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都
留文科大学地域交流研究センターのフィールド・ミュージアム部門では、地域の自然や人々の暮らし
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山 梨 県 都 留 市
面積　　161.63k㎡
総人口　31,474 人 (2016 年 2 月 1 日現在）

足元の水路には富士山の湧水が流れ、身近な森ではムササビ

との出会いを楽しめます。山梨県都留市は、自然と人の暮ら

しを近くに感じることができる地域です。
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☎　0554-43-4341

大桑山フィールド

中屋敷フィールド

八つ沢フィールド
フィールドとは ?

定期的に足を運び、親しみを深

め て い く 場 所 を わ た し た ち は

「フィールド」と呼んでいます。

道路

川

古
写
真
に
は
、

忘
れ
か
け
ら
れ
た
記
憶
を

呼
び
覚
ま
す
力
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
代
に
生
き
て
い
な
く
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
想
い
を

か
き
た
て
ら
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、

そ
ん
な
古
写
真
を
手
に

ま
ち
へ
出
て
み
ま
し
た
。

何
が
変
わ
り
、

何
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
ど
ん
な
物
語
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら

ど
の
よ
う
な
変
化
を
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

古
写
真
が
語
り
か
け
て
く
る
も
の
に

耳
を
澄
ま
せ
、

都
留
の
過
去
か
ら
今
、

そ
し
て
未
来
を
見
つ
め
る

旅
の
始
ま
り
で
す
。

に手 、ま へちを真写古
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田
ん
ぼ
で
ス
ケ
ー
ト

都
留
市
田
原

西願寺の前にある田んぼ。昔は冬になると田んぼに水を張り凍ら

せ、学校帰りの子どもたちがスケートをして遊んでいたという。

今は田んぼに氷はなく、スケートをしている人もいない。

上：戦前 / 下：2016.02.02
目の前を横切るのは県道高畑線だ。古写真には通りが行き止まりになっ

ていたとそえられていたが、現在は 139 号線に繋がっている。また、資

料には「美映写真館前」と書かれていた。その美映写真館付近に、今で

は「和風カレーさや」が建っている。

上：戦前 / 下：2016.01.31

横
町
を
見
つ
め
る

都
留
市
中
央

至大月

至吉田

つるぶんかだいがくまえ

139

特   

集

西願寺

和風カレーさや

至大月

至
吉

田

139

つるし
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柳
田
橋
よ
り
城
山
を
望
む

都
留
市
上
谷

都
留
市
川
棚

城
山
付
近
の
光
景

上：戦前 / 下：2016.01.15
上谷のケーキ屋「ジョージワシントン」前のＹ字路を谷村町駅の

ほうへ進むと見られる風景。舗装されているこの場所に、かつて

は川が流れ柳田橋がかかっていた。柳田橋からはお城山が望めた

が、現在は住宅が建ち並び、隠れている。

上：戦前 / 下：2016.02.08

古写真の説明には「川棚橋を吊り橋にかけ替えのときと思われる」
とある。現在、戦前の写真で写っている下の橋はなくなっており、
橋の名前も城南橋と変わっていた。城南橋は車が通ることができる

橋に変わっていた。

至吉田

至大月

139

やむらまち

特   

集

ジョージワシントン

やむらまち

至大月

139

至
吉

田
城山
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都
留
市
在
住
の
安や

す
と
み富

一か
ず
お夫

さ
ん(

89)

に
大お

お
て手

通

り
の
桜
に
つ
い
て
お
話
を
お
う
か
が
い
し
た
。
大
手

通
り
の
桜
は
、
昭
和
10
年
く
ら
い
に
地
域
の
人
に

よ
っ
て
植
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
春
以

外
の
季
節
の
大
手
通
り
の
様
子
は
、
ふ
だ
ん
は
と
く

に
何
も
な
く
広
い
通
り
だ
っ
た
。
ま
ち
の
真
ん
な
か

に
桜
並
木
が
あ
る
の
は
当
時
で
も
珍
し
か
っ
た
そ

う
。
桜
が
咲
く
と
、
広
場
で
横
山
呉
服
店
と
い
う
お

店
が
売
り
出
し
を
し
て
い
て
、
賑
わ
っ
た
ら
し
い
。

通
り
に
咲
く
桜
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
花
見
を
す
る

と
い
っ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
道
を
通
る
だ
け
と

い
っ
た
感
じ
だ
っ
た
と
安
富
さ
ん
は
言
う
。

　

安
富
さ
ん
は
80
歳
を
超
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、

非
常
に
お
元
気
な
か
た
で
次
か
ら
次
へ
と
大
手
通

り
の
桜
の
ほ
か
に
も
い
ろ
ん
な
お
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
。
大
神
社
の
夜
桜
の
こ
と
、
お
城
山

