) (2016 年 11 月 15 日 )

家
よ
り
も
大
き
な
蔵

　
昨
年
の
11
月
に
お
宅
を
訪
ね
る
と
、
家
主
の
鈴
木

威た
け
しさ

ん(

74)

と
そ
の
妻
で
あ
る
初は

つ
こ子

さ
ん(

67)
が
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
鈴
木
さ
ん
の
家
に
は

「
銅あ

か
が
ね
や屋

」
と
い
う
屋
号
が
つ
い
て
い
る
。
言
い
伝
え

で
は
、
鈴
木
さ
ん
の
一
族
が
奈
良
時
代
に
鍛
冶
屋
を

営
ん
で
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

　
い
ま
の
家
は
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
建
て
ら
れ
た
も

の
だ
。
そ
れ
か
ら
は
以
前
あ
っ
た
も
の
を
直
し
た
り

継
ぎ
足
し
た
り
し
て
い
る
。
建
物
は
平
屋
だ
。
玄
関

を
入
っ
て
正
面
と
左
手
に
は
木
製
の
廊
下
が
続
く
。

こ
の
廊
下
は
家
を
ぐ
る
り
と
一
周
で
き
る
つ
く
り
に

な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

　
蔵
は
家
の
す
ぐ
隣
に
あ
る
。
蔵
が
建
て
ら
れ
た
の

は
明
治
の
は
じ
め
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
い

ま
蔵
は
押
し
入
れ
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
と
威
さ
ん

は
お
っ
し
ゃ
る
。こ
の
蔵
は
屋
敷
蔵
と
い
う
も
の
で
、

畳
が
敷
か
れ
、
三
階
建
て
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
外
か
ら
見
る
と
あ
れ
だ
け
ど
、
な
か
は
た
い
し
た

も
の
だ
と
思
う
よ
」と
初
子
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

初
子
さ
ん
は
昭
和
40
年
ご
ろ
に
鈴
木
家
に
嫁
い

だ
。
鈴
木
家
に
来
て
す
ぐ
の
こ
ろ
は
、
簡
単
に
蔵
へ

入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
姑
さ
ん
と
一

緒
の
と
き
や
、
家
具
の
出
し
入
れ
を
し
て
い
る
と
き

で
な
い
と
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
そ
う
。

当
時
は
ど
の
家
で
も
、
蔵
に
は
そ
の
持
ち
主
の
家
族

し
か
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
当

時
は
お
嫁
に
い
く
さ
い
、
タ
ン
ス
い
っ
ぱ
い
に
服
や

布
団
を
詰
め
て
持
っ
て
い
く
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た

そ
う
だ
。家
に
タ
ン
ス
が
増
え
て
置
け
な
く
な
る
と
、

蔵
に
し
ま
っ
て
い
た
と
お
っ
し
ゃ
る
。

蔵
に
お
邪
魔
す
る

　
２
月
15
日
、
鈴
木
さ
ん
の
お
宅
に
あ
る
蔵
へ
入
れ

て
い
た
だ
い
た
。
蔵
へ
は
家
の
廊
下
を
と
お
っ
て
向

か
う
。
玄
関
を
あ
が
っ
て
左
手
に
進
む
と
、
つ
き
あ

た
り
の
戸
か
ら
外
に
続
く
廊
下
に
出
ら
れ
る
。
そ
こ

を
と
お
っ
て
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
に
蔵
が
あ
る
。
蔵

へ
と
続
く
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
、
初
子
さ
ん
が

「(

な
か
は)
蔵
の
匂
い
が
す
る
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
蔵
の
入
り
口
に
は
観
音
開
き
の
分
厚
い
扉
が

あ
っ
て
、
開
け
っ
放
し
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
扉
の
内
側
に
障
子
の
戸
が
一
枚
あ
る
。
障
子
を

横
に
ず
ら
し
て
蔵
の
な
か
へ
入
っ
た
。

　
照
明
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
、
数
秒
遅
れ
て
チ
カ

チ
カ
と
蛍
光
灯
が
つ
い
た
。
蔵
の
な
か
で
鼻
か
ら
空

気
を
吸
っ
て
み
る
と
、
土
と
木
と
ほ
こ
り
の
匂
い
が

す
る
。
な
に
も
し
て
い
な
い
と
震
え
る
く
ら
い
、
空

気
が
冷
た
い
。
蔵
の
中
心
を
つ
ら
ぬ
く
柱
は
、
直
径

50
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
太
さ
だ
。

　
入
っ
て
正
面
の
壁
に
は
、
造
り
つ
け
の
タ
ン
ス
が

端
か
ら
端
ま
で
並
ん
で
い
る
。
蔵
を
建
て
た
と
き
、

一
緒
に
備
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
て
、こ
の
家
で
使
っ
て
き
た
タ
ン
ス
が
、

無
造
作
に
置
か
れ
部
屋
を
埋
め
て
い
た
。
引
き
出
し

の
な
か
に
は
着
物
や
そ
の
生
地
が
入
っ
て
い
る
。
自

分
よ
り
背
の
高
い
タ
ン
ス
が
多
く
て
、
思
っ
て
い
た

よ
り
も
窮
屈
だ
。

　
タ
ン
ス
の
あ
い
だ
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
一
階
を

見
て
ま
わ
る
。
い
ま
で
も
人
が
集
ま
っ
た
と
き
に
使

う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
食
器
な
ど
が
、
段
ボ
ー
ル
箱

に
入
っ
て
置
い
て
あ
っ
た
。
敷
い
て
あ
る
畳
は
傷
ん

で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

二
階
に
は
な
に
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
気
に
な

り
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
急
な
階
段
を
あ
が
る
。
一

階
と
ち
が
っ
て
畳
は
敷
か
れ
て
い
な
い
。
床
は
板
張

り
だ
。
窓
に
は
障
子
が
は
め
て
あ
る
だ
け
な
の
で
、

窓
の
周
り
に
は
外
の
光
が
差
し
込
む
。
そ
れ
で
も
照

明
を
つ
け
な
い
と
薄
暗
い
。

　
二
階
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
タ
ン
ス
や
布
団
、
椅

子
な
ど
の
家
具
だ
。
団う

ち
わ扇
の
よ
う
な
形
を
し
た
金
属

製
の
手
鏡
や
、
灰
が
入
っ
た
ま
ま
の
火
鉢
も
あ
る
。

部
屋
の
壁
に
沿
っ
て
家
具
な
ど
が
積
ま
れ
て
い
て
、

一
階
よ
り
も
整
頓
さ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
に
先
祖

が
も
ら
っ
た
表
彰
状
を
見
せ
て
い
た
だ
く
。
鈴
木
家

の
ご
先
祖
に
あ
た
る
鈴
木
与よ

じ

え

も

ん

次
右
衛
門
さ
ん
が
、
明

治
６
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
た
万
博
へ
甲か

い

き
斐
絹
を

出
展
し
た
。
そ
の
と
き
の
表
彰
状
が
、
額
に
入
れ
ら

れ
蔵
の
引
き
出
し
に
し
ま
っ
て
あ
っ
た
。
日
本
語
で

書
か
れ
た
も
の
と
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
も
の
の
２

枚
が
あ
る
。

　
二
階
に
置
い
て
あ
る
も
の
は
、
ど
れ
も
想
像
以
上

に
古
い
。
蔵
に
保
管
さ
れ
た
も
の
を
見
な
が
ら
、
初

子
さ
ん
は
「
こ
の
蔵
に
な
ら
何
時
間
で
も
い
れ
る
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

　
二
階
か
ら
三
階
へ
は
、
は
し
ご
の
よ
う
な
階
段
で

あ
が
れ
る
。
三
角
屋
根
そ
の
も
の
が
天
井
に
な
っ
て

い
て
、
屋
根
裏
部
屋
み
た
い
だ
。
照
明
は
な
く
、
部

屋
の
奥
の
ほ
う
は
暗
く
て
見
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
に

は
書
物
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
蔵
の
今
後
に
つ
い
て
、
ま
だ
お
二
人
は
お
子
さ
ん

と
話
し
合
っ
て
い
な
い
そ
う
だ
。
威
さ
ん
は
「
あ
と

の
代
の
人
が
や
り
た
い
よ
う
に
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

使
わ
な
く
て
も
大
切
な
も
の

　
鈴
木
家
の
蔵
に
は
、
か
つ
て
こ
の
家
で
使
わ
れ
て

き
た
日
用
品
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
い

ま
で
も
使
う
も
の
も
あ
る
が
、
三
階
に
置
か
れ
て
い

た
書
物
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
は
使
わ
れ
ず
に
い
る

古
い
も
の
だ
。

　
表
彰
状
を
戸
棚
に
戻
す
さ
い
、
初
子
さ
ん
は
「
ご

先
祖
に
申
し
わ
け
な
い
か
ら
」
と
言
っ
て
、
て
い
ね

い
に
包
ん
で
い
た
。
蔵
に
し
ま
っ
て
あ
る
も
の
は
、

生
活
に
必
要
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
い
ま
は
使
わ

な
く
て
も
、
大
事
に
残
し
て
お
き
た
い
も
の
が
置
い

て
あ
る
。
鈴
木
家
の
人
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
が
詰

ま
っ
た
蔵
は
、
こ
の
家
の
宝
物
庫
だ
。

家 －暮らしのかたち－



15 no.92 Mar. 2017 14

家 －暮らしのかたち－

ひ
と

と と
が

築
い

家
た

ひ
木
造
三
階
建
て
の
面
白
い
家
が
あ
る
と

聞
い
て
訪
ね
た
の
は
、
羽は

だ田
恒つ

ね

お夫
さ
ん

(

68)

、
綾あ

や

め女
さ
ん(

69)

夫
婦
の
お
家

だ
。
ど
ん
な
見
ど
こ
ろ
が
あ
る
の
か
知

り
た
く
て
、
綾
女
さ
ん
と
、
こ
の
家
を

設
計
し
た
山や

ま
ぐ
ち口

清せ
い
い
ち一

さ
ん(

55)

に
お

話
を
う
か
が
っ
た
。

高
橋
光(

比
較
文
化
学
科
1
年)

＝
文
・
写
真

長
尾
泉(

初
等
教
育
学
科
3
年)

＝
写
真

杉
浦
茜(

国
文
学
科
1
年)

＝
写
真 1：使わなくなった着物の生地が張られている襖。「着

物の生地の襖は今まで見たことがない」と山口さん 2：

食器棚の取っ手はそれぞれ模様が異なる 3：玄関の引

き戸は、取っ手だけ古い木のため色が違う

人
柄
が
わ
か
る
家　

  

居
間
へ
入
る
と
ま
ず
、
そ
の
開
放
感
に

驚
く
。
二
階
ま
で
が
吹
き
抜
け
に
な
っ
て

い
て
、
二
階
の
窓
か
ら
日
光
が
差
し
込
ん

で
い
る
。
そ
の
日
光
が
漆し

っ
く
い喰

の
柔
ら
か
い

白
色
の
壁
に
反
射
し
、
木
漏
れ
日
の
よ
う

な
あ
た
た
か
い
光
に
な
っ
て
居
間
を
照
ら

す
。
木
の
匂
い
も
す
る
。
食
べ
物
や
ひ
と

の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
き
っ
と

天
井
の
一
画
に
空
気
を
き
れ
い
に
す
る
効

果
を
持
つ
炭
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ

う
。
家
に
た
く
さ
ん
木
が
使
わ
れ
て
い
る

の
を
見
て
、
木
が
湿
気
で
伸
び
縮
み
す
る

こ
と
を
思
い
出
し
た
。
雨
の
日
に
戸
が
閉

ま
り
に
く
く
な
い
か
と
聞
い
て
み
る
と
、

綾
女
さ
ん
は
「
そ
れ
が
楽
し
か
っ
た
り
す

る
の
よ
」
と
微
笑
ん
だ
。
も
し
私
だ
っ
た

ら
、
そ
れ
を
不
便
だ
と
感
じ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
家
は
３
年
前
に
建
て
替
え
た
と
い

う
。き
っ
か
け
は
前
の
家
が
耐
震
調
査
で
、

大
地
震
に
耐
え
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
こ
と
だ
。
建
て
替
え
る
前

は
昭
和
の
和
建
築
で
、
通
り
か
か
る
ひ
と

び
と
の
目
に
留
ま
る
よ
う
な
素
敵
な
お
家

だ
っ
た
。
そ
の
古
い
家
の
襖ふ

す
まや

障
子
の
８

割
が
、
今
の
家
に
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い

る
と
い
う
。
だ
か
ら
な
の
か
、
新
築
特
有

の
気
持
ち
が
引
き
締
ま
る
よ
う
な
感
覚
が

な
い
。「
前
の
家
の
も
の
を
た
く
さ
ん
使
っ

て
い
る
か
ら
、
落
ち
着
く
ん
で
す
よ
ね
。

前
の
家
を
知
っ
て
る
友
だ
ち
が
こ
こ
に
初

め
て
来
た
と
き
に
は
、『
な
ん
だ
綾
女
ち
ゃ

ん
ち
じ
ゃ
ん
！
』 

な
ん
て
言
う
の
よ
」
と

綾
女
さ
ん
は
笑
っ
た
。

　
古
い
襖
や
障
子
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
も
の
を
大
切
に
す
る
綾
女

さ
ん
の
人
柄
が
現
れ
て
い
る
気
が
す
る
。

そ
れ
が
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ほ
か
に
も

あ
っ
た
。
ま
ず
玄
関
の
引
き
戸
の
取
っ

手
。
杼ひ

と
呼
ば
れ
る
、
機は

た

織
り
機
の
道
具

を
使
っ
て
い
る
。
昔
、
趣
味
で
手て

機ば
た

織
り

を
や
っ
て
い
た
と
き
の
も
の
だ
そ
う
。
ま

た
、
二
階
の
寝
室
の
物
置
や
納
戸
の
襖
に

は
着
物
の
生
地
が
張
ら
れ
て
い
る
。
使
わ

な
く
な
っ
た
生
地
を
再
利
用
し
た
の
だ
と

い
う
。
思
わ
ず
真
似
し
た
く
な
る
よ
う
な

ア
イ
デ
ィ
ア
だ
。

　

綾
女
さ
ん
に
ぜ
ひ
見
て
欲
し
い
と
案

内
さ
れ
た
の
が
台
所
だ
。「
こ
こ
が
傘
の

持
ち
手
な
ん
で
す
よ
」。
思
わ
ず
、「
あ

あ
！
」
と
声
を
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
食
器

棚
の
取
っ
手
が
、
折
り
畳
み
傘
の
持
ち
手

に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
綾
女
さ
ん
の
両
親

が
生
前
に
傘
屋
を
営
ん
で
い
て
、
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
前
の
家
の

も
の
を
一
つ
ひ
と
つ
発
見
し
て
い
く
時
間

は
、
宝
探
し
の
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。

山
口
さ
ん
の
お
か
げ

　
家
の
な
か
を
案
内
す
る
と
き
、
綾
女
さ

ん
は
「
山
口
さ
ん
の
お
か
げ
」
と
何
度
も

口
に
し
た
。
こ
の
家
を
設
計
し
た
、『
あ

お
ぞ
ら
設
計
室
』
の
山
口
清
一
さ
ん
の
こ

と
だ
。
そ
も
そ
も
羽
田
さ
ん
夫
婦
は
、
こ

の
家
の
担
当
が
山
口
さ
ん
で
な
か
っ
た

ら
、
建
て
替
え
を
す
る
気
は
な
か
っ
た
と

い
う
。
山
口
さ
ん
と
は
、
耐
震
調
査
の
と

き
知
り
あ
っ
た
。
山
口
さ
ん
と
話
を
し
て

い
く
う
ち
に
、
そ
の
人
柄
に
惹
か
れ
て
建

て
替
え
を
決
め
た
。

  