の
桜
は
15
、
６
年
前
に
ま
た
植
樹
さ
れ
た
こ
と
。

鹿し
し
ど
め留

発
電
所
の
桜
は
手
入
れ
が
さ
れ
て
い
て
、
今

で
も
綺
麗
な
こ
と
な
ど
。
思
わ
ず
圧
倒
さ
れ
て
大

手
通
り
の
桜
に
つ
い
て
聞
く
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
っ

て
し
ま
う
ほ
ど
だ
っ
た
。
友
人
や
子
ど
も
た
ち
と

鹿
留
の
桜
に
花
見
に
行
っ
た
こ
と
も
楽
し
そ
う
に

話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
桜
と
い
う
と
花
見
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い

た
。
よ
く
友
人
た
ち
と
桜
が
咲
く
と
近
く
の
公
園
に

花
見
に
行
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
幼
い
と
き
に
は
桜
の

木
の
周
り
で
鬼
ご
っ
こ
を
し
た
り
、
時
に
は
屋
台
の

食
べ
物
に
夢
中
に
な
っ
て
花
よ
り
団
子
に
な
っ
て
い

た
り
…
…
。
安
富
さ
ん
の
お
話
で
は
、
大
手
通
り
の

桜
は
そ
の
道
を
通
る
さ
い
に
見
る
く
ら
い
と
い
う
こ

と
で
、
私
の
花
見
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
少
し
ち
が
っ
て

い
た
。
私
に
と
っ
て
の
桜
は
、
友
人
た
ち
と
の
楽
し

い
時
間
の
な
か
に
あ
っ
た
。

　
古
写
真
を
持
っ
て
大
手
通
り
を
歩
い
た
こ
と
で
と

く
に
気
に
せ
ず
通
っ
て
い
た
あ
の
通
り
を
以
前
よ
り

ゆ
っ
く
り
通
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
手
通
り
の
桜
は

昔
か
ら
現
在
ま
で
都
留
で
毎
年
咲
き
続
け
て
い
る
。

桜
の
名
所
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
こ
で

咲
き
続
け
て
い
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
。
都
留
と
い

う
ま
ち
を
語
る
ひ
と
つ
の
歴
史
な
の
だ
。
現
在
は
伐

ら
れ
て
し
ま
っ
た
桜
の
木
も
あ
り
、
昔
の
よ
う
な
桜

並
木
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
桜
の

舞
う
景
色
を
見
る
日
が
今
か
ら
待
ち
遠
し
い
。

1994 年 4 月 14 日　撮影

そこに咲き続けていること
黒澤瑞保 ( 比較文化学科３年 ) ＝文・写真

古写真を手に、初取材へ①

2001 年 4 月 11 日　撮影 ( ミュージアム都留＝写真提供 )

桂
川
が
つ
く
り
出
す
『
田
原
の
滝
』
は
、
松
尾

芭
蕉
が
「
勢
ひ
あ
り　
氷
消
え
て
は　
瀧た

つ
つ
う
お

津
魚
」
の

句
を
詠
ん
だ
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ

て
芭
蕉
が
見
た
滝
と
現
在
の
滝
は
大
き
く
異
な
る
。

渓け
い
が
ん
ほ
う
か
い

岸
崩
壊
や
滝
の
後
退
を
何
度
も
繰
り
返
し
、
昭
和

33
年
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
砂
防
堰え

ん
て
い堤
が
設
置
さ
れ

た
。
の
ち
に
人
工
の
「
柱ち

ゅ
う
じ
ょ
う
せ
つ
り

状
節
理
」(

※)

が
つ
く

ら
れ
、
景
観
が
整
え
ら
れ
た
が
、
田
原
の
滝
は
「
人

に
手
を
加
え
ら
れ
た
滝
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
ん
な
滝
に
つ
い
て
、い
ま
何
を
想
う
の
か
。

１
月
27
日
、
近
所
の
か
た
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

杉す
ぎ
も
と本
昭あ

き
らさ
ん(

80)

は
、
ず
っ
と
滝
の
そ
ば
で
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
な
ら
何

で
も
教
え
て
や
れ
る
ぞ
と
い
う
感
じ
で
、
多
く
を

語
っ
て
く
だ
さ
る
。
あ
た
た
か
い
雰
囲
気
の
か
た

だ
。
杉
本
さ
ん
は
、「
滝
が
あ
っ
て
よ
い
こ
と
は
な

い
ね
」
と
笑
う
。
滝
の
そ
ば
の
「
佐さ

い
き
ば
し

伯
橋
」
で
は
い

ま
も
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
し
、
し
ぶ
き
の
せ

い
で
洗
濯
物
が
干
せ
な
い
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
杉

本
さ
ん
は
、
住
人
の
意
向
が
聞
か
れ
な
い
ま
ま
、
身

近
な
自
然
が
変
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る

と
い
う
。
せ
っ
か
く
形
を
変
え
る
の
だ
か
ら
、
も
っ

と
多
く
の
人
が
訪
れ
る
場
所
に
な
っ
て
欲
し
い
。
滝

が
あ
っ
て
よ
い
こ
と
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
滝
へ

の
愛
情
は
し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
杉
本
さ
ん

に
と
っ
て
の
田
原
の
滝
は
、
手
の
か
か
る
息
子
の
よ

う
な
存
在
だ
と
私
は
感
じ
た
。

60
代
の
女
性
か
ら
も
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
あ
た
り
に
住
ん
で
４
年
ほ
ど
だ
と
い
う
。

自
然
が
大
好
き
な
、
明
る
さ
と
か
わ
い
さ
の
あ
ふ
れ

る
か
た
だ
。
女
性
の
家
か
ら
は
滝
の
音
が
は
っ
き

り
と
聞
こ
え
て
く
る
。
田
原
の
滝
は
「
自
慢
の
滝
」。

初
め
て
滝
を
見
た
と
き
、「
な
ん
て
き
れ
い
な
の
だ

ろ
う
」
と
と
て
も
感
激
し
た
そ
う
だ
。
し
か
し
、
あ

と
か
ら
柱
状
節
理
は
自
然
の
も
の
で
は
な
い
と
知

り
、
一
気
に
興
ざ
め
。
そ
れ
で
も
、
田
原
の
滝
は
お

金
に
代
え
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
景
色
を
見
な

い
日
は
な
い
と
い
う
。
自
然
の
近
く
に
住
む
こ
と
は

魅
力
的
に
思
え
る
が
、
女
性
は
今
ま
で
自
然
の
恐
ろ

し
さ
も
味
わ
っ
て
き
た
。
昨
年
9
月
の
台
風
で
は
、

す
さ
ま
じ
く
速
い
濁
流
が
桂
川
に
押
し
寄
せ
、
足
が

す
く
む
く
ら
い
怖
か
っ
た
そ
う
だ
。
い
く
ら
美
し
い

自
然
で
も
、
と
き
に
は
人
間
に
猛
威
を
ふ
る
う
こ
と

も
あ
る
。
最
後
に
女
性
は
、「
田
原
の
滝
は
ず
っ
と

こ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
人
に
災
害
が
及
ば
な

い
で
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

田
原
の
滝
に
近
づ
い
て
み
た
。「
ざ
あ
あ
あ
…
」

滝
の
音
が
耳
に
響
き
つ
づ
け
、
す
べ
て
が
か
き
消
さ

れ
て
し
ま
う
。
小
さ
な
水
し
ぶ
き
が
飛
び
散
り
、
そ

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
光
に
当
た
っ
て
き
ら
き
ら
と
輝

く
。
さ
わ
や
か
な
風
と
か
す
か
な
潮
の
香
り
。
ふ
し

ぎ
と
海
を
連
想
さ
せ
る
。
絶
え
間
な
く
流
れ
る
水
に

は
、
惹
き
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
迫
力
が
あ
る
。
人
工

の
滝
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
や
っ
ぱ
り
美
し
い
。

そ
ん
な
滝
だ
か
ら
こ
そ
、
人
は
共
に
生
き
た
い
と
想

う
の
だ
ろ
う
。

戦前の田原の滝

2013.05.25

（※）「柱状節理」とは、岩に入った柱状の割れ目のことをいう。マグマが固まるときに収縮して生じる。

人と滝が生きること
窪田りさ ( 社会学科 1 年 ) ＝文・写真

古写真を手に、初取材へ②
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種さえまけば
菊池香帆 ( 初等教育学科 1 年 ) ＝文・写真

古写真を手に、初取材へ④

　
江
戸
時
代
か
ら
続
く
、十と

お
か
い
ち
ば

日
市
場
の
道ど

う
そ
じ
ん

祖
神
祭
り
。

鹿
児
島
出
身
の
わ
た
し
に
は
な
じ
み
が
な
く
、
古
写

真
で
は
じ
め
て
み
た「
梵ぼ

ん
て
ん
ざ
お

天
竿
」が
深
く
印
象
に
残
っ

た
。そ
こ
で
実
際
に
十
日
市
場
へ
行
き
、偶
然
出
会
っ

た
自
治
会
長
の
渡わ

た
な
べ辺

敏と
し
ひ
ろ博

さ
ん
國く

に
こ子

さ
ん
御
夫
婦
に

お
話
を
う
か
が
っ
た
。

  

現
在
、
毎
年
15
人
ほ
ど
の
男
性
が
中
心
と
な
っ
て

の
ぼ
り
ざ
お
を
た
て
る
。
そ
の
高
さ
は
13
メ
ー
ト
ル

に
も
及
ぶ
。
女
性
た
ち
は
、
ヒ
イ
チ
と
よ
ば
れ
る
三

角
の
座
布
団
状
の
魔
よ
け
や
紙
の
飾
り
な
ど
を
作

る
。
そ
れ
を
幾
重
に
重
ね
ら
れ
た
ひ
し
形
の
縄
に
結

び
つ
け
る
と
、
梵
天
竿
の
完
成
だ
。
小
正
月
の
１
月

12
日
に
制
作
を
開
始
し
、
15
日
に
は
倒
し
て
燃
や
す

様
子
を
見
守
り
、
無
病
息
災
な
ど
を
祈
る
。
そ
の
後

ヒ
イ
チ
は
各
家
庭
に
配
ら
れ
、
十
日
市
場
を
歩
く
と

玄
関
先
に
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
イ
チ
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
１
年
間
飾
っ
た
ヒ
イ
チ
や
正
月
飾
り
な
ど
を
燃