山
口
さ
ん
は
こ
の
家
を
つ
く
る
に
あ

た
っ
て
、
一
日
に
何
度
も
足
を
運
ん
だ
そ

う
だ
。
家
を
つ
く
る
と
き
に
心
が
け
て
い

る
こ
と
は
な
に
か
う
か
が
う
と
、「
依
頼

主
さ
ん
と
会
話
を
し
て
い
く
な
か
で
、
こ

と
ば
の
端
々
か
ら
そ
の
か
た
の
希
望
を
拾

う
こ
と
で
す
」
と
話
し
た
。「
羽
田
さ
ん

の
場
合
は
ね
、
も
の
を
大
切
に
す
る
か
た

だ
か
ら
。
前
の
家
の
も
の
を
た
く
さ
ん
使

い
ま
し
た
よ
」。
綾
女
さ
ん
は
、「
私
が
何

気
な
く
、
使
え
る
も
の
は
使
っ
ち
ゃ
っ
て

く
だ
さ
い
と
い
っ
た
ら
、
ほ
ら
山
口
さ
ん

真
面
目
な
か
た
だ
か
ら
。
そ
れ
を
忠
実
に

叶
え
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
話
し

て
い
た
。
お
互
い
に
理
解
し
あ
っ
て
い
る

頼
む
ひ
と
、
応
え
る
ひ
と

　
「
山
口
さ
ん
は
私
が
あ
れ
こ
れ
言
っ
て

も
否
定
し
な
い
ん
で
す
。
一
回
受
け
入
れ

て
く
れ
て
、
こ
れ
は
ど
う
で
す
か
っ
て
プ

ロ
の
視
点
で
現
実
の
も
の
に
し
て
く
れ
た

ん
で
す
よ
」
と
綾
女
さ
ん
。
そ
れ
を
聞
い

て
、
家
づ
く
り
は
希
望
を
叶
え
て
く
れ
る

ひ
と
が
い
て
、
初
め
て
実
現
す
る
こ
と
な

の
だ
と
思
っ
た
。
家
に
い
る
の
は
も
と
も

と
好
き
だ
っ
た
が
、
今
の
家
に
な
っ
て
か

ら
も
っ
と
好
き
に
な
っ
た
と
綾
女
さ
ん
は

話
す
。
午
前
は
こ
こ
、
午
後
は
こ
こ
、
と

い
う
ふ
う
に
家
の
な
か
を
移
動
し
て
過
ご

す
こ
と
も
あ
る
の
だ
そ
う
。
こ
の
家
づ

く
り
に
は
満
足
で
す
か
、
と
聞
い
た
私

に
、
山
口
さ
ん
は
あ
い
だ
を
あ
け
ず
お
っ

し
ゃ
っ
た
。「
羽
田
さ
ん
が
満
足
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
僕
も
満
足
で
す
」。

　
私
は
、
面
白
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ

上 ： 食卓は前の家で使っていたもの
を都留市の職人さんにリメイクして
もらった 下：居間の天井の一画の黒
い部分は、炭でできたボードが敷き
詰められている

綾女さん ( 左 ) と山口さん ( 右 )。綾女さんが
｢山口さんはセンスがいいんですよ｣ と言うと、
山口さんは ｢いやいや｣ と謙遜する

る
こ
と
だ
け
が
、
こ
の
家
の
魅
力
で
は
な

い
と
思
っ
た
。
住
む
ひ
と
の
希
望
が
つ

ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
叶
え
よ
う
と
熱
心

に
な
る
ひ
と
が
い
る
。
住
む
ひ
と
は
そ
の

熱
意
に
感
謝
を
し
て
い
る
。
羽
田
さ
ん
夫

婦
や
山
口
さ
ん
の
お
互
い
を
思
い
あ
う
関

係
も
、
こ
の
家
の
魅
力
を
か
た
ち
づ
く
っ

て
い
る
の
だ
。
私
は
そ
の
魅
力
を｢

記
録

す
る
ひ
と｣

と
し
て
、
こ
の
家
に
か
か
わ

れ
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
う
。

の
を
み
て
、
綾
女
さ
ん
が
「
山
口
さ
ん
だ

か
ら
頼
ん
だ
」
と
言
っ
た
理
由
が
わ
か
っ

た
気
が
し
た
。

＊写真はすべて 2017 年 2 月 15 日に撮影

１

３ ２
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2
月
13
日
に
お
家
に
つ
い
て
お
話
を
聞
こ
う
と

安
田
さ
ん
の
お
宅
を
訪
れ
た
。
安
田
さ
ん
の
お
宅

に
は
、
県
指
定
天
然
記
念
物
の
「
上か

み
お
お
は
た

大
幡
の
ナ
シ
」

と
都
留
市
指
定
天
然
記
念
物
の
「
八や

つ
ふ
さ房

の
ウ
メ
」
の

2
つ
の
木
が
あ
る
。
そ
れ
を
目
当
て
に
く
る
お
客
さ

ん
も
多
い
そ
う
で
、
慣
れ
た
よ
う
す
で
お
話
を
聞
か

せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
屋
根
の
寿
の
文
字
に
つ
い
て
う

か
が
う
と
、
と
く
に
意
味
は
な
い
そ
う
。
屋
根
の
茅

葺
き
を
守
る
た
め
に
ト
タ
ン
を
ひ
い
た
さ
い
、
つ
け

た
そ
う
だ
。
家
に
つ
い
て
、
ほ
か
に
も
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
。

家
に
残
る
昔
の
も
の

　

安
田
さ
ん
の
家
は
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
、
簡
易
裁
判
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
時
期
も

あ
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
が

残
っ
て
い
る
。
玄
関
に
は
「
文
化
9
年(

１
８
１
３

年)

」
と
記
さ
れ
た
木
の
板
も
あ
る
。
外
観
は
ほ
と

ん
ど
昔
の
ま
ま
だ
が
、
掘
り
ご
た
つ
を
新
し
い
も
の

に
し
た
り
、
お
勝
手
や
お
風
呂
を
改
築
し
た
り
し

た
そ
う
だ
。
家
の
裏
手
に
あ
る
蔵
の
な
か
は
変
わ
っ

て
い
な
い
そ
う
で
、
蔵
に
は
刀
や
絹
織
物
、
古
い
美

術
品
な
ど
が
入
っ
て
い
る
。

　

家
の
玄
関
は
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
残
っ
て
い

る
も
の
で
、
入
口
の
戸
は
１
５
０
セ
ン
チ
ほ
ど
の
高

さ
だ
。
玄
関
は
大お

お
ど戸

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
お
米
や

蚕
の
食
べ
る
桑
な
ど
を
運
び
や
す
い
よ
う
に
、
大
き

く
開
く
こ
と
が
で
き
た(

左
写
真
2
参
照)

。
し
か

し
玄
関
近
く
に
あ
っ
た
五
右
衛
門
風
呂
を
40
年
ほ

ど
前
に
改
築
し
た
と
き
、
改
築
の
関
係
で
大
戸
は
開

か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
玄
関
も
新
し
く
し
よ
う

と
七
朗
さ
ん
の
お
父
さ
ん
と
話
を
し
た
が
、
七
朗
さ

ん
は
「
せ
っ
か
く
家
が
江
戸
時
代
の
も
の
だ
か
ら
」

と
変
え
ず
に
い
る
そ
う
だ
。

　

玄
関
か
ら
土
間
に
入
る
と
正
面
に
大
き
な
タ
ン

ス
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。そ
れ
は「
ぞ
う
こ

3

3

3

」(

左

写
真
3
参
照)

と
呼
ば
れ
、
お
米
を
入
れ
て
お
く
た

め
の
も
の
だ
っ
た
そ
う
。
ぞ
う
こ

3

3

3

の
扉
に
は
万ま

ん
え
ん延

元

年
と
い
う
江
戸
時
代
の
終
わ
り
の
年
号
と
、
二
人
の

武
将
が
か
か
れ
て
い
る
。

古
い
家
で
暮
ら
す

　

古
い
家
で
暮
ら
し
て
い
て
不
便
な
こ
と
は
あ
る

か
質
問
す
る
と
「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
住
ん
で
る
か

ら
問
題
は
な
い
け
ど
、
暖
房
が
き
か
な
い
の
が
大

変
。
下
も
隙
間
が
あ
る
か
ら
」
と
い
う
。
し
か
し
続

け
て
、「
も
っ
と
暖
め
た
り
し
て
い
た
ら
、
家
が
劣

化
す
る
の
が
早
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
だ
け
家
が
も
っ
て
い
る
の
は
寒
さ
を
我
慢
し

て
い
る
か
ら
」
と
も
お
っ
し
ゃ
る
。

　

こ
の
家
を
今
後
ど
う
し
て
い
っ
て
欲
し
い
か
う

か
が
う
と
「(

息
子
さ
ん
に)
継
い
で
欲
し
い
と
い

う
の
は
な
い
。
け
ど
こ
の
家
を
ど
う
す
る
か
っ
て
い

う
の
は
悩
み
。
壊
す
に
し
て
も
大
き
い
し
、
古
い
も

の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
片
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
。
七
朗
さ
ん
が
先
日
二
階
の
段
ボ
ー

ル
の
な
か
を
見
た
ら
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
た
江

戸
時
代
の
年
貢
帳
が
10
冊
ぐ
ら
い
出
て
き
た
そ
う
。

ビ
ニ
ー
ル
袋
に
は
七
朗
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
入
れ

た
と
思
わ
れ
る
そ
う
だ
。
ま
だ
な
に
が
出
て
く
る
か

わ
か
ら
な
い
と
、
笑
い
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

こ
の
家
に
は
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
養
蚕
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
大
戸
や
、
お
米

を
入
れ
て
い
た
ぞ
う
こ

3

3

3

、
裁
判
所
の
名
残
、
年
貢
制

度
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
年
貢
帳
な
ど
だ
。
今
ま
で
本
の

な
か
で
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の

実
物
を
こ
の
家
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
家
の

な
か
に
安
田
さ
ん
の
生
活
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の

暮
ら
し
や
、
じ
っ
さ
い
に
使
っ
て
い
る
よ
う
す
も
わ

か
る
。
私
た
ち
に
当
時
の
生
活
を
伝
え
て
く
れ
る
家

の
も
の
や
、
歴
史
が
こ
の
安
田
家
で
残
り
続
け
て
欲

し
い
。

家
に
残
る
歴
史

小
俣
渓
和(

社
会
学
科
3
年)

＝
文
・
写
真

①：しきだい ( 写真⑤ ) の上部にある江戸時代に彫ら
　　れた模様。家の左側にある門にも同じ模様がある
②：玄関。開いているところが小戸。昔は大戸も開け
　　ることができた
③：武将が描かれたぞうこ

3 3 3

。今はなにも入れていない
④：縁側から上を見ると、トタン屋根の下の茅葺きの
　　茅が見える
⑤：写真の左の縁側が低くなっている。ここが江戸時
　　代、簡易裁判所として使われていたころの名残だ
　　そう。「しきだい」と呼ばれ、ここで裁判がおこ
　　なわれていたそうだ
⑥：蔵。窓の上には安田家の家紋が見える
⑦：江戸時代から残る門。この先は裁判後の刑の執行
　　場所があったそう

蔵⑥

門
⑦

土間③

しきだい①⑤
縁側④ 大戸②

八房のウメ

上大幡のナシ

池

安田家見取り図
図中数字は写真番号
5m

1畳

庭一部省略

⑦⑥⑤

④③②

①

参考文献：『都留市史 資料編 民家・民俗』都留市史編纂委員会　1989 年

都
留
市
大お

お
は
た幡

に
ひ
と
き
わ
大
き
な
古
い
家
が
あ
っ
た
。
屋
根
に
は

「
寿
」
と
い
う
文
字
が
見
え
る
。
そ
れ
が
気
に
な
っ
た
私
は
、
こ
の

家
に
お
住
ま
い
の
安や

す
だ
し
ち
ろ
う

田
七
朗
さ
ん(

75)

に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

( 写真①、⑤は 2 月 21 日撮影。ほかは 2 月 13 日撮影 )



19

家 －暮らしのかたち－

no.92 Mar. 2017 18

今
日
の
夕
飯
メ
モ

　
２
月
12
日
、
三
枝
さ
ん
の
夕
飯
づ
く
り

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。「
こ
れ
、
今
日
の

メ
モ
で
す
か
？
」「
書
い
と
か
な
い
と
忘

れ
ち
ゃ
う
か
ら
」。
笑
い
な
が
ら
差
し
出

し
て
く
れ
た
紙
に
は
夕
飯
の
献
立
が
書
い

て
あ
っ
た
。「
い
つ
も
ひ
と
つ
メ
イ
ン
つ

く
っ
て
お
い
て
、
あ
と
は
適
当
。
ご
飯
と

汁
物
と
あ
と
３
品
」
と
、
な
ん
で
も
な
い

こ
と
の
よ
う
に
教
え
て
く
れ
た
。

　
台
所
の
棚
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
鍋
が

置
い
て
あ
る
。
み
そ
汁
用
、
煮
物
用
な
ど

と
、
用
途
が
決
ま
っ
て
い
る
の
か
聞
い
て

み
た
。
少
し
考
え
て
「
分
か
ら
な
い
」
と

三
枝
さ
ん
。
大
き
さ
の
違
う
鍋
た
ち
は
、

そ
の
日
の
献
立
に
よ
っ
て
違
う
役
割
を
三

枝
さ
ん
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
だ
。

調
理
道
具
は
相
棒

　

台
所
に
立
つ
三
枝
さ
ん
の
足
元
に
は
、

石
油
ス
ト
ー
ブ
が
置
い
て
あ
る
。
そ
の
上

に
置
か
れ
て
い
た
ヤ
カ
ン
が
ぴ
ゅ
ー
っ

と
鳴
っ
た
。「
こ
れ(

ヤ
カ
ン)

も
ね
え
、

捨
て
よ
う
と
思
う
け
ど
か
わ
い
そ
う
で
捨

て
な
い
の
。
こ
こ
で
わ
た
し
だ
け
が
見
て

る
も
の
だ
か
ら
、
お
客
さ
ん
に
ど
う
ぞ
な

ん
て
見
せ
な
い
か
ら
（
い
い
の
）」。
三
枝

さ
ん
は
ヤ
カ
ン
の
お
湯
を
急
須
に
注
ぎ
な

が
ら
笑
っ
て
言
っ
た
。

　
赤
く
て
ま
る
い
フ
ォ
ル
ム
の
ヤ
カ
ン
は

確
か
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
さ
び
た
り
へ
こ

ん
だ
り
し
て
い
る
。
け
れ
ど
、
ス
ト
ー
ブ

の
上
が
自
分
の
持
ち
場
だ
と
言
わ
ん
ば
か

り
に
、
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
。

　
三
枝
さ
ん
が
使
い
続
け
て
い
る
包
丁
の

こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。「
こ
の
包
丁
ね
、

も
う
30
年
以
上
使
っ
て
る
。
だ
け
ど
わ
た

し
は
こ
れ
が
好
き
な
の
」。
三
枝
さ
ん
が

握
る
包
丁
は
、刃
に
ひ
び
が
入
っ
て
い
た
。

け
れ
ど
、
こ
の
刃
の
薄
さ
が
な
に
を
切
る

と
き
で
も
使
い
や
す
い
そ
う
だ
。
持
ち
手

の
木
の
色
は
焦
げ
茶
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
三
枝
さ
ん
の
手
の
な
か
で
使
わ
れ

て
き
た
長
い
年
月
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う

だ
っ
た
。

　

三
枝
さ
ん
が
使
っ
て
い
る
調
理
道
具

は
、
ど
こ
の
台
所
に
も
あ
る
よ
う
な
も
の

ば
か
り
。
で
も
、
目
分
量
で
す
る
と
い
う

味
付
け
は
使
い
慣
れ
た
道
具
で
な
い
と
通

用
し
な
い
も
の
だ
。
い
つ
も
の
味
を
、
い

つ
も
使
っ
て
い
る
道
具
が
支
え
て
い
る
。

三
枝
さ
ん
に
と
っ
て
、
ず
っ
と
一
緒
に
夕

飯
を
つ
く
っ
て
き
た
道
具
た
ち
こ
そ
、
台

所
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

自
慢
の
一
品

　

夕
飯
メ
モ
の
な
か
に
、「
白
菜
の
甘
酢

シ
ー
チ
キ
ン
巻
き
」
と
い
う
料
理
名
を

見
つ
け
た
。
シ
ー
チ
キ
ン
を
茹
で
た
白

1：毎日夕飯をつくる前に書いてい

るという夕飯メモ。三枝さんの夕飯

づくりには欠かせない 2：食卓に並

ぶ三枝さんの料理 3：「白菜の甘酢

シーチキン巻き」 4：持ち手が焦げ付

いている揚げもの鍋。20 年使われて

いる台所の重鎮だ

菜
で
巻
き
、
甘
酢
の
た
れ
に
浸
し
た
も
の

だ
。
そ
れ
を
ひ
と
く
ち
サ
イ
ズ
に
切
り
、

断
面
が
上
を
向
く
よ
う
に
並
べ
て
い
く
。

三
枝
さ
ん
は
盛
り
付
け
な
が
ら
「
か
っ
こ

う
よ
く
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。

　

豪
華
な
材
料
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
け
れ
ど
、
お
皿
の
上
に
き
れ
い

に
並
ベ
ら
れ
た
姿
は
、
食
べ
る
人
に
向
け

ら
れ
た
花
束
の
よ
う
に
見
え
た
。「
こ
れ

は
、
わ
た
し
自
慢
な
の
」
と
三
枝
さ
ん
は

言
う
。
で
も
シ
ー
チ
キ
ン
は
缶
か
ら
出

し
て
そ
の
ま
ま
使
え
る
か
ら
、
と
て
も

簡
単
ら
し
い
。
な
ぜ
こ
れ
が
一
番
の
自

慢
料
理
な
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ

た
。
で
も
、
ひ
と
つ
食
べ
て
み
て
、
な

る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
口
に
入
れ
た
瞬
間
、

甘
酢
の
優
し
い
酸
っ
ぱ
さ
が
す
っ
と
鼻

を
通
っ
て
い
き
、
噛
む
と
シ
ー
チ
キ
ン
の

塩
味
が
じ
ゅ
わ
っ
と
染
み
だ
し
て
く
る
。

お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
シ
ー
チ
キ
ン

は
夫
で
あ
る
恒つ

ね
お男
さ
ん(

80)