や
す
ド
ン
ド
焼
き
も
あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
、
そ
の
さ

い
に
は
地
域
の
住
民
で
集
ま
っ
て
お
団
子
を
焼
い
て

食
べ
る
の
が
古
く
か
ら
の
風
習
だ
と
い
う
。
各
家
庭

で
作
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
か
た
が
お
こ
な
う
そ
う
だ
。

記
憶
の
中
の
道
祖
神
祭
り

渡
辺
國
子
さ
ん
は
幼
い
頃
か
ら
こ
の
地
で
育
っ

た
。
そ
ん
な
國
子
さ
ん
に
昔
と
今
で
変
化
し
た
こ
と

を
た
ず
ね
た
。「
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
の
よ
」。

大
き
な
瞳
を
す
う
っ
と
横
に
伸
ば
し
、
こ
ち
ら
も
笑

顔
に
な
る
よ
う
な
表
情
で
こ
た
え
て
く
れ
た
。「
こ

う
や
っ
て
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
っ
て
、
と
っ
て

も
素
敵
よ
ね
」。
お
も
わ
ず
大
き
く
頷
く
。
し
か
し
、

変
化
は
あ
る
よ
う
だ
。
昔
は
十
日
市
場
の
名
に
あ
る

よ
う
に
、
商
人
が
多
か
っ
た
。
湧
水
が
わ
く
こ
と
か

ら
百
姓
も
多
く
、
祭
り
に
あ
わ
せ
て
各
家
庭
で
お
団

子
を
作
っ
た
り
、
休
み
を
取
る
こ
と
が
出
来
た
。
現

在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
か
た
が
会
社
勤
め
で
、
な
か
な

か
参
加
で
き
な
い
の
が
現
状
だ
と
い
う
。「
だ
か
ら

ね
、
わ
た
し
み
た
い
な
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
が
、
お
団

子
を
作
っ
た
り
し
て
子
ど
も
た
ち
に
あ
げ
る
の
よ
。」

少
女
の
よ
う
に
く
す
っ
と
笑
っ
て
國
子
さ
ん
は
い

う
。
現
代
で
は
現
代
な
り
に
、
工
夫
し
て
祭
り
を
引

き
継
い
で
い
る
。

「
賽さ

い

」
の
神
様

　
「
そ
の
部
落
の
『
入
口
』
に
あ
る
の
が
道
祖
神
で

す
ね
。
だ
か
ら
『
賽
の
神
様
』
と
も
呼
ぶ
ん
で
す
。」

渡
辺
敏
博
さ
ん
が
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
教
え
て
く
れ

る
。『
始
ま
り
』
と
い
う
意
味
を
も
つ
『
賽
』。
年
の

始
ま
り
の
行
事
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
地
域
の
入
口
に

祀
ら
れ
る
神
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は

口
に
馴
染
ん
だ
呼
び
名
だ
そ
う
だ
。
十
日
市
場
の
風

土
史
を
め
く
り
な
が
ら
説
明
し
て
く
だ
さ
る
敏
博
さ

ん
。
分
厚
い
本
か
ら
す
ぐ
に
目
当
て
の
頁
を
引
用
さ

れ
る
姿
か
ら
こ
の
地
へ
の
深
い
愛
を
感
じ
た
。「
で

も
こ
の
お
祭
り
が
終
わ
る
と
、
も
う
お
正
月
気
分
は

お
し
ま
い
で
す
。
よ
し
、
ま
た
稼
が
な
く
ち
ゃ
、
と

ね
。」
始
ま
り
と
、
終
わ
り
。
道
祖
神
祭
り
は
地
域

の
方
に
と
っ
て
け
じ
め
の
お
祭
り
な
の
だ
。

渡辺さん宅の玄関に飾られ
たヒイチ

平成 6 年に十日市場で撮影された梵天竿

福元明梨 ( 国文学科２年 ) ＝文・写真

─受け継がれる道祖神祭り─「始」と「終」
古写真を手に、初取材へ③

1944 年ころ撮影された西願寺の境内

2016 年 2 月 7 日に撮影した西願寺の境内

　
戦
中
・
戦
後
の
西さ

い
が
ん
じ

願
寺
。
広
い
境
内
は
当
時
の
食

糧
不
足
を
補
う
た
め
に
イ
モ
畑
に
な
っ
て
い
る
。

　

現
住
職
の
大お

お
え江
信の

ぶ
ひ
こ彦
さ
ん(

74)

に
境
内
が
畑
に

な
っ
て
い
る
お
話
を
、
う
か
が
っ
た
。

　
「
写
真
の
中
央
に
立
っ
て
い
る
か
た
は
２
代
前
の

住
職
さ
ん
で
、
ぼ
く
の
祖
父
に
当
た
り
ま
す
。
祖
父

は
写
真
に
凝
っ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
写
真
も
祖
父

の
写
真
仲
間
が
来
た
と
き
に
撮
っ
た
も
の
か
な
。
畑

で
作
業
し
て
い
る
子
ど
も
は
お
じ
お
ば
た
ち
で
す
。

こ
の
こ
ろ
は
土
地
を
持
っ
て
い
る
人
は
山
で
も
道
で

も
畑
に
し
た
そ
う
で
す
。

　
西
願
寺
で
は
境
内
を
耕
し
、
畑
に
し
て
食
べ
物
を

作
っ
て
い
ま
し
た
。
写
真
の
右
手
は
ソ
バ
、
奥
は
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
。
の
ち
に
保
存
が
効
き
お
腹
に
も
た
ま

る
サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
イ
モ
は
、
サ

イ
コ
ロ
状
に
切
り
、
と
い
だ
お
米
と
一
緒
に
炊
き
込

み
、
芋
ご
飯
と
し
て
食
べ
ま
し
た
。
特
別
お
い
し
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
当
時
、
都
留
に
は
田

ん
ぼ
や
畑
が
あ
っ
た
か
ら
、
都
会
と
は
違
っ
て
自
給

自
足
で
き
る
ぐ
ら
い
の
食
糧
は
作
れ
た
の
で
す
。

　
そ
れ
で
ね
、
一
昨
年
の
大
雪
の
と
き
思
っ
た
ん
で

す
け
ど
ね
、
お
店
に
食
べ
物
を
買
い
に
行
っ
て
も
棚

は
ガ
ラ
ガ
ラ
で
っ
て
感
じ
だ
っ
た
け
ど
も
、
年
寄
り

は
あ
の
と
き
ね
、し
ば
ら
く
し
た
ら
道
路
が
空
く
し
、

種
を
ま
き
さ
え
す
れ
ば
食
べ
物
は
作
れ
る
、
っ
て
感

覚
だ
っ
た
わ
け
。
だ
け
ど
も
ち
い
ち
ゃ
い
子
ど
も

が
い
る
ご
家
庭
と
か
は
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
ら
れ
な

い
か
ら
、
買
い
出
し
に
皆
さ
ん
来
て
大
変
だ
っ
た
ら

し
い
で
す
よ
ね
。
戦
後
の
食
糧
不
足
の
と
き
は
、
み

ん
な
自
分
で
種
を
ま
い
て
食
べ
る
も
の
を
作
っ
て
い

た
け
ど
、
今
は
自
給
自
足
を
し
な
く
な
っ
た
か
ら
、

ス
ー
パ
ー
に
食
べ
物
が
な
い
っ
て
だ
け
で
ど
う
す
れ

ば
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。
ま
ぁ
、
結
局
こ
の
写
真
の
時
代
は
、
食
べ
物
が

な
け
れ
ば
蒔
こ
う
、
お
い
し
く
な
く
て
も
と
り
あ
え

ず
食
べ
よ
う
、
腹
が
減
っ
て
も
い
つ
か
は
食
べ
ら
れ

る
っ
て
言
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
お

年
寄
り
な
ん
か
は
こ
う
い
う
時
代
を
過
ご
し
て
き
て

る
か
ら
何
日
か
経
て
ば
な
ん
と
か
な
る
よ
っ
て
、
だ

け
ど
も
今
の
人
は
今4

が
大
変
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
る
か

ら
ね
。」

　
最
初
、
戦
中・戦
後
の
食
糧
難
と
聞
い
た
だ
け
で
、

辛
い
写
真
と
考
え
て
し
ま
っ
た
が
、
お
話
を
う
か
が

う
う
ち
に
違
う
も
の
に
見
え
て
き
た
。
厳
し
い
現
実

も
、
な
ん
と
か
乗
り
越
え
た
か
た
が
た
が
体
験
さ
れ

た
こ
と
。「
少
し
待
て
ば
、
種
を
蒔
け
ば
、
き
っ
と

状
況
は
よ
く
な
る
」
と
い
う
希
望
の
写
真
に
。
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上：戦前に撮られた「桂川水電落合橋制水門」下：現在の「駒橋発電所落合水路橋」(1 月 5 日撮影 )

橋の上部。今は網がかかっている

橋の下の小さなトンネル

【
参
考
文
献
】

渡
邊
保
『
郡
内
電
力
史
「
灯
」』
１
９
８
７
年

都
留
市
郷
土
研
究
会
『
第
二
二
・
二
三
号
『
郡
内
研
究
』

合
併
号
都
留
市
地
名
辞
典
』
２
０
１
２
年

　

現
在
、
橋
の
名
前
は
「
駒こ

ま
は
し橋
発
電
所
落
合
水
路

橋
」
と
な
っ
て
い
る
。
建
設
さ
れ
た
の
は
１
９
０
７

年(

明
治
40
年)

。
レ
ン
ガ
造
り
で
3
連
の
ア
ー
チ

が
特
徴
だ
。
メ
ガ
ネ
橋
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

長
さ
は
56
ｍ
、
幅
は
8.5
ｍ
。
東
京
電
灯(

現
在
の
東

京
電
力)