の
好
物
ら

し
い
。「
お
父
さ
ん
が
シ
ー
チ
キ
ン
好
き

で
ね
、
週
に
缶
２
つ
く
ら
い
食
べ
る
の
」

４３

２１

と
三
枝
さ
ん
。
シ
ン
プ
ル
に
砂
糖
と
酢

だ
け
で
味
付
け
さ
れ
て
い
る
の
は
、
シ
ー

チ
キ
ン
の
塩
味
を
邪
魔
し
な
い
た
め
。
家

族
の
食
の
好
み
を
知
り
、
そ
れ
に
あ
わ

せ
た
方
法
で
つ
く
っ
て
あ
る
か
ら
、
こ

の
料
理
は
三
枝
さ
ん
の
「
自
慢
の
一
品
」

な
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

＊　
＊　
＊　

　

三
枝
さ
ん
が
つ
く
る
夕
飯
は
、
使
う

食
材
か
ら
、
味
付
け
、
盛
り
付
け
に
い

た
る
ま
で
、
家
族
の
た
め
の
料
理
だ
。

家
族
の
好
み
を
把
握
し
て
、
そ
れ
を
取

り
入
れ
た
ご
飯
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と

は
簡
単
で
は
な
い
と
思
う
。
使
い
慣
れ

た
道
具
を
大
切
に
使
う
こ
と
。
シ
ン
プ

ル
な
味
付
け
で
家
族
が
好
き
な
食
材
の

味
を
活
か
す
こ
と
。
何
十
年
も
山
本
家

の
食
事
と
向
き
合
っ
て
、
夕
飯
を
つ
く

り
続
け
て
き
た
三
枝
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
こ
と
だ
。
そ
ん
な
三
枝
さ
ん
が

立
つ
台
所
は
、
家
族
を
喜
ば
せ
る
た
め

の
料
理
が
生
ま
れ
る
場
所
だ
っ
た
。

長尾泉 ( 初等教育学科 3 年 ) ＝文・写真

ある日、都留市小
お が た や ま

形山で漬け物をつくるのがうまいといわれるひとに

出会った。お名前は山本三
み つ え

枝さん (74)。三枝さんは漬け物だけでなく、

ほぼ毎日家族の夕飯をつくっているという。どこの家にも必ずある台

所。三枝さんの台所とはどんな場所なのか、のぞかせてもらった。

自慢の一品が生まれる場所

スープの味をみながら、「わたしは遊び
ながら ( 夕飯の支度を ) やるから」と三
枝さん

写真はすべて 2017 年 2 月 12 日に撮影
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洗濯物のかかる中央通路 (2017 年
1 月 26 日）

　
『
40
年
経
営
で
、
も
う
元
を
十
分
と
っ
た
の
で
、

9
畳
間
1
万
円
、
4.5
畳
間
8
千
円
で
す
。
高
い
鉄
筋

の
一
人
部
屋
よ
り
も
、
古
い
け
ど
昔
か
ら
ゆ
っ
た
り

お
ち
つ
い
た
共
同
学
生
ア
パ
ー
ト
に
ど
う
ぞ
お
入
り

下
さ
い
』

電
信
柱
に
貼
ら
れ
た
直
筆
の
案
内
に
惹
か
れ
て
、

私
は
泰た

い
し
ん
り
ょ
う

親
寮
に
足
を
運
ん
だ
。不
動
産
屋
を
通
さ
ず
、

大
家
さ
ん
が
直
接
ア
パ
ー
ト
の
宣
伝
を
し
て
い
る
の

は
珍
し
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
私
が
現
在
住
ん
で
い

る
部
屋
は
、
6
畳
1
間
で
3
万
5
千
円
だ
。
そ
れ
と

比
べ
て
家
賃
の
安
さ
に
も
驚
い
た
。

1
月
26
日
の
お
昼
、
泰
親
寮
の
大
家
さ
ん
で
あ

る
小お

の野
泰や

す
お雄

さ
ん(

88)

と
住
人
の
ひ
と
り
に
、
寮

内
の
集
会
所
と
な
る
9
畳
の
部
屋
で
お
話
を
う
か

が
っ
た
。

大
き
く
泰
親
寮
と
書
か
れ
た
筆
書
き
に
迎
え
ら

れ
る
よ
う
に
し
て
な
か
に
入
る
。
玄
関
に
は
洗
濯
機

が
置
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
壁
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
貼

ら
れ
た
歴
代
の
住
人
の
忠
告
文
や
落
書
き
が
目
に

入
っ
た
。
何
人
も
の
学
生
が
こ
の
家
に
住
ん
で
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
建
物
内
は
薄
暗
く
て
、
外
よ

り
も
寒
く
感
じ
た
。

　
「
や
っ
ぱ
り
古
く
て
も
、
自
分
が
慣
れ
親
し
ん
で

い
く
と
、
あ
ん
ま
り
改
築
し
た
く
な
い
ね
」。
そ
う

泰
雄
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。
学
生
た
ち
と
一
緒
に
、

屋
根
の
ペ
ン
キ
塗
り
か
ら
畑
づ
く
り
ま
で
、
気
づ
い

た
こ
と
は
な
ん
で
も
自
分
の
手
で
お
こ
な
っ
て
い
る

泰
雄
さ
ん
。
隣
で
話
を
聞
く
学
生
は
、
そ
う
そ
う
と

う
な
ず
き
な
が
ら
、
身
振
り
手
振
り
で
修
理
の
よ
う

す
を
教
え
て
く
れ
た
。

　
た
と
え
ば
屋
根
は
毎
年
塗
り
直
し
て
い
る
。
作
業

す
る
と
き
に
は
、
張
っ
て
あ
る
屋
根
の
板
が
薄
い
た

め
、
屋
根
の
骨
組
み
の
上
を
リ
ズ
ム
良
く
歩
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
板
が
抜
け
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
最

近
は
板
の
継
ぎ
目
に
隙
間
が
で
き
て
し
ま
う
た
め
、

ペ
ン
キ
を
使
っ
て
埋
め
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
塗
り
終
え
た
ば
か
り
の
屋
根
は
、

そ
こ
だ
け
が
光
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
う
や
っ
て
毎

年
、
修
復
を
重
ね
な
が
ら
、
形
を
保
っ
て
き
た
と
い

う
泰
親
寮
。「
直
し
か
た
を
心
得
て
い
る
」
と
力
強

く
言
う
泰
雄
さ
ん
は
、
こ
の
家
の
大
黒
柱
の
よ
う

だ
っ
た
。

泰
親
寮
の
今
昔

泰
親
寮
は
泰
雄
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら

れ
た
と
き
の
遺
産
で
建
て
ら
れ
た
。
泰・

雄
さ
ん
の
親・

の
寮・

と
い
う
こ
と
で
「
泰
親
寮
」
と
い
う
名
前
を
つ

け
た
と
い
う
。
は
じ
め
の
15
年
ほ
ど
は
女
子
寮
と
し

て
経
営
し
て
い
た
そ
う
。
建
物
が
古
く
な
っ
て
き
た

集会所 倉庫

脱衣所

乾燥機

トイレ

浴室

1 号室

8号室

3号室 2号室

7号室

6号室 5号室

中央通路

畑(9 畳 )

(4.5 畳 )

洗
濯
機

玄関

こ
と
と
、
鉄
筋
の
頑
丈
な
ア
パ
ー
ト
が
増
え
て
き
た

こ
と
で
、
女
性
が
入
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
男
子
寮

に
切
り
替
え
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
寮
内
に

あ
る
８
部
屋
は
い
つ
で
も
満
室
だ
っ
た
。
住
ん
で
い

る
学
生
の
紹
介
で
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
学
生

が
入
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

現
在
、
泰
親
寮
に
は
３
人
の
学
生
が
住
ん
で
い

る
。
昨
年
の
卒
業
生
が
退
室
し
て
か
ら
久
し
ぶ
り
に

空
き
部
屋
が
で
き
た
と
い
う
。
空
い
て
い
る
部
屋
を

見
せ
て
い
た
だ
く
と
、
家
具
や
生
活
用
品
が
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
た
の
で
驚
い
た
。
こ
の
部
屋
だ
け
で
な

く
寮
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
歴
代
の
卒
業
生
が
置
い

て
い
っ
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

　
泰
雄
さ
ん
は
部
屋
が
空
き
は
じ
め
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
し
て
、
今
ま
で
以
上
に
泰
親
寮
に
か
よ
っ
て

い
る
と
い
う
。
き
れ
い
に
し
よ
う
と
、
必
要
の
な
い

も
の
は
捨
て
、
学
生
た
ち
が
集
ま
り
や
す
い
よ
う
な

部
屋
づ
く
り
を
は
じ
め
た
。
最
初
に
取
り
掛
か
っ
た

の
は
、
集
会
所
だ
っ
た
。
新
し
い
入
居
者
が
入
っ
て

き
た
と
き
の
歓
迎
会
や
泰
雄
さ
ん
の
誕
生
日
会
な
ど

も
こ
の
部
屋
で
お
こ
な
う
。
以
前
は
も
の
に
あ
ふ
れ

て
い
て
、
座
り
づ
ら
か
っ
た
そ
う
だ
。
寮
内
か
ら
出

て
く
る
ベ
ッ
ト
や
こ
た
つ
、
棚
な
ど
を
組
み
合
わ
せ

て
、
部
屋
を
整
え
た
。
お
茶
の
ポ
ッ
ト
も
用
意
さ
れ

泰
親
寮
の

た
か

ち

江
利
そ
ら
む(

社
会
学
科
1
年)

＝
文
・
写
真

長
尾
泉(

初
等
教
育
学
科
3
年)

＝
写
真

今
村
遥
香(

社
会
学
科
3
年)

＝
写
真

上：泰親寮の間取り図

左：正面から見た泰親寮 (2017
年 1 月 26 日 )

右：9 種類の野菜が植わる畑。
学生は毎日野菜を取り放題だ
(2017 年 1 月 26 日 )

細
長
い
形
の
そ
の
家
は
、
45
年
ほ
ど
前
に
建
て
ら

れ
た
男
子
専
用
の
共
同
ア
パ
ー
ト
だ
。
今
も
昔
も

変
わ
ら
ず
、
大
家
さ
ん
と
学
生
が
力
を
合
わ
せ
て

建
物
の
修
復
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
今
日
ま
で
維

持
さ
れ
て
き
た
理
由
は
な
ん
だ
ろ
う
。

て
い
る
。「
こ
れ
で
、
い
つ
で
も
人
を
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
ね
」
と
、
学
生
と
顔
を
合
わ
せ
る
泰
雄
さ
ん

は
満
足
気
だ
。
木
で
で
き
た
窓
枠
も
ア
ル
ミ
製
の
も

の
に
変
え
る
こ
と
を
検
討
中
だ
そ
う
。
住
み
や
す
く

す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
話
し
合
う

学
生
と
大
家
さ
ん
の
関
係
が
、泰
親
寮
の
か
た
ち
だ
。

完
璧
を
求
め
な
い

泰
親
寮
は
、
必
要
に
応
じ
て
建
物
の
骨
組
み
の

部
分
か
ら
自
分
た
ち
で
修
復
し
て
い
る
。
そ
の
話
を

聞
い
た
と
き
、
私
に
は
縁
の
な
い
こ
と
だ
な
と
思
っ

た
。
今
ま
で
、
自
分
の
家
の
屋
根
や
壁
を
直
し
た
こ

と
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
け
れ
ど
、
泰
親
寮
を
見
て

い
く
と
、
必
要
に
応
じ
て
建
物
自
体
を
直
し
て
い
く

作
業
は
、
私
が
部
屋
を
整
え
る
こ
と
と
変
わ
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。ど
ち
ら
も
、

今
の
暮
ら
し
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
て

い
る
こ
と
だ
。

泰
親
寮
は
完
璧
す
ぎ
な
い
つ
く
り
だ
か
ら
こ
そ
、

手
を
貸
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
く

る
。
建
物
へ
の
愛
着
が
泰
親
寮
の
人
た
ち
を
つ
な
い

で
い
た
。

直
筆
の
張
り
紙
が
貼
ら
れ
た
電
信
柱

(

２
０
１
７
年
2
月
12
日)
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家 －暮らしのかたち－

　
私
は
、
町
を
観
察
す
る
こ
と
が
好
き
で
す
。
山

や
森
の
な
か
を
、
生
き
も
の
た
ち
を
観
察
し
な
が

ら
歩
く
よ
う
に
、
町
の
な
か
を
、
建
物
や
町
並
み

を
観
察
し
な
が
ら
歩
き
ま
す
。

　
よ
く
見
て
ま
わ
る
の
は
谷
村
町
周
辺
で
す
。
こ

の
辺
り
は
昔
の
商
家
や
町
屋
が
、
少
し
ず
つ
建
て

変
わ
り
な
ど
し
な
が
ら
も
、
そ
の
雰
囲
気
を
残
し

て
い
ま
す
。
道
沿
い
に
あ
る
水
路
の
上
に
建
て
ら

れ
た
家
や
、
蔵
の
あ
る
家
、
変
わ
っ
た
形
の
窓
や

壁
の
装
飾
な
ど
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
い

く
つ
も
の
時
代
の
な
か
を
探
検
し
て
い
る
よ
う
な

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
建
物
や
町
並
み
は
何
十
年
も
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
見
え
て
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
生
活
と
共

に
変
化
し
、
あ
ら
た
に
育
ま
れ
て
も
い
き
ま
す
。

ゆ
っ
く
り
と
、
け
れ
ど
絶
え
間
な
く
変
化
し
て
い

く
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
町
を
観
察
す
る
こ
と

が
好
き
な
の
で
す
。

あ

れ
こ
れ

家
の

—

町
並
み
の
観
察—

金
原
由
佳(

社
会
学
科
4
年)

＝
文
・
絵

長
屋
門

木
の
外
壁
の
家

　
谷
村
駅
近
く
に
あ
る
お
家
で

す
。
こ
の
お
家
は
外
壁
の
横
板

が
互
い
に
少
し
ず
つ
重
な
る
よ

う
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
並
べ
か
た
は
鎧よ

ろ
い

に

使
わ
れ
る
飾
り
に
似
て
い
る
こ

と
か
ら
「
鎧よ
ろ
い
ば張

り
下し
た
み見

」
と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
よ
く

使
わ
れ
た
技
法
で
す
が
、
現
在

で
は
手
間
が
か
か
る
た
め
あ
ま

り
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
す
。

　
周
辺
に
は
部
分
的
に
木
の
外

壁
が
残
る
お
家
も
い
く
つ
か
見

ら
れ
ま
し
た
。

谷村町周辺で見つけた建物

　
上
谷
に
あ
る
お
家
の
長
屋
門

は
、
な
ん
と
築
百
年
以
上
。
長

屋
門
は
、
門
の
左
右
に
長
屋
が

続
く
、
武
家
屋
敷
な
ど
に
よ
く

見
ら
れ
た
門
の
形
式
で
す
。
こ

の
門
に
は
八
畳
の
和
室
が
二
部

屋
と
お
勝
手
が
一
部
屋
あ
る
そ

う
で
す
。

　
外
壁
は
な
ま
こ
壁
に
な
っ
て

い
ま
す
。
正
方
形
の
瓦
を
並
べ

釘
で
留
め
、
目め

じ地
は
漆
喰
で
か

ま
ぼ
こ
型
に
塗
り
固
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
蔵
の
下
半
分
に
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
仕
上
げ
で
す
が
、

こ
ち
ら
で
は
ほ
ぼ
全
面
に
施
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

春から夏にかけて、多くの鳥類が子育ての時期を迎

えます。ほとんどの鳥類は巣を作り、そこでヒナを

育てます。一部の種を除き、ヒナが巣立った後、そ

の巣はもう使われません。

鳥の巣は、種によって大きさや巣材が違います。特

徴的なものでは、巣を見ただけでどの種が作ったの

かがわかるほどです。それでは、都留市で見られる

鳥の巣の一部を紹介します。

西教生 ( 本学非常勤講師 ) ＝文・写真

樹上に、多くの枝を組んだ巣を作ります。巣
の内側には、樹皮や獣毛などの柔らかい素
材を使います。ハシブトガラスよりも少し
早く巣作りを始め、3月ごろから巣材をくわ
えて飛ぶすがたが見られます。木の葉が芽
吹く前から卵を温め始めるため、落葉広葉
樹に作られた巣では、巣に座っている親鳥
が見られます。

ハシボソガラス メジロ
コケやシュロの幹につく繊維、ビニールひ
もなどを使って木の枝に巣を作ります。メ
ジロの巣は、枝から垂れ下がった形でつい
ているように見えます。常緑樹に巣を作る
こともあれば、カエデ類やハリエンジュな
どの落葉広葉樹も利用します。ビニールひ
もは丈夫で巣材として使いやすい反面、親
鳥やヒナの足に絡まる危険性もあります。