が
市
内
に
あ
る
川か

わ
も茂

発
電
所
ダ
ム
で
取
水

し
た
水
を
、
大
月
に
あ
る
駒
橋
発
電
所
で
発
電
用
水

と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
建
設
し
た
水
路
橋
だ
。
今

は
国
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
水
路
橋
は
、
国
道
１
３
９
号
線
沿
い
、
田
野

倉
駅
と
禾
生
駅
の
あ
い
だ
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
今
も

あ
る
。
私
は
よ
く
そ
の
道
を
通
る
の
で
、
こ
の
橋
を

見
か
け
て
い
た
。
建
設
さ
れ
た
の
は
百
年
以
上
も
前

な
の
に
ほ
と
ん
ど
形
を
変
え
ず
に
残
っ
て
い
る
。

橋
の
現
在

　
古
写
真
を
見
て
橋
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
、
じ
っ

さ
い
に
橋
へ
い
っ
て
み
た
。
レ
ン
ガ
の
く
す
ん
だ
茶

色
や
黒
色
か
ら
古
い
も
の
で
あ
る
印
象
を
受
け
た

が
、荒
廃
し
た
よ
う
す
は
見
ら
れ
な
い
。む
し
ろ
ど
っ

し
り
と
し
て
い
て
貫
禄
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
国

道
か
ら
外
れ
て
、橋
の
ほ
う
に
続
く
道
が
あ
る
。も
っ

と
よ
く
見
て
み
よ
う
と
橋
に
近
づ
い
て
み
た
。
そ
の

道
と
橋
が
ま
じ
わ
る
と
こ
ろ
に
は
、
橋
を
通
り
抜
け

る
た
め
の
高
さ
2
ｍ
く
ら
い
の
小
さ
な
ト
ン
ネ
ル
が

あ
る
。
短
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
民
家
が
並
ぶ
道

に
出
る
。
ふ
だ
ん
は
遠
く
か
ら
見
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
の
で
、
こ
ん
な
に
近
づ
け
る
こ
と
や
近
く
に
家
が

あ
る
こ
と
に
驚
い
た
。
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
こ
に
あ
る

橋
。
近
く
に
住
む
人
に
と
っ
て
は
ど
ん
な
存
在
な
の

だ
ろ
う
か
。
一
番
近
く
の
お
宅
の
か
た
に
お
話
を
聞

い
た
。

　
お
話
を
う
か
が
っ
た
の
は
村む

ら
ま
つ
ま
さ
は
る

松
正
治
さ
ん(

70)

。

「
水
路
橋
の
今
と
昔
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
聞
き

た
い
の
で
す
が
」
と
尋
ね
る
と
「
あ
ん
ま
り
変
わ
っ

て
な
い
ね
え
。
昔
か
ら
ず
っ
と
こ
の
ま
ん
ま
だ
よ
」

と
す
ぐ
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
あ
と
に
、
家
の
目

の
前
の
道
を
指
し
て
道
幅
が
も
っ
と
狭
く
、
舗
装
さ

れ
て
な
か
っ
た
と
続
け
る
。「
1
ｍ
ぐ
ら
い
で
リ
ヤ

カ
ー
が
通
る
く
ら
い
」。
車
が
走
る
よ
う
に
な
っ
て

今
の
幅
に
な
り
、
舗
装
も
さ
れ
た
そ
う
。
そ
れ
が
今

と
の
違
い
だ
な
と
お
っ
し
ゃ
る
。

橋
の
あ
る
暮
ら
し

　
村
松
さ
ん
に
橋
に
つ
い
て
思
い
出
が
あ
る
か
尋
ね

る
と
、
少
し
考
え
て
か
ら
、
昔
は
こ
の
水
路
橋
の
端

の
と
こ
を
通
っ
て
国
道
に
出
て
い
た
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
国
道
に
出
る
に
は
近
道
な
の
で
、
い
つ
も
こ
の

道
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
橋
の
両
端
に

フ
ェ
ン
ス
が
あ
り
無
断
で
は
入
れ
な
い
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。昔
は
フ
ェ
ン
ス
な
ん
か
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　

今
は
水
路
橋
の
上
に
も
網
が
か
か
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
昔
は
な
か
っ
た
そ
う
。
そ
こ
で
ふ
と
思
い
出

し
た
よ
う
に
「
歩
い
て
い
っ
た
先
に
、
水
門
が
あ
っ

た
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
古
写
真
を
確
認
し
て
み

る
と
、確
か
に
水
門
の
よ
う
な
も
の
が
写
っ
て
い
る
。

現
在
、
そ
の
水
門
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
お
話
の
終

わ
り
に
村
松
さ
ん
が
隣
の
家
に
住
む
か
た
を
紹
介
し

て
く
だ
さ
っ
た
。
小お

が
さ
わ
ら
け
い
こ

笠
原
敬
子
さ
ん(

82)