ヒヨドリ
枯れ葉やツル植物、ササ類の葉な
どを使い、木の枝の上側にお椀
形の巣を作ります。人家の近く
の木に巣を作ることもあります。

カワガラス
川岸の崖、滝の裏側、橋の下の
構造物上などに巣を作ります。
コケでかまくらのような形の巣
を作るため、内側は見えません。

イワツバメ
人工物に、泥を使って壺形の巣を
作ります。本学で調べた例では、
イワツバメの巣は20日ほどで完
成しました。集団で繁殖をします。

観察図鑑
鳥の巣

第32回
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調
理
道
具
の
並
べ
か
た
。

ア
パ
ー
ト
の
仲
間
が
連
絡
を
取
り
合
う
黒
板
。

蔵
に
入
る
た
め
の
ス
リ
ッ
パ
。

使
わ
な
く
な
っ
た
着
物
で
作
っ
た
襖
。

住
む
人
た
ち
の
「
暮
ら
し
の
か
た
ち
」
が
、

家
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

「
暮
ら
し
の
か
た
ち
」
は

住
む
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
教
え
て
く
れ
た
り
、

か
つ
て
そ
の
家
で
あ
っ
た
暮
ら
し
を

想
像
さ
せ
て
く
れ
た
り
し
ま
し
た
。

「
暮
ら
し
の
か
た
ち
」
が
積
み
重
な
る
こ
と
で
、

建
物
は
生
活
を
営
む
場
所
と
な
っ
て
い
く
。

住
む
人
の
こ
と
を
思
い
描
け
る
建
物
の
こ
と
を
、

私
た
ち
は
「
家
」
と
呼
び
た
く
な
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
「
家
」
と
呼
ぶ
も
の

特
集
ま
と
め

① ②

都留市で暮らしているから気づく季節の変化、思い出、地域の行事、

家族の成長。地域のかたがたが撮影した写真をとおしてご紹介します。

都留市民のかたがた＝文・写真

『フィールド・ノート』編集部＝文

①お嫁さんと孫のはじめてのお八
はっさくまつり

朔祭

　(ミュージアム都留、2016年9月1日、小林のり子さん、64歳)

②年末の恒例行事。家族とともに

　( 都留市大野、2016 年 12 月 28 日、深
ふかさわよしみ

澤良美さん、56 歳 )

③リニア実験線に弟夫婦が乗車しました。リニア見学センター

　からその車両をとった写真です

　( 山梨県立リニア見学センター、2016 年 8 月 31 日、

　クレープ モンターニャ、都留 1 年目 )

写真についてひとこと

( 撮影場所、撮影日、お名前、年齢）

③

写真を募集しています

・お名前 ( ペンネーム可 )

・撮影日・撮影場所

・年齢 ( 年代可 )

・写真についてひとこと

〒 402-8555 山梨県都留市田原 3-8-1　
都留文科大学 4 号館 1 階地域交流研究センター
フィールド・ミュージアム部門　『フィールド・ノート』編集部

field-1@tsuru.ac.jp

ひ まとる この つ 

商家資料館の廊下の壁に残っ

た子どもの落書き。昔はここに

暮らす人がいたことがわかる

(2017 年 2 月 28 日 )
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2016 年 6 月 21 日、「暮らしの One day shop」vol. ５のようす ( 写
真提供＝ freckle)  

杉
浦
茜(

国
文
学
科
１
年)

＝
文
・
写
真

高
橋
光(

比
較
文
化
学
科
１
年)

＝
写
真

「
ｆフ

レ

ッ

ク

ル

ｒ
ｅ
ｃ
ｋ
ｌ
ｅ
」
に
は
、
店
主
の

地
域
を
想
う
気
持
ち
が
強
く
表
れ
て
い

る
。
そ
こ
を
訪
れ
る
と
、
私
は
ま
す

ま
す
都
留
市
が
好
き
に
な
っ
て
い
く
。

本
学
か
ら
金
山
神
社
の
方
面
へ
都
留

バ
イ
パ
ス
を
３
分
ほ
ど
歩
く
と
、
左
に
青

い
テ
ナ
ン
ト
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
を
少

し
進
む
と
、
奥
の
ほ
う
に
テ
ラ
ス
を
か
ま

え
た
お
店
が
見
え
る
。
テ
ラ
ス
に
生
え
て

い
る
サ
ル
ス
ベ
リ
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
も

の
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
そ
う
。
今
で

は
お
店
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。

一
昨
年
の
９
月
に
で
き
た
ば
か
り
の

店
舗
。
扉
を
開
け
る
と
、
レ
ジ
の
向
こ
う

に
ガ
ラ
ス
窓
越
し
の
厨
房
が
見
え
る
。
入

り
口
横
の
大
き
な
窓
の
近
く
に
は
テ
ー
ブ

ル
と
椅
子
が
置
か
れ
て
い
る
。
窓
か
ら
射

す
日
の
光
が
ぽ
か
ぽ
か
と
気
持
ち
い
い
。

店
内
に
は
木
製
の
家
具
が
多
く
あ
る
。
木

の
あ
た
た
か
み
が
、「
か
ら
だ
に
や
さ
し

い
」
と
う
た
う
商
品
と
ぴ
っ
た
り
だ
。

地
域
を
想
う
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

店
内
に
入
っ
て
左
手
の
シ
ョ
ー
ケ
ー

ス
に
は
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
が
並
ぶ
。
店
主
の

小
宮
左さ

お
り織
さ
ん(

47)

は
、
都
留
市
産
の

に
ん
に
く
や
玉
ね
ぎ
な
ど
を
使
っ
て
、
地

産
地
消
に
こ
だ
わ
っ
た
手
作
り
ド
レ
ッ
シ

ン
グ
を
販
売
し
て
い
る
。
店
内
か
ら
見
え

る
厨
房
は
清
潔
で
す
っ
き
り
と
整
頓
さ
れ

て
い
る
。
作
業
工
程
が
見
え
る
の
で
、
安

心
し
て
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
買
う
こ
と
が
で

き
る
。

小
宮
さ
ん
は
、
も
と
も
と
健
康
の
た

め
に
自
分
で
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
作
っ
て
い

た
。
は
じ
め
は
と
く
に
意
識
を
し
て
い
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
今
で
は
地
域
の
も
の
を

使
っ
て
で
き
な
い
か
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
そ
う
。「
都
留
市
に
生
ま
れ
た
の

だ
か
ら
、
都
留
市
の
た
め
に
な
に
か
し
な

き
ゃ
」
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

地
元
の
食
材
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
直

売
所
を
訪
ね
て
自
分
で
農
家
さ
ん
を
探
し

た
の
だ
と
い
う
。
今
は
農
業
を
本
業
と
し

て
い
る
か
た
が
少
な
く
、
片
手
間
で
野
菜

を
作
っ
て
い
る
か
た
が
多
く
な
っ
て
い
る

そ
う
だ
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
都
留
市
産

の
も
の
を
使
い
続
け
る
の
は
簡
単
な
こ
と

で
は
な
い
と
思
う
。
地
域
を
想
う
、
強
い

気
持
ち
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
だ
。

地
域
の
人
と
の
つ
な
が
り

当
初
は
ほ
か
の
お
店
に
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
を
委
託
販
売
す
る
と
い
う
か
た
ち
だ
っ

た
。
け
れ
ど
「
や
っ
ぱ
り
自
分
か
ら(

ド

レ
ッ
シ
ン
グ
を)

発
信
し
た
い
」と
思
い
、

お
店
を
か
ま
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
で

は
委
託
販
売
と
店
舗
販
売
の
両
方
を
お
こ

な
う
。「
お
店
を
は
じ
め
て
、
人
が
人
を

つ
な
い
で
る
な
と
感
じ
た
」
と
、
今
ま
で

出
会
っ
て
き
た
人
た
ち
の
顔
を
思
い
浮
か

べ
て
い
る
よ
う
に
目
を
細
め
て
小
宮
さ
ん

は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

店
内
に
は
都
留
市
の
作
家
の
ハ
ン
ド

メ
イ
ド
商
品
や
名
刺
が
た
く
さ
ん
置
か
れ

て
い
る
。
お
店
を
は
じ
め
て
知
り
あ
っ
た

人
た
ち
の
作
品
だ
と
い
う
。
お
店
を
訪
れ

た
人
た
ち
は
、
そ
こ
か
ら
今
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
都
留
市
の
作
家
や
お
店
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。「
ｆ
ｒ
ｅ
ｃ
ｋ
ｌ
ｅ
」
か

ら
は
じ
ま
っ
た
人
と
の
つ
な
が
り
は
、
そ

う
や
っ
て
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。

イ
ベ
ン
ト
の
開
催

「
ｆ
ｒ
ｅ
ｃ
ｋ
ｌ
ｅ
」
で
は
月
に
数

回
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
も
開
か

れ
る
。
大
き
な
も
の
と
し
て
は
、「
暮
ら

し
の
Ｏ
ｎ
ｅ 

ｄ
ａ
ｙ 

ｓ
ｈ
ｏ
ｐ
」
が
あ

る
。
主
婦
の
か
た
が
日
々
の
暮
ら
し
の
な

か
で
作
り
上
げ
た
雑
貨
や
食
べ
も
の
を
販

売
す
る
イ
ベ
ン
ト
だ
。
小
宮
さ
ん
は
、
開 店の外観。テラスのサルスベリは夏から秋にかけて赤い花

をつける (2017 年 2 月 25 日 )

催
場
所
を
提
供
す
る
か
た
ち
で
参
加
し
て

い
る
。

取
材
日
の
２
月
８
日
も
イ
ベ
ン
ト
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
都
留
市
で
お
菓
子

と
天
然
酵
母
パ
ン
の
出
張
販
売
を
し
て
い

る
「
ｔト

ビ

ラ

ｏ
ｂ
ｉ
ｒ
ａ
」
の
ガ
ト
ー
シ
ョ
コ

ラ
と
ガ
ナ
ッ
シ
ュ
サ
ン
ド
ク
ッ
キ
ー
の
引

き
渡
し
と
い
う
も
の
だ
。
忙
し
い
と
き
に

取
材
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
申
し
訳
な
く

思
っ
た
。
け
れ
ど
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
場

に
い
る
全
員
が
笑
顔
で
楽
し
そ
う
に
し
て

い
た
よ
う
す
が
、
は
ず
ん
だ
会
話
と
た
く

さ
ん
の
笑
い
声
と
と
も
に
私
の
記
憶
に

残
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
「
ｆ
ｒ
ｅ
ｃ

ｋ
ｌ
ｅ
」
は
お
菓
子
の
受
け
取
り
の
場
と

し
て
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
人
び
と
の
交

流
の
場
に
も
な
っ
て
い
た
。

＊
　
＊
　
＊

地
域
の
た
め
の
行
動
と
い
う
と
、
も
っ

と
か
た
く
る
し
い
も
の
と
い
う
印
象
が

あ
っ
た
。
で
も
、「
ｆ
ｒ
ｅ
ｃ
ｋ
ｌ
ｅ
」

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
私
で
も

気
軽
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
、
と
て
も
楽

広
が
る

好
き
が場

所

左：ドレッシングは３種類ある。ほかにも季節限定
商品が発売される 右：店内には市販の食材やキッチ
ン用品も並ぶ (2017 年 2 月 8 日 )

し
そ
う
な
も
の
だ
。
た
と
え
ば
ド
レ
ッ
シ

ン
グ
を
買
う
こ
と
で
、
私
も
地
産
地
消
に

協
力
で
き
る
。

私
に
と
っ
て
都
留
市
は
大
学
に
通
う

た
め
に
滞
在
し
て
い
る
場
所
だ
。
け
れ
ど

そ
れ
だ
け
の
意
味
し
か
持
た
な
い
の
は
な

ん
だ
か
さ
み
し
い
。
せ
っ
か
く
都
留
市
に

来
た
の
だ
か
ら
、
好
き
に
な
り
た
い
。
そ

の
手
助
け
を
「
ｆ
ｒ
ｅ
ｃ
ｋ
ｌ
ｅ
」
は
し

て
く
れ
る
。
都
留
市
産
の
食
材
を
使
っ
た

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
、
地
域
の
人
々
が
交
流
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
、
お
店
に
置
か
れ
た
た
く

さ
ん
の
都
留
市
作
家
の
作
品
。
小
宮
さ
ん

が
作
り
上
げ
て
き
た
お
店
に
は
、
都
留
市

を
好
き
に
な
れ
る
も
の

4

4

が
溢
れ
て
い
る
。

小
宮
さ
ん
の
都
留
市
を
想
い
、
地
域
の
た

め
に
は
げ
む
よ
う
す
が
お
店
に
表
れ
て
い

る
。「
ｆ
ｒ
ｅ
ｃ
ｋ
ｌ
ｅ
」
に
通
う
た
び
、

自
分
の
な
か
の
都
留
市
へ
の
愛
着
が
ど
ん

ど
ん
強
く
な
っ
て
い
く
。
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１
月
27
日
、
本
学
非
常
勤
講
師
の

西に
し
の
り
お

教
生
さ
ん
が
お
こ
な
っ
て
い
る
ヤ
マ
ネ

の
調
査
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
内

容
は
6
月
か
ら
7
月
に
か
け
た
ヤ
マ
ネ
の

巣
箱
40
個
の
う
ち
、
15
個
を
回
収
す
る
と

い
う
も
の
だ
。
ヤ
マ
ネ
の
巣
箱
と
い
っ
て

も
、
ヤ
マ
ネ
だ
け
で
な
く
い
ろ
ん
な
生
き

も
の
が
使
う
。
約
半
年
間
う
ら
山
に
か
け

て
い
た
巣
箱
の
な
か
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

生
き
も
の
が
使
用
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ

平
岡
摩
梨
菜(

社
会
学
科
1
年)

＝
文
・
写
真

る
。
そ
こ
か
ら
ヤ
マ
ネ
の
生
息
状
況
も
わ

か
る
と
い
う
。

　
先
輩
が
勧
め
て
く
れ
た
の
で
行
っ
て
み

る
こ
と
に
し
た
が
、
同
行
す
る
前
の
私
は

こ
の
調
査
に
あ
ま
り
興
味
を
持
て
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
ヤ
マ
ネ
が
ど
ん
な
姿
を
し

て
い
る
の
か
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
な
ん
と
な
く
ネ
ズ
ミ
や
リ
ス
な
ど
と

同
じ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
、

一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
ヤ
マ
ネ
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

期
待
も
少
し
あ
っ
た
。

　
13
時
半
ご
ろ
、
本
学
の
南
西
側
に
あ
る

楽
山
球
場
横
の
遊
歩
道
か
ら
う
ら
山
に
入

る
。
1
月
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
降
っ

た
雪
が
ま
だ
山
の
な
か
に
た
く
さ
ん
残
っ

て
い
た
。
深
い
と
こ
ろ
で
は
ス
ニ
ー
カ
ー

が
埋
ま
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。
私
は
山
に

入
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
は
じ
め
て
だ
っ

た
。滑
っ
て
転
ぶ
こ
と
だ
け
は
い
や
だ
な
、

と
思
い
慎
重
に
歩
く
。
し
か
し
う
ら
山
か

ら
出
る
ま
で
の
約
2
時
間
半
で
、
私
は
3

回
し
り
も
ち
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

　
20
分
ほ
ど
歩
き
、
入
り
口
か
ら
離
れ
た

場
所
ま
で
来
る
と
、
山
の
な
か
で
し
か
聞

け
な
い
音
の
大
き
さ
に
驚
い
た
。
葉
の
こ

す
れ
合
う
音
が
自
分
を
中
心
に
四
方
八
方

か
ら
聞
こ
え
る
。
ま
た
枯
れ
葉
も
、
音
の

大
き
さ
に
比
例
す
る
よ
う
に
勢
い
よ
く
斜

め
上
か
ら
落
ち
て
く
る
。
こ
れ
は
山
の
な

か
へ
入
ら
な
い
と
体
験
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
な
、
と
得
し
た
気
分
に
な
っ
た
。

巣
箱
の
な
か
を
観
察
す
る

　
う
ら
山
に
入
り
、
30
分
ほ
ど
で
一
番
近

い
巣
箱
に
到
着
し
た
。
西
さ
ん
の
地
図
を

頼
り
に
か
け
て
あ
る
巣
箱
を
見
つ
け
、
一

つ
ず
つ
上
の
ふ
た
を
開
け
て
、
巣
箱
の
な

か
の
よ
う
す
を
見
て
回
る
。
巣
箱
を
か
け

て
あ
る
木
の
周
辺
は
ひ
ら
け
て
い
る
。
ま

た
た
い
て
い
斜
面
に
生
え
て
い
る
。
足
場

の
不
安
定
な
斜
面
か
ら
巣
箱
を
の
ぞ
く
。

　
巣
箱
の
な
か
は
、
ク
モ
が
巣
を
張
っ
て

い
た
り
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ふ
わ
ふ
わ

し
た
繭ま

ゆ
の
よ
う
な
も
の
が
く
っ
つ
い
て
い

た
り
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
私
の

想
像
す
る
巣
ら
し
き
も
の
は
な
か
な
か
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
い
て
い
は
小
さ

な
虫
が
い
た
り
、
は
た
ま
た
な
に
も
い
な

か
っ
た
り
だ
。

　
そ
う
簡
単
に
見
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
思
い
は
じ
め
た
こ
ろ
に
開
け

た
巣
箱
の
な
か
は
、
落
ち
葉
で
い
っ
ぱ
い

だ
っ
た
。巣
と
言
え
ば
鳥
の
巣
の
よ
う
に
、

器
用
に
編
み
込
ま
れ
た
も
の
だ
と
私
は
勝

手
に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た

だ
落
ち
葉
が
入
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

ま
た
触
っ
て
み
る
と
、
ふ
だ
ん
道
端
に
落

ち
て
い
る
も
の
と
変
わ
り
は
な
く
、
乾
燥

し
て
パ
リ
ッ
と
し
て
い
る
。
巣
に
も
い
ろ

ん
な
形
が
あ
る
の
だ
な
と
私
は
こ
の
と
き

は
じ
め
て
知
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の

調
査
で
は
ヤ
マ
ネ
に
出
会
え
な
い
こ
と
に

気
づ
い
た
。

そ
れ
か
ら
、
す
ぐ
次
の
巣
箱
を
開
け

る
と
、
な
か
は
草
と
木
く
ず
の
よ
う
な
も

の
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
巣

の
よ
う
だ
。
木
く
ず
は
草
と
比
べ
量
が
少

な
い
。
見
た
目
は
使
い
古
さ
れ
た
畳
の
よ

う
だ
っ
た
。
触
っ
て
み
る
と
落
ち
葉
と
比

べ
れ
ば
や
わ
ら
か
い
。
ま
た
巣
箱
の
な
か

は
平
ら
に
草
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
少
し
へ
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
。
西
さ
ん
に
よ
る
と
、
そ
の
へ
こ
み
は

生
き
も
の
が
休
息
し
て
い
た
跡
な
の
だ
そ

う
。
ヤ
マ
ネ
に
出
会
え
て
い
な
く
て
も
、

私
は
今
ま
で
、
生
き
も
の
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
ヤ
マ
ネ
の
調
査
に
同
行
し
、
じ
っ
さ
い
に
姿
を
見
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
も
の
の
、
ヤ
マ
ネ
と
出
会
え
た
気
が
し
た
。

経
験
で
記
憶
に
残
す

天然記念物であるヤマネは、体長約 14 センチ、
重さは約 18 グラム ( 写真提供＝北垣憲仁 )

こ
の
痕
跡
は
、
確
か
に
そ
こ
に
な
に
か
が

い
た
と
い
う
紛
れ
も
な
い
証
拠
だ
と
教
え

て
く
れ
た
。

結
局
、
動
物
が
使
っ
た
痕
跡
の
あ
っ

た
巣
箱
は
、
15
個
中
2
個
の
み
だ
っ
た
。

こ
の
あ
と
も
残
り
の
巣
箱
の
な
か
を
確
認

し
、
帰
り
に
す
べ
て
を
回
収
し
て
、
う
ら

山
を
降
り
た
。

ヤ
マ
ネ
の
痕
跡
へ
と
変
わ
る

調
査
に
同
行
し
、
巣
箱
を
見
た
こ
と

で
、
巣
の
材
料
や
そ
の
感
触
な
ど
の
た
く

さ
ん
の
情
報
を
得
た
。
し
か
し
そ
の
情
報

の
う
ち
ど
れ
が
ヤ
マ
ネ
に
つ
な
が
る
も
の

な
の
か
そ
の
時
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
自
分
の
見
た
情
報
と
ヤ
マ
ネ

を
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
ヤ
マ
ネ
に
つ
い

て
調
べ
て
み
た
。

す
る
と
わ
か
っ
た
の
は
、
二
つ
目
に

発
見
し
た
巣
は
、
ヤ
マ
ネ
の
も
の
だ
と
い

う
こ
と
だ
。ヤ
マ
ネ
が
作
る
巣
の
材
料
は
、

コ
ケ
や
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
樹
皮
だ
。
私
が

巣
箱
の
な
か
に
あ
る
草
だ
と
思
っ
て
い
た

も
の
は
コ
ケ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
木
く
ず
は

巣箱のかけてある高さは約 130
センチ。入口 ( 裏側 ) は木に面
するようにかけてある。ふたは
ゴム板で一辺のみとめてあり、
開けられるようになっているた
め、観察時になかが見やすい

縦：90 ミリ
横：105 ミリ
高さ：150 ミリ
穴の直径：30 ミリ

裏側 前から見た巣箱
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
樹
皮
だ
っ
た
。
ふ
だ
ん

見
る
コ
ケ
は
も
っ
と
湿
っ
ぽ
い
け
れ
ど
、

巣
箱
の
な
か
に
あ
る
コ
ケ
は
乾
い
て
い
た

た
め
、
身
近
に
生
え
て
い
る
草
だ
と
勘
違

い
し
た
の
だ
。
こ
こ
ま
で
わ
か
る
と
、
私

が
う
ら
山
で
得
た
情
報
は
、
自
分
の
な
か

で
た
し
か
に
ヤ
マ
ネ
の
い
た
痕
跡
へ
と
変

わ
っ
た
。

私
に
と
っ
て
ヤ
マ
ネ
は
、
名
前
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
の
生
き
も
の

だ
っ
た
。
し
か
し
調
査
に
同
行
し
て
痕
跡

を
見
た
こ
と
で
、
ヤ
マ
ネ
は
自
分
の
身
近

に
い・

・る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
私
に

と
っ
て
大
き
な
発
見
だ
。
私
は
は
じ
め
て

ヤ
マ
ネ
と
出
会
う
の
が
、
本
や
人
か
ら
聞

い
た
情
報
を
通
し
て
で
は
な
く
て
よ
か
っ

た
と
思
う
。
そ
れ
は
じ
っ
さ
い
に
見
る
こ

と
が
、
も
っ
と
も
自
分
の
記
憶
に
残
る
と

思
う
か
ら
だ
。
ヤ
マ
ネ
が
い・

・る
こ
と
が
わ

か
っ
た
だ
け
で
感
動
で
き
た
の
は
、
痕
跡

を
見
て
想
像
す
る
と
い
う
経
験
が
で
き
た

か
ら
だ
。

ヤマネが使った巣箱。なかは平ら
ではなく、ところどころへこんで
いるところがある。これがヤマネ
が休息した跡だ (2017 年 2 月 27 日 )

②二つ目に発見した巣

ヒメネズミが使ったと思われる巣
箱。なかは落葉広葉樹の落ち葉だ。
見た目だけでは巣だとわからな
かった (2017 年 2 月 27 日 )

①一つ目に発見した巣巣箱の設置場所

黒点は今回回収した巣箱の設置場所。①、②
は右のとおり

うぐいす
ホール

楽山球場

本学方面
↓

遊歩道入口

②
①うら山
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高
川
山
は
都
留
市
と
大
月
市
に
ま
た
が

る
山
で
あ
る
。
JR
初は

つ
か
り狩

駅
や
富
士
急
行
線

の
田
野
倉
、
禾か

せ
い生

駅
か
ら
直
接
登
れ
る
ア

ク
セ
ス
の
良
さ
で
多
く
の
登
山
者
が
こ
の

山
を
目
指
す
。
コ
ー
ス
は
5
つ
ほ
ど
整
備

さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
田
野
倉
駅
が
最

寄
り
の
松ま

つ
ば
い
り

葉
入
コ
ー
ス
を
利
用
し
た
。

登
山
口
を
経
て
尾
根
に
出
る
ま
で

1
月
21
日
、
小
形
山
に
あ
る
稲い

な
む
ら村

神

社
か
ら
歩
き
出
す
。
中
央
高
速
道
路(

富

士
吉
田
線)

を
越
え
て
、
舗
装
さ
れ
た
道

路
を
10
分
ほ
ど
歩
く
と
登
山
口
が
あ
る
。

舗
装
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
日
陰
で

は
雪
が
解
け
て
お
ら
ず
、
5
セ
ン
チ
ほ
ど

残
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
登
山
者
の
足
跡

も
あ
っ
た
の
で
登
っ
て
も
大
丈
夫
だ
ろ
う

と
少
し
安
心
し
た
。

登
山
道
に
入
る
。
舗
装
さ
れ
た
道
路

よ
り
は
残
雪
が
少
な
い
な
が
ら
も
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
雪
が
残
っ
て
い
る
。
踏
み
固

め
ら
れ
た
雪
は
凍
っ
て
い
て
滑
り
や
す

か
っ
た
。
登
山
口
か
ら
歩
い
て
15
分
く
ら

い
の
と
こ
ろ
に
弁べ

ん
け
い慶

岩(

弁
慶
石)

と
い

う
高
さ
、
幅
と
も
に
2
メ
ー
ト
ル
は
超
え

る
で
あ
ろ
う
、
大
き
な
石
が
あ
っ
た
。
名

前
の
由
来
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
弁
慶

の
よ
う
に
大
き
く
ど
っ
し
り
と
し
て
い
る

こ
と
が
由
来
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た

(

※
1)

。
そ
こ
か
ら
5
分
し
な
い
う
ち

に
頭
上
が
開
け
て
く
る
。
陽
が
差
し
込
む

た
め
、
雪
は
残
っ
て
い
な
い
。
植
物
も
広

葉
樹
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

　
登
山
口
か
ら
30
分
ほ
ど
歩
く
と
、
お
地

蔵
様
が
3
体
鎮
座
し
て
い
る
。
私
に
は
お

地
蔵
様
が
登
山
者
の
安
全
を
願
っ
て
く
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た(

※
1)

。
そ
の

先
に
分
岐
が
見
え
て
き
た
。
そ
の
分
岐
を

左
に
進
む
。
右
に
行
け
ば
大
月
市
立
中
央

病
院
の
近
く
ま
で
降
り
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
度
、
そ
の
コ
ー
ス
で
高
川
山
を
目

指
し
て
み
よ
う
。

尾
根
に
出
る
と

　
尾
根
に
出
る
と
風
が
強
く
な
っ
た
。
そ

し
て
ゆ
る
や
か
な
登
り
か
ら
急
斜
面
の
道

の
り
に
な
っ
て
い
く
。
尾
根
は
風
が
強
い

こ
と
も
あ
っ
て
、
雪
が
ふ
も
と
よ
り
多
く

残
っ
て
い
る
。
雪
の
表
面
が
ツ
ル
ツ
ル
と

凍
っ
て
い
る
た
め
、
滑
り
落
ち
た
ら
重
傷

を
負
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
雪
に
自
分
の

足
を
突
き
刺
す
よ
う
に
し
て
慎
重
に
歩
く
。

　
尾
根
に
出
て
15
分
ほ
ど
す
る
と
岩
場
が

現
れ
る
。
足
を
大
き
く
上
げ
な
い
と
登
れ

な
い
。身
体
を
支
え
る
た
め
に
手
も
使
う
。

ザ
ッ
ク
も
背
負
っ
て
い
る
の
で
全
身
運
動

で
あ
る
。

　

岩
場
を
15
分
ほ
ど
で
登
り
あ
げ
る
と
、

少
し
傾
斜
が
な
だ
ら
か
に
な
っ
た
。
落
葉

し
て
い
る
た
め
、枝
と
枝
の
あ
い
だ
か
ら
、

東
北
東
の
方
角
に
は
大
月
の
市
街
地
、
東

南
東
か
ら
南
南
東
の
方
角
に
は
小
形
山
や

古ふ
る
か
わ
ど

川
渡
の
街
並
み
、
北
北
東
の
方
角
に
は

大だ
い
ぼ
さ
つ

菩
薩
山
系(

※
2)

が
見
え
る
。
頂
上

か
ら
の
景
色
を
楽
し
み
に
し
な
が
ら
、
歩

み
を
進
め
る
。
馬
頭
観
音
の
先
に
あ
る
分

岐
か
ら
40
分
ほ
ど
歩
き
、
古ふ

る
や
ど宿
・
中な

か
や
い
り

谷
入

コ
ー
ス
の
分
岐
を
通
過
し
た
。

　
そ
の
分
岐
か
ら
さ
ら
に
10
分
、
つ
い
に

高
川
山
の
山
頂
に
た
ど
り
着
い
た
。

高
川
山
か
ら
の
眺
め

　
ほ
ぼ
全
方
位
が
見
渡
せ
る
眺
望
。
天
気

は
快
晴
だ
が
、
風
が
強
く
吹
い
て
い
て
肌

寒
い
。
空
気
が
澄
み
、
雲
が
な
い
た
め
、

直
線
距
離
に
す
る
と
50
キ
ロ
以
上
離
れ
た

南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
ま
で
見
渡
せ
る
。
雪

を
か
ぶ
っ
た
山
々
は
冬
し
か
見
ら
れ
な
い

光
景
だ
。
ま
た
、
都
留
で
は
全
方
位
が
見

渡
せ
る
山
は
数
少
な
い
。
雪
に
足
を
取
ら

れ
る
よ
う
な
苦
労
を
し
て
で
も
、
ま
た
見

に
来
た
い
と
思
う
絶
景
が
そ
こ
に
は
あ
っ

た
。
休
日
の
午
前
中
で
あ
る
か
ら
か
、
頂

上
に
は
私
た
ち
の
ほ
か
に
も
10
人
ほ
ど
の
登

山
者
が
い
た
。

　
寒
い
時
期
の
登
山
で
私
は
い
つ
も
や
る

桂川 田野倉駅

富士急行
大月線

古川渡
交差点

禾生第一小学校

R139

中央自動車道
富士吉田線

大月JCT

都留IC

600

700
800

900

県立リニア見学センター

道の駅つる

稲村神社

尾県郷土資料館

…登山道
…尾根(登山道)
…リニア実験線
…その他道路
…国道
…高速道路

高川山
(975ｍ)

狼煙台

馬頭観音通行不可

大月方面

弁慶岩
登山口

N

S

W E

＊高川山周辺地図 ( 矢印は順路を示す )

＊歩いた時間
( 休憩含む )

稲村神社から登山口・・・約 10 分
登山口から高川山山頂・・・約 90 分

都留の山々に登り、山頂や登山

道からの景色を楽しみたい。第

3 回では、都留市小
お が た や ま

形山から登

ることのできる高
たかがわやま

川山を目指す。

冬の山ではどんな出会いが待っ

ているのか。わくわくしながら

山の頂上を目指して歩いた。

小泉篤広 ( 社会学科 1 年 ) ＝文・写真

南條新 ( 初等教育学科 3 年 ) ＝写真

※ 1　32 ページのコラム参照※ 2　大
だいぼさつれい

菩薩嶺 (2059 メートル ) を中心とする南北約 30 キロに連なる山の総称

③

①

②

④

⑤

①南西の方角には富士山が見える ②北東の方角には南アルプスの山々も見渡せる ③高川山山頂にある方位を示した碑 ④

1 月 21 日、尾根に出てからの登山道のようす。雪は 5 センチほど残っていた ⑤ 2 月 7 日、④の写真とほぼ同じ場所から撮っ

た。雪は残っていない ( ④：2017 年 1 月 21 日撮影、ほか：2017 年 2 月 7 日撮影 )

③

▲頂上から 10 分ほど歩いたとこ

ろにある古宿・中谷入コースとの

分岐 (2017 年 1 月 21 日撮影 )
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弁慶岩は幅、高さともに 2 メー

トル以上はある大きな石だ。大

月市にある岩
いわどのさん

殿山から武将弁慶

が追っ手をおどすために投げた

と言い伝えられ、弁慶と名がつ

いているそうだ。じっさい、石

の裏側には大きな手形のような

跡がある。地元の都留市小形山

では「いわ（岩）」ではなく、「い

し ( 石 )」と呼ばれているという。

▲現在の弁慶岩 ( 石 )

(2017 年 2 月 7 日撮影 )

▲手形のような跡 ( 写真

提供＝山本恒男氏 )

弁慶岩 ( 弁慶石 )

狼煙台

古来は狼煙をあげていたと言い

伝えられる場所。頂上から大月

方面に 5 分ほど歩いた場所にあ

る。遠方との連絡手段になって

いたそうだ。▲現在の狼煙台から見

渡した景色。枝と枝の

あいだから東の方角を

望む

(2017 年 2 月 7 日撮影 )

馬頭観音

馬頭観音は石像である。高川山

では 60 年ほど前まで木の切り

出しや、草刈りなどの「山仕事」

がおこなわれていたという。そ

のさい、馬を使って荷物の運び

出しをおこなっていた。当時は

▲ 3 体の馬頭観音

(2017年1月21日撮影)

山に入る人々の交通安全を祈念する意味で、現在では馬

に感謝する意味や登山者の安全を祈念して、この場所に

置かれているという。登山口に近い、標高の低い場所に

も馬頭観音があるというが、現在は草木に覆われてしま

い、見ることは難しいという。

湯沸かしに▲

使う道具

山本さんにお話を聞いて

高川山に限らず、山には史跡や名

勝地が残っていることがある。そ

うした場所が現在にわたって残っ

ているということは、地元の人々

や登山客によって史跡や名勝地が

守られ、その山が愛されていると

いうことの表れではないかと思う。

高川山は人々の生活の近くにある

ように感じた。

▲山本恒男さん

(2017 年 2 月 4 日撮

影 )