だ
。

　
「
橋
の
こ
と
に
つ
い
て
…
…
」
と
き
り
だ
す
と
小

笠
原
さ
ん
も
す
ぐ
に
「
あ
ん
ま
り
変
わ
ん
な
い
ね

え
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
橋
に
つ
い
て
な
に
か
思
い
出

は
あ
る
か
お
聞
き
す
る
と
、
村
松
さ
ん
の
よ
う
に
昔

は
橋
の
上
を
歩
い
て
国
道
に
出
て
い
た
こ
と
の
ほ
か

に
、「
冬
に
な
る
と
こ
ん
な
つ
ら
ら
が
は
っ
ち
ゃ
っ

て
」
と
手
を
大
き
く
広
げ
な
が
ら
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
。
今
で
き
る
も
の
よ
り
も
も
っ
と
大
き
か
っ
た
そ

う
だ
。
加
え
て
「
昔
か
ら
じ
ゃ
な
い
け
ど
」
と
言
い

な
が
ら
、
今
は
コ
ケ
取
り
を
し
て
い
る
こ
と
も
教
え

て
く
だ
さ
っ
た
。
業
者
さ
ん
が
機
械
を
使
っ
て
掃
除

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
そ
う
だ
。「
1
年
か
2

年
に
い
っ
ぺ
ん
ぐ
ら
い
で
、
こ
こ
20
年
前
く
ら
い
か

ら
始
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

　
お
二
人
の
「
あ
ん
ま
り
変
わ
っ
て
な
い
ね
え
」
と

い
う
お
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
橋
が
変
化
し

て
近
く
に
住
む
人
の
関
わ
り
か
た
も
変
わ
っ
た
。
で

も
、
身
近
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
の
だ

ろ
う
。
こ
れ
か
ら
数
年
後
、
数
十
年
後
に
は
近
く
に

住
む
人
の
、
橋
と
の
ど
ん
な
思
い
出
が
聞
け
る
の
だ

ろ
う
か
。

『奥隆行写真コレクション』( ※ ) を眺めているとき１枚の古写真に目がとまっ

た。どこかで見たことがあるような橋の写真。資料を見てみると、タイトル

には「桂川水電落
おちあいばし

合橋制水門」とあった。

路橋水 との思い出

※奥隆行 ( おくたかゆき ) 氏が生前保存されておられた写真とデータ
を、地域交流研究センターのフィールド・ミュージアム部門がデジタ
ル化し、冊子として整理したもの。4058 枚の写真が収められている。

小
俣
渓
和(

社
会
学
科
2
年)

＝
文
・
写
真
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三
の
丸
水
路
は
旧
谷
村
町
に
流
れ
る
家か

ち
ゅ
う中

川
を

水
源
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら
家
中
川
の
す
ぐ
隣
を

平
行
す
る
よ
う
に
流
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
今
は
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
埋
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
上
に
は

住
居
が
建
っ
て
い
る
。

　

三
の
丸
水
路
に
つ
い
て
う
か
が
う
た
め
、
高

尾
町
周
辺
に
住
む
か
た
が
た
に
写
真(
左
ペ
ー
ジ

右
下
写
真)

を
お
見
せ
し
て
当
時
の
こ
と
を
尋
ね

た
。
す
る
と
、
写
真
を
ご
覧
に
な
っ
た
複
数
の
か

た
が
高
尾
神
社
の
入
り
口
に
あ
っ
た
橋
だ
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
古
写
真
の
水
場
は
家
中
川
だ
っ
た
よ

う
だ
。
と
な
る
と
水
路
で
泳
い
で
い
た
と
い
う
の

は
間
違
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ケ
ガ
だ
っ
て
気
に
し
な
い

　
し
ば
ら
く
調
べ
て
い
る
と
、
三
の
丸
水
路
が
あ
っ

た
周
辺
で
、
じ
っ
さ
い
に
泳
い
だ
こ
と
の
あ
る
70
代

の
男
性
に
お
会
い
で
き
た
。

　
男
性
は
小
学
校
2
、
3
年
生
の
こ
ろ
に
泳
い
だ
記

憶
が
あ
る
と
い
う
。
泳
い
だ
場
所
は
家
中
川
の
隣
を

流
れ
る
水
路
。
じ
っ
さ
い
に
水
路
で
泳
い
で
い
た
人

は
や
は
り
い
た
の
だ
。
さ
っ
そ
く
泳
い
で
い
た
当
時

の
思
い
出
を
話
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

男
性
に
よ
る
と
泳
げ
る
場
所
は
2
カ
所
ほ
ど
あ

り
、
片
ほ
う
は
浅
く
、
も
う
い
っ
ぽ
う
は
自
分
の
身

長
よ
り
も
深
か
っ
た
と
か
。
そ
の
2
カ
所
は
幅
2
、

3
ｍ
く
ら
い
の
「
ゴ
ミ
た
め
場
」
だ
っ
た
そ
う
。
ゴ

ミ
を
た
め
る
た
め
に
網
が
張
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が

流
れ
を
お
さ
え
て
い
た
の
で
水
浴
び
し
や
す
か
っ

た
よ
う
だ
。
け
れ
ど
、
ゴ
ミ
の
な
か
に
は
ガ
ラ
ス
や

陶
器
の
破
片
も
あ
っ
た
そ
う
で
、
流
れ
て
く
る
破
片

で
足
や
お
腹
に
傷
を
つ
く
っ
て
い
た
そ
う
。
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
浅
い
ほ
う
で
の
ケ
ガ
が
多
か
っ
た
と