2 月 4 日、私が気になった高川山の馬
ば と う か ん の ん

頭観音、弁
べんけいいわ

慶岩、狼
の ろ し だ い

煙台

について、地元の史跡に詳しい尾
お が た

県郷土資料館 ( 都留市小形

山 ) の館長である、山本恒
つ ね お

男さん (80) にお話をうかがった。

コラム　高川山の名所

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
頂
上
で
ガ
ス
コ

ン
ロ
を
用
意
し
て
お
湯
を
沸
か
し
、
そ
の

お
湯
で
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
楽
し
む
こ
と

で
あ
る
。
山
々
を
眺
め
な
が
ら
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
む
こ
と
は
、
ふ
だ
ん
は
で
き
な
い
。

登
っ
た
疲
れ
を
癒
や
し
て
く
れ
る
温
か
い

コ
ー
ヒ
ー
と
山
々
の
眺
望
の
組
み
合
わ
せ

は
格
別
だ
。
贅
沢
な
体
験
を
さ
せ
て
く
れ

た
高
川
山
に
感
謝
し
て
、
私
は
山
を
後
に

し
た
。　

　　
私
は
雪
の
残
る
山
に
あ
ま
り
登
っ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
。
と
く
に
尾
根
を
歩
い
て

い
る
あ
い
だ
は
、
雪
に
何
度
も
足
を
取
ら

れ
た
。
そ
の
た
め
、
滑
り
落
ち
な
い
だ
ろ

う
か
な
ど
と
、
不
安
な
気
持
ち
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
頂
上
に
着
く
と
不
安
感
は

一
転
し
て
、
来
て
よ
か
っ
た
と
い
う
気
持

ち
に
な
っ
た
。
ほ
ぼ
全
方
位
を
見
渡
す
こ

と
が
で
き
る
山
は
数
少
な
い
。
カ
メ
ラ
で

全
方
位
を
収
め
よ
う
と
い
う
勢
い
で
写
真

を
撮
っ
た
。
高
川
山
は
、
冬
の
山
の
厳
し

さ
と
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
先
に
待
っ
て
い

る
感
動
を
私
に
与
え
て
く
れ
た
。

自転車の
スペシャリストになれ

窪田りさ ( 社会学科２年 ) ＝文・写真

「雨に濡れたまま放置してるでしょ」と言われてぎくりとした。

長年自転車を修理してきた健
け ん じ

司さんには、私の自転車の扱いか

たはお見通しのようだ。自転車やバイクの修理・販売を専門と

する「YOU SHOP ばらあふ」店主の橋
はしもと

本健司さんに、1 月 20 日、

お話をうかがった。
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「
Ｙ
Ｏ
Ｕ 

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｐ 

ば
ら
あ
ふ
」
は
、
１
９
８
５

年
か
ら
30
年
以
上
つ
づ
い
て
い
る
お
店
で
、
谷
村
町

駅
近
く
に
あ
る
。
も
と
も
と
バ
イ
ク
の
レ
ー
ス
を

や
っ
て
い
た
健
司
さ
ん
が
バ
イ
ク
屋
さ
ん
を
は
じ

め
、
自
転
車
も
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
。
店
内
に

は
自
転
車
や
バ
イ
ク
、
そ
れ
に
関
連
し
た
工
具
が
い

た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
自
転
車
が
逆
さ
ま
に
つ
る
さ

れ
て
い
た
り
、
10
台
以
上
置
か
れ
て
い
た
り
す
る
の

は
、
私
が
想
像
す
る
自
転
車
屋
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
通

り
だ
っ
た
。

　

お
店
を
は
じ
め
た
と
き
は
都
留
市
に
16
、
17
軒

あ
っ
た
自
転
車
屋
さ
ん
も
、
今
で
は
４
軒
。
ほ
と
ん

ど
の
人
が
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
自
転
車
を
買
う
よ
う

に
な
り
、
自
転
車
屋
さ
ん
の
仕
事
は
修
理
が
メ
イ
ン

に
な
っ
た
。
け
れ
ど
、
最
近
で
は
修
理
の
仕
事
も
大

き
く
減
っ
て
い
る
そ
う
。

　
昔
、
本
学
の
最
寄
り
駅
は
富
士
急
行
線
の
谷
村
町

駅
だ
っ
た
。
徒
歩
で
約
20
分
の
距
離
で
あ
る
た
め
、

当
時
は
駅
か
ら
自
転
車
で
通
う
人
が
多
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
２
０
０
４
年
、
本
学
か
ら
徒
歩
約
５
分
の
場

所
に
都
留
文
科
大
学
前
駅
が
で
き
た
。
駅
か
ら
徒
歩

で
通
う
人
が
多
く
な
り
、
自
転
車
は
あ
ま
り
必
要
と

さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
当
然
修
理
に
く
る
人
も

減
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
、
車
を
持
つ
人
が
増
え
た
こ
と
も
影
響
し
て

い
る
。
徒
歩
や
自
転
車
で
行
け
る
距
離
で
も
、
車
を

使
う
人
が
多
く
な
っ
た
。
自
転
車
や
バ
イ
ク
の
修
理

だ
け
で
は
経
営
が
難
し
い
た
め
、
車
や
耕
運
機
を
直

す
こ
と
も
あ
る
そ
う
。

健
司
さ
ん
の
お
こ
な
う
接
客

　
私
が
今
ま
で
自
転
車
の
修
理
を
頼
ん
で
い
た
と
こ

ろ
で
は
、
自
転
車
を
預
け
、
修
理
が
終
わ
っ
た
ら
取

り
に
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
が
ふ
つ
う
だ
と

思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
健
司
さ
ん
は
違
う
。
自
転
車

を
持
っ
て
行
っ
た
と
き
に
、
い
つ
も
そ
の
場
で
、
こ

と
細
か
に
説
明
し
な
が
ら
修
理
を
し
て
く
だ
さ
る
。

「
雨
に
濡
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
日
光
が
当
た
る
と
タ

イ
ヤ
の
ゴ
ム
が
傷
ん
で
し
ま
う
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ

ス
を
く
れ
た
り
、
自
転
車
を
分
解
し
な
が
ら
、「
こ

の
部
品
は
い
く
ら
」
と
わ
か
り
や
す
い
料
金
の
説
明

を
し
て
く
れ
た
り
す
る
。
自
分
の
自
転
車
を
大
切
に

し
て
ほ
し
い
。
間
違
っ
た
使
い
か
た
を
つ
づ
け
て
、

必
要
以
上
の
お
金
を
使
わ
せ
た
く
な
い
。
自
転
車
と

お
客
さ
ん
の
両
方
を
気
遣
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
っ
た
。　

違
い
を
感
じ
取
る
こ
と

　
健
司
さ
ん
は
チ
ェ
ー
ン
の
か
ら
ま
っ
た
自
転
車
を

直
し
な
が
ら
、「
こ
の
自
転
車
に
対
し
て
は
持
ち
主

が
一
番
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
ら
な
き
ゃ
だ
め
だ
」

と
い
う
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
や
っ
ぱ
り
自
転
車

の
修
理
く
ら
い
自
分
で
で
き
な
い
と
だ
め
な
の
か

と
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
へ
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
を
感

じ
た
。
と
こ
ろ
が
健
司
さ
ん
に
よ
る
と
、
修
理
は
で

き
な
く
て
も
い
い
そ
う
だ
。

　
「
い
つ
も
は
も
っ
と
楽
に
こ
げ
た
よ
う
な
気
が
す

る
け
ど
、
今
日
は
ペ
ダ
ル
が
重
た
い
な
」、「
昨
日
は

ブ
レ
ー
キ
が
ふ
つ
う
に
き
い
た
ん
だ
け
ど
、
今
日
は

坂
を
下
る
と
き
に
キ
イ
キ
イ
と
音
が
し
た
よ
」
と
、

い
つ
も
と
の
違
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ

と
い
う
。
そ
れ
な
ら
私
で
も
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な

れ
そ
う
だ
。
自
転
車
の
異
常
に
気
付
け
ば
、
あ
と
は

「
Ｙ
Ｏ
Ｕ 

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｐ
ば
ら
あ
ふ
」
に
持
っ
て
行
く
だ

け
で
、
健
司
さ
ん
が
修
理
し
て
く
れ
る
。
と
く
に
異

常
が
な
け
れ
ば
、「
こ
う
い
う
音
が
し
て
も
大
丈
夫

な
ん
だ
よ
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
も
ら
う
だ
け
で

済
み
、
大
事
に
は
な
ら
な
い
。

　
「
自
分
の
自
転
車
と
対
話
し
な
い
と
い
け
な
い
よ
。

人
間
み
た
い
に
こ
こ
が
痛
い
よ
、
か
ゆ
い
よ
っ
て

言
っ
て
く
れ
な
い
わ
け
だ
か
ら
」。
友
だ
ち
が
悩
ん

で
い
る
の
を
察
し
た
り
、
空
気
を
読
ん
だ
り
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
言
葉
を
使
わ
な
い
自
転
車
と
対
話
す

る
こ
と
は
も
っ
と
難
し
い
。
だ
か
ら
、
自
分
の
自
転

車
を
わ
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、
自
転
車
屋

さ
ん
の
力
を
借
り
て
も
い
い
の
だ
。

自
分
の
手
で
直
す
こ
と

健
司
さ
ん
は
と
く
に
、
古
い
車
や
古
い
バ
イ
ク

が
好
き
で
、
自
分
で
直
す
こ
と
も
で
き
る
。
自
分
で

分
解
し
て
、
悪
い
部
分
を
見
つ
け
る
と
い
う
。
け
れ

ど
今
の
車
や
バ
イ
ク
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
え
ば

簡
単
に
悪
い
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
に
悪
い
と
こ
ろ
が
表
示
さ
れ
、
そ
こ
の

部
品
交
換
を
す
れ
ば
済
む
こ
と
が
多
い
そ
う
だ
。「
自

分
の
車
な
の
に
、自
分
で
直
せ
な
い
っ
て
嫌
じ
ゃ
ん
」

と
健
司
さ
ん
。
こ
の
車
に
は
こ
の
オ
イ
ル
を
使
っ
た

ほ
う
が
い
い
、
こ
う
し
た
ら
エ
ン
ジ
ン
が
も
っ
と
軽

く
回
る
な
ど
、
車
や
バ
イ
ク
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る

の
だ
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
に
、「
人
間
的
な
部

分
を
感
じ
ら
れ
る
」
と
健
司
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
り
、

「
キ
ザ
な
言
い
か
た
で
や
だ
な
」と
少
し
照
れ
て
笑
っ

た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
直
す
効
率
の
よ
さ

が
絶
対
と
は
限
ら
な
い
。
な
ん
で
も
自
分
で
直
し
、

さ
ら
に
は
バ
イ
ク
や
車
の
個
性
ま
で
引
き
出
し
て
し

ま
う
技
術
が
う
ら
や
ま
し
い
。

　
　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊

健
司
さ
ん
は
自
分
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
他
人

の
自
転
車
や
バ
イ
ク
、
車
ま
で
も
直
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
ん
な
健
司
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち

に
、
今
ま
で
自
分
の
自
転
車
す
ら
大
事
に
し
よ
う
と

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
。
自

分
の
自
転
車
に
と
っ
て
、
私
は
一
番
の
持
ち
主
で
あ

り
た
い
。
自
転
車
の
不
調
を
感
じ
取
る
こ
と
。
雨
に

濡
れ
た
ま
ま
放
置
し
な
い
こ
と
。
い
た
っ
て
簡
単
な

こ
と
は
、
自
分
だ
け
が
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
だ
。

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
る
た
め
に
は
、
ほ
ん
の
少
し

の
気
遣
い
だ
け
で
い
い
。
こ
れ
か
ら
の
私
と
自
転
車

は
、友
好
な
関
係
に
な
る
気
が
し
て
嬉
し
く
な
っ
た
。

左：5 段目までぎっしり工具が詰まっている棚の 1 段目。部品の種類や場所によって使う工具も異なる 

中央：健司さん ( 左 ) と奥さんの智
と も み

美さん ( 右 )。智美さんは店の手伝いをしているうちに、ひとりで

パンク修理ができるようになったという 

右：高い位置に置かれた売り物の自転車。天井に届きそうだ

店内のようす。つるされた競技用自転

車が目に留まる

写真は全て 2017 年 1 月 20 日に撮影
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31
年
間
、
走
る
魚
屋
さ
ん
を
経
営
さ
れ
て
い
る
の

は
勝か

つ
ま
た又

民た
み
お男

さ
ん(

56)

だ
。
少
し
日
焼
け
し
た
よ

う
な
肌
と
、
濃
い
眉
毛
が
男
ら
し
い
。
刺
身
を
さ
ば

く
そ
の
指
は
太
く
、
皮
が
分
厚
く
な
っ
て
い
る
。
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
職
人
の
手
だ
っ
た
。
１
月
27
日
の

20
時
ご
ろ
、
客
足
が
落
ち
着
い
た
と
き
に
お
話
を
う

か
が
っ
た
。

　
勝
又
さ
ん
が
初
め
て
都
留
へ
魚
を
売
り
に
き
た
の

は
１
９
８
６
年
の
９
月
だ
っ
た
そ
う
。
月
ま
で
は
っ

き
り
と
覚
え
て
い
ら
れ
る
の
は
、す
ご
い
記
憶
力
だ
。

勝
又
さ
ん
は
都
留
市
の
出
身
で
は
な
く
、
静
岡
県
で

生
ま
れ
育
っ
た
。結
婚
さ
れ
て
い
て
子
ど
も
は
３
人
、

孫
は
４
人
い
る
。

　
都
留
市
に
く
る
の
は
水
曜
を
除
く
平
日
だ
。
月
曜

は
古こ

わ
た渡

や
宮み

や
し
た下

、
木
曜
は
四
日
市
場
や
鹿し

し
ど
め留

な
ど
を

訪
れ
、
火
曜
と
金
曜
は
谷
村
町
駅
や
十
日
市
場
な
ど

で
魚
を
販
売
し
て
い
る
。

都
留
に
く
る
わ
け

　
勝
又
さ
ん
は
21
歳
の
と
き
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
で

都
留
ま
で
重
油
な
ど
を
運
ぶ
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
仕
事
を
３
年
ほ
ど
し
た
の
ち
、
貸
し
切
り
バ
ス

の
運
転
手
の
職
に
就
い
た
。そ
こ
か
ら
１
年
経
た
ず
、

バ
ス
の
運
転
手
か
ら
移
動
販
売
の
魚
屋
さ
ん
へ
転
身

さ
れ
た
そ
う
。
ど
う
し
て
魚
屋
さ
ん
な
の
か
と
尋
ね

る
と
、「
こ
ん
な
仕
事
が
い
い
か
な
と
思
っ
て
」
と

お
っ
し
ゃ
る
。
意
外
に
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
理
由
で
驚

い
た
。

　
魚
屋
さ
ん
を
始
め
た
１
９
８
６
年
は
、
ま
だ
バ
ブ

ル
経
済
の
余よ

い
ん韻
が
残
っ
て
い
て
、
な
に
を
や
っ
て
も

う
ま
く
い
く
時
代
だ
っ
た
そ
う
。
魚
を
売
れ
ば
、
売

れ
残
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
時
は
静
岡
県
で
も
移

動
販
売
の
魚
屋
さ
ん
が
多
く
、
勝
又
さ
ん
は
少
し
離

れ
た
場
所
ま
で
い
く
こ
と
に
し
た
そ
う
だ
。
富
士
吉

田
や
河
口
湖
、
静
岡
県
の
須す

ば
し
り走
な
ど
で
売
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
河
口
湖
で
売
っ
た
と
き
は
一
か
所
で

３
０
０
人
ほ
ど
の
お
客
さ
ん
が
訪
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
。
け
れ
ど
勝
又
さ
ん
は
都
留
市
に
ま
で
売

り
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
の
ひ
と

つ
は
、都
留
市
で
知
り
合
っ
た
か
た
の
存
在
だ
っ
た
。

そ
の
か
た
と
は
、
現
在
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
の
場

所
に
あ
っ
た
さ
ら
し

3

3

3

染
め
工
場
で
知
り
合
っ
た
。
魚

を
売
る
な
ら
こ
っ
ち
が
い
い
よ
、
あ
っ
ち
が
い
い
よ

と
親
切
に
場
所
を
教
え
て
く
れ
た
そ
う
。
そ
の
か
た

だ
け
で
な
く
、「
都
留
は
人
が
い
い
ね
」
と
勝
又
さ

ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。

移
動
販
売
の
優
し
さ

　
移
動
販
売
は
、
歩
い
て
買
い
物
に
い
く
の
が
大
変

な
お
年
寄
り
の
か
た
に
も
う
れ
し
い
こ
と
だ
。「
と

て
も
重
宝
し
て
助
か
っ
て
い
る
」
と
年
配
の
お
客
さ

19
時
す
ぎ
、
十と

お

か

い

ち

ば

日
市
場
に
あ
る
佐さ

い

き伯
橋
を
越
え
、
ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
す
ぐ
近
く
に
一
台
の
ト
ラ
ッ
ク

が
や
っ
て
く
る
。「
お
も
ち
ゃ
の
マ
ー
チ
」を
ス
ピ
ー

カ
ー
か
ら
流
し
な
が
ら
駐
車
し
て
い
る
の
は
、
走
る

魚
屋
さ
ん
だ
っ
た
。
週
に
４
日
、
静
岡
県
か
ら
都
留

市
に
き
て
い
る
と
い
う
。
ど
ん
な
人
が
、
な
ぜ
都
留

ま
で
や
っ
て
く
る
の
か
、
知
り
た
く
な
っ
た
。

上段中央にカレーがある。競りで仕入れた魚介のほかに、
勝又さんがいいと思った海産物の加工品も取り揃えている

お客さんと話す機会が多い勝又さんは、都留の人や出来事
にも詳しい。ときどき語尾が山梨県の方言になることも

走る魚屋さん
新鮮魚介で食卓を支える

ん
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。そ
の
お
客
さ
ん
の
話
は
、

勝
又
さ
ん
の
仕
事
が
都
留
市
に
住
む
人
た
ち
の
支
え

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。

　
魚
の
切
り
身
や
干
物
な
ど
を
冷
蔵
し
て
い
る
な
か

に
レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
が
お
い
て
あ
っ
た
。
周
り
が
魚

介
類
ば
か
り
な
の
で
少
し
違
和
感
が
あ
る
。「
カ
レ
ー

も
売
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
」
と
い
う
と
、「
明
日
が

雪
だ
っ
た
ら
も
う
完
売
し
て
る
よ
」
と
勝
又
さ
ん
は

お
っ
し
ゃ
る
。
次
の
日
が
雪
や
台
風
な
ど
で
買
い
物

に
い
け
そ
う
に
な
い
と
き
、
喜
ば
れ
る
の
だ
そ
う
。

魚
屋
さ
ん
な
の
に
、
カ
レ
ー
を
用
意
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
勝
又
さ
ん
の
心
づ
か
い
が
見
え
る
。　

古渡
谷村町駅

宝 火・金

(2017 年 1 月 27 日 )

(2017 年 1 月 27 日 )

都留市 宮下

月曜日

走る魚屋さん
新鮮魚介で食卓を支える

静岡県 沼津

トラックの側面は翼のように開く。６つある 60 センチ四方ほどのガ
ラス窓から、氷の上に置かれた魚や切り身が見える。(2017年2月7日)

月
火・金
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水
掛
け
菜
か
ら
広
が
る
こ
と

続
け
て
い
ら
れ
る
こ
と

　
勝
又
さ
ん
の
朝
は
早
い
。
朝
５
時
に
は
競
り
に
出

る
た
め
ト
ラ
ッ
ク
に
の
り
込
む
。
競
り
か
ら
帰
っ
て

く
る
と
、
次
は
売
り
に
い
く
準
備
を
す
る
。
商
品
や

そ
れ
を
冷
や
し
て
お
く
た
め
の
氷
の
入
れ
か
え
な

ど
、
準
備
は
４
時
間
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　
火
曜
と
金
曜
は
、
16
時
ご
ろ
に
な
る
と
谷
村
町
駅

で
売
り
始
め
、
十
日
市
場
に
や
っ
て
く
る
の
は
19
時

ご
ろ
に
な
る
。
家
に
帰
る
こ
ろ
に
は
22
時
を
過
ぎ
て

い
る
。
そ
し
て
片
づ
け
な
ど
で
、
床
に
就
く
の
は
早

く
て
も
１
時
半
だ
そ
う
。
一
週
間
の
内
の
４
日
は
、

よ
く
て
３
時
間
睡
眠
と
い
う
計
算
だ
。
移
動
販
売
に

つ
い
て
「
や
っ
ぱ
り
負
担
は
大
き
い
ね
」
と
勝
又
さ

ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。

　

勝
又
さ
ん
が
売
る
魚
は
、
鮮
度
が
抜
群
に
い
い
。

お
話
を
さ
せ
て
も
ら
う
た
め
に
ト
ラ
ッ
ク
の
近
く
で

待
っ
て
い
る
と
、
常
連
の
お
客
さ
ん
が
多
く
や
っ
て

く
る
。
そ
う
し
た
人
は
た
い
て
い
、「
こ
こ
の
魚
は

お
い
し
い
」
と
い
う
。
わ
た
し
も
買
っ
て
食
べ
て
み

る
と
、
旬
の
ブ
リ
は
脂
が
の
り
、
マ
グ
ロ
も
ス
ジ
が

な
い
。
食
べ
始
め
る
と
箸
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
大
き
さ
と
質
の
刺
身
が
５
０
０
円
か
と
思
う
と
、

破
格
だ
と
感
じ
る
。

　
何
人
前
や
何
円
分
と
指
定
す
る
と
、
勝
又
さ
ん
は

そ
の
場
で
量
や
好
き
な
魚
に
合
わ
せ
て
盛
り
合
わ
せ

を
つ
く
っ
て
く
れ
る
。
思
い
切
っ
て
「
こ
ん
な
に
安

く
て
量
が
多
く
て
、
も
う
け
は
あ
る
ん
で
す
か
？
」

と
尋
ね
る
と
、「
ほ
と
ん
ど
な
い
ね
」と
お
っ
し
ゃ
る
。

30
年
前
に
比
べ
る
と
魚
も
高
く
な
っ
て
い
る
と
、
少

し
重
た
い
声
で
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
魚
屋
さ
ん
は

天
候
や
季
節
、
漁
獲
量
に
も
大
き
く
影
響
さ
れ
る
。

　
負
担
が
大
き
く
て
も
、
も
う
け
が
あ
ま
り
な
く
て

も
、
30
年
以
上
続
け
て
い
ら
れ
る
の
を
不
思
議
に
思

う
。「
続
け
ら
れ
る
の
は
や
っ
ぱ
り
楽
し
い
か
ら
で

す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
ど
う
だ
ろ
う
ね
ぇ
、
毎

日
同
じ
こ
と
や
っ
て
ら
れ
り
ゃ
い
い
や
と
思
っ
て

や
っ
て
る
だ
け
だ
か
ら
」
と
勝
又
さ
ん
は
刺
身
を
切

り
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
毎
日
同
じ
こ
と
を
や
っ

て
い
く
だ
け
で
も
大
変
な
は
ず
だ
。
け
れ
ど
、
勝
又

さ
ん
は
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
こ
な
し
て
、
今
日
も

新
鮮
な
魚
を
届
け
て
く
れ
る
。

佐
藤
琢
磨(

社
会
学
科
１
年)
＝
文
・
写
真

長
尾
泉(

初
等
教
育
学
科
３
年)
＝
写
真

十日市場

四日市場

夏狩

鹿留
火・金

木
木

木

秋
山
さ
ん
の
農
業

　

1
月
24
日
、
風
が
強
く
て
刺
す
よ
う
に
冷
た
い

け
れ
ど
、
天
気
は
と
て
も
い
い
。
わ
た
し
は
秋あ

き
や
ま山

美み

わ

こ
和
子
さ
ん
の
案
内
で
、
十
日
市
場
の
水
掛
け
菜

畑
に
来
て
い
た
。
10
メ
ー
ト
ル
も
な
い
長
さ
の
畝

が
何
列
も
並
び
、
そ
の
上
に
背
が
低
く
、
明
る
い

緑
色
の
水
掛
け
菜
が
び
っ
し
り
と
植
わ
っ
て
い
る
。

こ
こ
は
秋
山
英え

い
じ治
さ
ん(

49)

と
美
和
子
さ
ん
の
ご

夫
婦
が
、
ほ
か
の
か
た
と
共
同
で
水
掛
け
菜
を
育

そ
の
存
在
を
な
ん
と
な
く
は
知
っ
て
い
た
け
れ

ど
、
都
留
市
に
来
て
4
年
目
で
あ
る
今
年
、
わ
た

し
は
、
は
じ
め
て
水み

ず

か

け

な

掛
け
菜
に
関
心
を
持
っ
た
。

水
掛
け
菜
の
こ
と
を
知
る
過
程
で
出
会
っ
た
の

は
、
一
昨
年
前
か
ら
水
掛
け
菜
栽
培
を
始
め
た
と

い
う
農
家
の
ご
夫
婦
だ
っ
た
。
お
二
人
の
水
掛
け

菜
に
対
す
る
考
え
や
、
栽
培
の
姿
勢
を
知
る
う
ち

に
、
わ
た
し
の
水
掛
け
菜
へ
の
興
味
も
強
く
な
っ

て
い
っ
た
。
な
ぜ
お
二
人
の
語
る
こ
と
に
、
こ
ん

な
に
引
き
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

畑の隣を流れる湧水で、収穫した水掛け菜の土を落とす。気温の低さも相まって、
湧水に手を浸しているとお湯のように温かく感じる（2017 年 1 月 24 日）

▲刺身の盛り合わせ。アジ、サーモン、マグロ、貝ひも、イカ、タコ、
ブリ、エビがのっている。これで 2000 円だ

(2017 年 2 月 7 日 )

▲勝又さんは、魚屋さんだけでなく、休日には狩猟や農業もして
いるという。どこにそんな時間と体力があるのか不思議だ

(2017年1月27日)
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て
て
い
る
畑
だ
。
こ
の
日
は
水
掛
け
菜
の
収
穫
体
験

を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　
お
二
人
が
今
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
化
学
肥
料

や
農
薬
を
使
わ
な
い
自
然
農
。
天
候
に
左
右
さ
れ
や

す
か
っ
た
り
、
作
業
量
が
多
か
っ
た
り
と
い
う
苦
労

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
夏
が
旬
の
野
菜
で
あ
っ

て
も
、
雨
が
降
ら
な
い
年
だ
と
ト
マ
ト
が
豊
作
に
な

る
が
ナ
ス
は
育
ち
に
く
い
。
け
れ
ど
そ
れ
は
作
物
の

個
性
で
、
旬
や
特
性
を
尊
重
し
活
か
す
こ
と
は
、
生

命
力
に
あ
ふ
れ
た
野
菜
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
い
う
。
野
菜
は
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
の
旬
の
時
期

に
育
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
秋
山
さ
ん
の

考
え
方
だ
。

　
秋
山
さ
ん
ご
夫
婦
は
専
業
の
農
家
だ
が
、
都
留
市

で
農
業
を
ず
っ
と
お
こ
な
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。
都
留
市
出
身
の
英
治
さ
ん
が
農
業
に
踏
み
切
っ

た
の
は
、
９
年
前
の
２
０
０
８
年
だ
。
以
前
は
会

社
勤
め
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
が
、
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
不
況
に
あ
お
ら
れ
、
そ
の
会
社
に

勤
め
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
「
循
環
農

法
」
と
い
う
農
法
に
出
会
っ
た
の
が
、
考
え
が
変
わ

る
き
っ
か
け
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　
と
は
言
っ
て
も
、
初
め
て
知
っ
た
と
き
は
そ
の
内

容
に
、「
な
ん
だ
こ
れ
は
、
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
疑
い
の
気
持
ち
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
。し
か
し
、

そ
れ
ま
で
農
業
を
し
た
経
験
が
な
く
「
そ
れ
は
お
か

し
い
」
と
反
論
す
る
材
料
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
知
り
合
い
に
田
を
借
り
て
じ
っ
さ
い
に
稲

作
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
本
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う

な
こ
と
が
起
き
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
目
の
当
た

り
に
し
、
農
業
を
や
ろ
う
、
と
考
え
が
変
わ
っ
た
の

だ
そ
う
だ
。

　
い
っ
ぽ
う
の
美
和
子
さ
ん
は
、
関
西
出
身
で
、
5

年
前
か
ら
、
結
婚
を
機
に
都
留
市
で
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
た
。幼
い
こ
ろ
か
ら
週
末
だ
け
畑
に
行
く
な
ど
、

農
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
そ
う
。
そ
し
て
、
大
学

4
年
生
の
と
き
か
ら
気
に
な
る
農
業
家
の
も
と
で
研

修
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
農
業
を
学
ん
で
い
た
と
い

う
。
こ
の
世
界
の
面
白
さ
を
伝
え
ら
れ
た
ら
、
と
一

時
は
農
業
高
校
の
教
員
を
や
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る

そ
う
だ
。
職
業
で
は
な
く
、
生
き
か
た
と
し
て
農
業

を
選
ん
だ
と
い
う
。

冬
が
旬
と
い
う
こ
と

　
水
掛
け
菜
は
都
留
市
伝
統
の
葉
物
野
菜
だ
。
そ
の

名
の
と
お
り
、
畝
と
畝
の
あ
い
だ
に
湧
水
を
流
し
込

ん
で
育
て
ら
れ
る
。
冬
場
の
湧
水
の
温
度
は
12
度
前

後
と
温
か
く
、
こ
れ
を
流
し
込
む
こ
と
で
寒
い
冬
で

も
土
が
凍
ら
ず
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
秋
山
さ
ん
が
水
掛
け
菜
栽
培
を
始
め
た
の
は
一
昨

年
前
か
ら
だ
。「
我
々
も
ま
だ
ま
だ
勉
強
中
な
ん
だ

け
ど
」
と
お
二
人
は
言
う
。
き
っ
か
け
は
、
先
輩
の

農
家
か
ら
種
を
も
ら
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
水
掛
け
菜

の
栽
培
が
始
ま
る
の
は
、
稲
刈
り
の
最
中
で
農
家
が

忙
し
い
10
月
。
そ
し
て
、
普
通
は
あ
ま
り
作
物
が
育

た
ず
閑
散
期
に
な
る
年
末
に
収
穫
の
ピ
ー
ク
を
迎
え

る
。
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
手
が
な
く
、
新
年
を
迎
え

る
準
備
も
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
以
前
は
栽
培

に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
。

　
雑
草
と
と
も
に
所
せ
ま
し
と
畝
に
根
を
張
る
水
掛

け
菜
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
。
育
ち
具
合
を
均
一
に
で

き
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
ほ
か
の
畑
や
、
水
掛
け
菜
の

様
子
を
観
察
し
な
が
ら
、
育
て
か
た
を
模
索
し
て
い

る
と
い
う
。

「
わ
た
し
た
ち
が
水
掛
け
菜
に
感
動
し
た
っ
て
い
う

の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
な
か
で
は
旬
の
も
の

し
か
つ
く
っ
て
な
い
か
ら
、
単
純
に
冬
に
青
い
も
の

な
ん
て
手
に
入
ら
な
い
わ
け
よ
。そ
し
た
ら『
青
物
！

青
物
！
』っ
て
思
う
わ
け
よ
」と
美
和
子
さ
ん
が
語
っ

て
く
だ
さ
る
。
ハ
ウ
ス
栽
培
な
ど
で
旬
の
季
節
で
な

く
て
も
野
菜
が
と
れ
た
り
、
遠
く
の
温
暖
な
地
域
か

ら
取
り
寄
せ
ら
れ
た
り
、
今
は
い
つ
だ
っ
て
簡
単
に

食
べ
た
い
野
菜
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
け

れ
ど
本
当
は
、
寒
い
冬
に
と
れ
る
青
菜
は
貴
重
な
の

だ
。
昔
、
こ
の
寒
い
地
域
に
暮
ら
す
人
た
ち
に
新
鮮

な
水
掛
け
菜
は
喜
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
水
掛
け
菜
の
栽
培
は
昔
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て

い
る
。
関
心
を
持
ち
始
め
た
こ
ろ
は
漠
然
と
、
地
域

に
慣
れ
親
し
ま
れ
て
い
た
水
掛
け
菜
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
は
寂
し
い
、と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
。

お
話
の
な
か
で
美
和
子
さ
ん
は
、
ど
う
し
て
水
掛
け

菜
は
減
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
問
い
か
け
た
。

　
旬
を
大
切
に
し
て
育
て
る
と
い
う
一
つ
の
視
点
を

わ
た
し
は
秋
山
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
水

掛
け
菜
を
見
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
や
可
能

性
が
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
水
掛
け
菜
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
は
い
ろ
い
ろ

思
い
つ
く
。
冬
場
に
食
べ
ら
れ
る
青
菜
が
貴
重
で
は

な
く
な
っ
た
か
ら
。
栽
培
で
き
る
人
が
減
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
。そ
れ
が
正
し
い
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

け
れ
ど
今
の
水
掛
け
菜
が
あ
る
の
は
、
地
域
の
農
業

や
、
食
文
化
と
い
っ
た
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
変
わ
っ

て
も
、
大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
人
た
ち
が
い
た
か

ら
な
の
だ
。

ぬかるんだ水掛け菜畑では普通に歩くことも難しいが、この水のなかで転ぶわ
けにはいかない（2017 年 1 月 24 日）

栽培の様子。およそ 50 〜 60 センチ幅の畝一面に水掛け菜が根を張る (2017 年 1 月 24 日）

舟
田
早
帆(

社
会
学
科
4
年)

＝
文
・
写
真
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で
出
か
け
よ
う
と
考
え
た
り
、
今
日
の
食
事
は
「
富

士
山
を
食
べ
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
作
っ
て
み
よ
う

と
考
え
た
り
。
身
近
な
も
の
か
ら
感
じ
と
り
、
表
現

す
る
こ
と
が
、
藤
本
さ
ん
の
日
常
だ
。

　
藤
本
さ
ん
が
「
椿
も
ち
」
だ
と
言
っ
て
お
菓
子
を

出
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
あ
ん
入
り
の
お
は
ぎ
が
、
椿

の
葉
で
挟
ま
れ
て
い
る
。
藤
本
さ
ん
が
考
え
た
お
菓

子
だ
。
机
の
上
に
は
椿
の
枝え

だ
は葉
と
、
椿
を
か
た
ど
っ

た
紅
白
の
花
ロ
ー
ソ
ク
。
庭
に
咲
く
本
物
の
椿
の
花

を
見
な
が
ら
、
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
季
節
だ

け
味
わ
え
る
ひ
と
と
き
に
、
こ
れ
が
藤
本
さ
ん
の
言

う
「
毎
日
が
イ
ベ
ン
ト
」
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

＊　
＊　
＊

　

藤
本
さ
ん
は
日
々
、
羽
根
子
を
よ
く
見
て
い
る
。

そ
う
や
っ
て
自
分
の
足
元
を
原
点
に
も
の
を
作
り
、

身
近
な
人
に
向
け
て
表
現
し
て
き
た
。
私
も
自
分
の

足
元
か
ら
は
じ
ま
る
表
現
を
し
て
い
た
い
。
そ
の
た

め
に
、
小
さ
な
も
の
を
見
落
と
さ
な
い
人
で
あ
り
た

い
。
１
人
に
寄
り
添
え
る
人
で
あ
り
た
い
。
そ
う
し

て
作
っ
た
も
の
は
、
き
っ
と
だ
れ
か
の
心
に
届
く
も

の
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。

　
藤
本
さ
ん
は
女
の
子
と
の
出
来
事
を
『
は
な
ロ
ー

ソ
ク
づ
く
り
の
じ
い
さ
ん
』
と
い
う
絵
本
に
し
た
。

文
章
は
藤
本
さ
ん
、
絵
を
描
い
た
の
は
女
の
子
だ
。

「
美
大
を
出
て
絵
を
描
い
て
い
る
人
が
多
い
な
か
で
、

子
ど
も
の
絵
を
こ
ん
な
ふ
う
に(

絵
本
に)

使
っ
て

い
い
の
か
な
、
な
ん
て
言
う
人
も
い
る
ん
だ
よ
ね
。

こ
ん
な
立
派
な
絵
描
き
さ
ん
、
と
思
う
け
ど
ね
、
僕

に
と
っ
て
は
。
素
晴
ら
し
い
絵
描
き
さ
ん
で
す
よ
」

　
黄
や
青
の
色
鉛
筆
で
勢
い
よ
く
グ
ル
グ
ル
と
描
か

れ
た
円
は
抽
象
画
の
よ
う
だ
。「
自
然
の
な
か
で
遊

び
な
が
ら
こ
う
い
う
も
の
を
感
じ
て
る
わ
け
」
と
言

う
藤
本
さ
ん
。
女
の
子
が
感
じ
た
ま
ま
を
自
由
に
表

現
し
た
こ
の
絵
に
、
藤
本
さ
ん
は
、
上
手
い
、
下
手

と
い
う
尺
度
で
は
計
れ
な
い
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。

生
活
が
イ
ベ
ン
ト

　
「
も
う
生
活
が
イ
ベ
ン
ト
で
す
か
ら
ね
。
雪
を
見

れ
ば
嬉
し
く
て
、
こ
な
い
だ
も
ね
、
佳よ

し
こ子
さ
ん(

奥

さ
ん)

を
連
れ
て
山
を
見
に
行
こ
う
っ
て
。
そ
の

な
か
か
ら
自
分
の
な
か
に
溜た

ま
っ
て
い
く
も
の
が
、

い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
を
た
ま
に
ボ
ー
ン

と
出
す
と
い
う
か
。
形
に
し
た
り
、文
章
に
し
た
り
、

言
葉
に
し
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
」

　
今
日
は
秋
で
落
ち
葉
が
舞
う
か
ら
、
こ
ん
な
洋
服

「
も
の
作
り
を
す
る
上
で
、
大
切
に
し

た
い
こ
と
は
な
ん
だ
ろ
う
」。
最
近
よ

く
自
分
に
問
い
か
け
る
。
文
章
で
も
、

絵
で
も
、大
切
に
し
た
い
軸
が
な
い
と
、

た
だ
言
わ
れ
た
通
り
に
形
を
作
る
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
な
る
の
が
怖
く
て
、
自
分
な
り
の
思

い
や
軸
を
考
え
る
が
、
こ
れ
だ
、
と
答

え
が
出
な
い
。

そ
ん
な
と
き
出
会
っ
た
の
が
、
藤ふ

じ
も
と本

光こ
う
ぞ
う三

さ
ん(

67)

。
町
場
か
ら
少
し
離

れ
た
、
羽は

ね

こ

根
子
と
い
う
山
あ
い
の
集
落

で
、
ロ
ー
ソ
ク
作
品
を
作
っ
て
い
る
。

１
月
26
日
と
３
月
２
日
、
自
宅
兼
ア
ト

リ
エ
で
お
話
を
う
か
が
う
。
藤
本
さ
ん

の
話
か
ら
私
は
、
そ
ん
な
悩
み
に
答
え

る
ヒ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
。

　
片
手
に
乗
る
く
ら
い
の
、
花
を
か
た
ど
っ
た
ロ
ー

ソ
ク
。
白
い
蝋ろ

う

の
花
び
ら
の
な
か
で
、
小
さ
な
赤
い

花
の
ロ
ー
ソ
ク
が
水
に
浮
か
ぶ
。
赤
が
透
け
ピ
ン
ク

の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
花
び
ら
は
、
モ
ク
レ

ン
の
よ
う（
上
写
真
参
照
）。
こ
う
い
っ
た「
花
ロ
ー

ソ
ク
」を
は
じ
め
と
す
る
数
々
の
ロ
ー
ソ
ク
作
品
に
、

藤
本
さ
ん
は
祈
り
を
込
め
る
の
だ
と
い
う
。

「
あ
な
た
は
あ
な
た
ら
し
く
生
き
れ
た
ら
い
い
ね
っ

て
い
う
祈
り
で
も
あ
る
わ
ね
。
そ
の
人
ら
し
く
生
き

る
た
め
に
、
火
を
つ
け
て
あ
げ
た
い
と
い
う
、
ね
」

　
藤
本
さ
ん
は
自
分
の
職
業
を「
光こ

う
げ
い
か

芸
家
」と
表
す
。

「
僕
な
り
の
表
現
を
す
る
芸
術
家
」
と
い
う
思
い
を

込
め
て
、
工4

で
は
な
く
、
光4

と
表
現
し
て
い
る
。

「
僕
ら
し
く
表
現
を
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と

だ
か
ら
、
詩
集
も
出
し
た
り
、
絵
本
も
作
っ
た
り
、

舞
台
の
演
出
を
し
た
り
。
い
ろ
ん
な
こ
と
を
す
る
ん

で
す
。
僕
と
い
う
人
間
の
表
現
で
す
よ
と
」

女
の
子
と
お
じ
い
さ
ん

　
作
品
の
ひ
と
つ
に
、
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
よ
う
に

真
ん
中
が
空
い
た
、
白
い
ケ
ー
キ
形
の
ロ
ー
ソ
ク
が

あ
る
。
ケ
ー
キ
か
ら
頭
を
出
す
６
つ
の
芯
に
火
を
と

も
す
と
、蝋
が
溶
け
、星
形
の
ロ
ー
ソ
ク
が
現
れ
る
。

伊
藤
瑠
依(

社
会
学
科
４
年)

＝
文
・
写
真

「
ケ
ー
キ
の
形
を
し
て
る
ん
で
す
け
ど
、
雪
な
ん
で

す
よ
。
蝋
で
作
っ
て
る
雪
の
形
の
ね
。(

火
を)

つ

け
て
時
間
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
、
星
が
見
え
て
く
る

ん
で
す
よ
。そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
っ
て
い
う
と
、

僕
が
ち
い
ち
ゃ
い
と
き
に
、
お
星
様
が
雪
に
な
る
と

ず
っ
と
信
じ
て
た
ん
で
す
よ
」

　
小
さ
い
こ
ろ
に
信
じ
た
夢
の
世
界
を
表
現
し
た
こ

の
ロ
ー
ソ
ク
は
、
羽
根
子
に
住
む
６
歳
の
女
の
子
の

誕
生
日
に
藤
本
さ
ん
が
作
っ
た
も
の
。

「
こ
の
子
は
６
歳
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
作
っ

て
あ
げ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
『
あ
あ
！ 

だ
ん
だ

ん
だ
ん
だ
ん
星
が
見
え
て
き
た
！
』
っ
て
い
う
パ
ー

テ
ィ
ー
に
し
た
い
と
い
う
、
ね
」

　
た
っ
た
１
人
の
た
め
に
ロ
ー
ソ
ク
を
作
る
の
は
珍

し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
１
人
の
た
め

の
展
覧
会
や
、
１
人
で
暮
ら
す
お
年
寄
り
の
自
宅
で

の
食
事
会
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
催
し
て
き
た
。

「
こ
の
人
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
遊
び
が
喜
ぶ
だ
ろ
う

な
っ
て
い
う
の
を
つ
ね
に
考
え
て
、
遊
び
を
作
る
わ

け
で
す
よ
。
だ
っ
て
あ
な
た
の
た
め
に
そ
う
い
う
こ

と
を
す
る
人
が
い
て
全
部
そ
う
さ
れ
た
ら
ど
う
？ 

嬉
し
い
で
し
ょ
う
。
１
人
を
ど
の
よ
う
に
、
深
く
、

喜
ん
で
も
ら
い
感
動
さ
せ
る
か
っ
て
い
う
の
が
、
僕

の
テ
ー
マ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

すべて 2017 年 1 月 26 日撮影

※ ヨーロッパのキャンドルと日本の蝋
ろうそく

燭、どちらでもない独自の光を表現したいという藤本さんは「ローソク」と表す。

文   

化



no.92 Mar. 2017 44

冬になると、生きものを見る機会が
ぐんと減ります。寒い季節でも見る
ことができた鳥たちを紹介します。

2017 年 2 月 3 日　小形山
道端で一年中見られる鳥です。観察していた
５分ほどのあいだ、畑の白菜をついばんでい
ました。

ヒヨドリ

2017 年 2 月 3 日　楽山公園
14 時ごろエナガの群れに出会いました。６羽
ほどが枝から枝へ、すばやい動きで飛び移っ
ていました。

エナガ

2017 年 2 月 1 日　十日市場
キセキレイとともに水掛菜畑を歩いていまし
た。秋と冬に見られる鳥です。地面で胸を張
るすがたが凛々しいです。

ツグミ

2016 年 12 月 16 日　中屋敷フィールド
中屋敷の上空を飛び回っていました。一番背
の高い木に止まっては周りをキョロキョロと
していました。

ノスリ

2017 年 2 月 3 日　田原
ジョウビタキのメスが水路沿いのガードレー
ルに止まっていました。秋から冬にかけて見
られる冬鳥です。

ジョウビタキ

2017 年 2 月 1 日　十日市場
腹部が黄色い鳥です。食べものを探していた
のか、水掛菜畑で泥をつっついていました。

キセキレイ

フィールド暦
都留の鳥たち 本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

本学フィールド・ミュージアムでは、キャンパス周辺のフィールドで赤外線
カメラを利用した動物の調査をしています。今号は、昨年の 10 月から 11 月
までに撮影された動物を紹介します。

が写した動物たちセンサーカメラ

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

▲イノシシ 
泥浴びをするすがたが撮影されました。ニ
ホンジカなども泥浴びに訪れます。

（2016 年 10 月 23 日）

▲イノシシ 
泥浴びのほか、雨などで水が溜まると、
水を飲むすがたも見られます。

▲ツキノワグマ 
２頭の子を連れた成獣が撮影されました。

（2016 年 10 月 21 日）（2016 年 10 月 23 日）

　水場では多くの生きものが撮影され

ます。もっとも多いイノシシのほか、

ニホンカモシカなどの大型哺乳類。小

さな野ネズミ類が撮影されたかと思う

と、それを狙ってフクロウのすがたも。

水場は多くの生きものにとって、大切

な環境であることが見てとれます。

水場に集まる動物たち

（2016 年 10 月 18 日）

▲アナグマ 
冬眠期にあたる 12 〜２月は夜間の活動が
顕著に見られます。

（2016 年 11 月 20 日） （2016 年 11 月 5 日）

▲テン 
冬季は 11 月ごろ、夏季はおおむね 5 月に
それぞれ毛が生えかわります。

▲タヌキ 
うら山のセンサーカメラで、もっともよ
く撮影されるのがタヌキです。

　私たちがふだん歩いている登山道

は、動物たちも頻繁に利用しています。

2014 年からの撮影調査では、ニホン

ザルやアライグマなど 14 種の哺乳類

が撮影されました。タヌキの溜め糞、

ニホンリスの食痕など、さまざまな痕

跡も見つけることができます。

動物たちの通り道
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最高のおやつ

編集後記

あめの降る日曜日は、マグカップを連想します。私が小

さいころ、雨の日曜日に父がよくホットココアを作っ

てくれました。鍋に苦いココアの粉を入れて砂糖と混ぜ、牛

乳を少しずつ入れます。最後にバターをとかして完成です。

おたまでマグカップに注いで飲みます。バターのいい香りが

する、甘すぎないココアです。一人暮らしの今、面倒臭がり

の私は、市販のお湯を入れるだけのココアを飲んでいます。

これはこれで美味しいですが、久しぶりにあのココアが飲み

たいです。 ( 高橋光 )

こどものころ、私はおやつにスナック菓子やチョコレー

トではなく、食パンをよく食べていました。という

のも、私は食いしんぼうなのでスナック菓子やチョコレート

ではお腹を満たせません。そこで食パンにたどり着いたので

す。さらに、私は質素な味が好きなので、食パンはまさに最

高のおやつ。そのパンにはなにもつけず、焼きもしないで食

べることが私流です。習い事に向かうバスのなかで、一袋 5

切れのパンを 30 分で食べ尽くしてしまったときには、友人

たちに驚かれたものです。 ( 山内利奈 )

こなとバナナとチョコチップ、砂糖、バター、牛乳を

混ぜて焼いて完成！ バナナチョコチップマフィンは、

母がよくつくってくれたおやつで、私の大好物です。私はい

つも、オーブンのなかで少しずつふくらんでくるマフィンを

見つめ、焼き上がりを楽しみにしていました。焼きたてはチョ

コがとけてしみ出て、とっても美味しいです。作りかたは、

母が大事にとっておいた、昔の雑誌の切り抜きを参考にして

います。バナナとチョコが力を合わせ、口のなかに幸せを運

んでくれるお菓子です。 ( 窪田りさ )
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次回予告

2017 年 5月発行予定

( 仮 )

ミュージアム都留の学芸員の森
も り や

屋雅
ま さ ゆ き

幸さんによる

と、尾
お そ ご

曽後峠は都留市小形山と大月市大月町真
ま ぎ

木を

むすんでいるそうです。頂は中央自動車道の花
は な さ き

咲ト

ンネルの真上から西に行った地点に位置します。峠

は切り通しになっており、切り通された両方の頂に

はそれぞれ天神様とお内
だ い り

裏様が祀られています。

撮影日：2017 年 3 月 3 日



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。

　
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
を
歩
い
て
い
る
と
カ
ヤ
ネ
ズ

ミ
の
巣
に
出
会
い
ま
し
た
。

　
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
は
世
界
で
最
小
の
ネ
ズ
ミ
で
す
。
体
の

大
き
さ
は
人
間
の
親
指
ほ
ど
。
お
も
に
草
原
で
暮
ら

し
、
ス
ス
キ
な
ど
に
巣
を
作
り
ま
す
。
そ
の
巣
の
な
か

を
覗
い
て
み
る
と
、
ス
ス
キ
の
葉
を
細
か
く
裂
い
た
部

分
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
巣
の
な
か
は

い
つ
で
も
温
か
く
、
雨
に
濡
れ
て
も
す
ぐ
乾
く
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
、

カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
巣
の

ほ
か
に
鳥
の
巣
も
見

つ
け
ま
し
た
。
カ
ヤ

ネ
ズ
ミ
と
鳥
と
で
は

巣
の
作
り
か
た
が
違

い
ま
す
。

　
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
生

き
も
の
た
ち
の
知
恵

と
不
思
議
に
出
会
え

る
博
物
館
で
す
。

カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
巣

｜
中
屋
敷
｜

おわん型をした鳥の巣　2017 年 2 月 1 日
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巣材の断面　2017 年 2 月 1 日

カヤネズミ　2006 年 7 月 14 日

カヤネズミの巣　2006 年 6 月 30 日