か
。
逆
に
、
水
底
の
深
い
ほ
う
で
は
飛
び
込
ん
だ
り

し
な
け
れ
ば
ケ
ガ
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
そ
う
。

で
も
、
み
ん
な
ケ
ガ
な
ん
て
気
に
し
て
い
な
い
か

ら
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
飛
び
込
ん
で
は
傷
を
つ
く
っ
て
、

足
で
ガ
ラ
ス
を
踏
ん
づ
け
て
は
傷
を
つ
く
っ
て
、
と

い
う
の
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
。
学
校
の
先
生

に
は
危
な
い
か
ら
と
怒
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
気

に
し
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

裸
で
泳
い
だ
思
い
出
　

　
当
時
は
水
着
な
ん
て
も
の
は
な
か
っ
た
か
ら
裸
に

な
っ
て
泳
い
で
い
た
と
男
性
は
お
っ
し
ゃ
る
。
家
中

川
と
三
の
丸
水
路
の
境
に
土
手
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に

鞄
や
服
を
置
い
て
い
た
そ
う
。
そ
れ
な
ら
女
の
子
は

ど
う
し
て
い
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
女
の
子
は
足
を

つ
け
る
く
ら
い
で
泳
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
時
泳

い
で
い
た
よ
う
な
子
ど
も
は
み
ん
な
「
ろ
く
で
も
な

い
あ・

・

・

・

た
ぼ
う
ば
っ
か
り
だ
っ
た
か
ら
な
」
と
お
っ

し
ゃ
る
。「
あ
た
ぼ
う
」
と
い
う
の
は
い
た
ず
ら
っ

ぽ
い
子
ど
も
を
指
し
て
い
る
。
川
で
遊
ん
で
い
た
の

は
や
ん
ち
ゃ
な
子
ど
も
た
ち
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

桂
川
で
も
泳
い
で
い
た

　
水
浴
び
は
三
の
丸
水
路
だ
け
で
な
く
、
桂
川
で
も

や
っ
て
い
た
そ
う
。
自
転
車
に
乗
っ
て
い
た
子
が
勢

い
の
あ
ま
り
川
に
そ
の
ま
ま
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
よ
く
あ
っ
た
と
か
。
そ
ん
な
危
な
い
こ
と
が
よ

く
起
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
っ
た
け
れ

ど
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
危

険
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
落
ち
て
し
ま
っ

て
も
川
の
流
れ
を
利
用
し
て
自
転
車
ご
と
起
き
上

が
る
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
そ
う
だ
。
と
き
お
り

起
き
上
が
れ
な
い
子
が
い
る
と
、
み
ん
な
で
わ
い
わ

い
し
な
が
ら
引
き
上
げ
た
な
あ
、
と
懐
か
し
そ
う
に

話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
桂
川
で
も
泳
げ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ

ゴ
ミ
の
た
ま
っ
た
三
の
丸
水
路
で
泳
い
だ
り
し
た
の

か
。
疑
問
に
思
い
聞
い
て
み
る
と
、
泳
ぐ
の
は
目
の

前
に
水
場
が
あ
っ
た
か
ら
、と
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
プ
ー
ル
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
水

場
さ
え
あ
れ
ば
遊
べ
た
。
私
た
ち
が
考
え
る
泳
ぐ
た

め
に
必
要
な
も
の
が
揃
わ
な
く
と
も
、
子
ど
も
た
ち

の
気
持
ち
次
第
で
プ
ー
ル
に
だ
っ
て
何
に
だ
っ
て
で

き
た
の
だ
。

橋から裸で川に飛び込んでいる男性。当時はふんどし

一枚で水浴びする子どももいたそう

古写真に写る橋があったと思われる場所。川の半分を

埋めて道を広くしたので、昔とはようすが違っている

(2016.02.24)

ど
こ
で
だ
っ
て

水
浴
び

山梨中央銀行

や
む
ら
ま
ち

谷村第一小学校

富士みち
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桂川

つ
る
し

高尾神社

オレンジ色の点線に囲まれて

いるのが水路。当時住居はな

かった。タービン跡は残って

いるが、水路や、流れを緩や

かにしていた網はもうない

今
か
ら
70
年
近
く
前
、
高
尾
町
に
あ
る
三
の
丸
水
路
を
水
浴
び
場
に
し
て
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。『
奥
隆
行
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
に
は
「
絶
好
の
プ
ー
ル
だ
っ
た
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
水
路
が
水
浴
び
場
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
誰
が
そ

こ
で
遊
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

高
橋
未
瑠
来(

社
会
学
科
2
年)

＝
文･

写
真



no.88 Mar. 201619 no.87 Dec. 2015 18

　

わ
た
し
が
持
っ
て
き
た
写
真
を
お
見
せ
す
る
と
、

馬
が
な
に
か
を
引
い
て
畑
を
歩
い
て
い
る
写
真
を
さ

し
、
乾
い
た
畑
の
土
を
お
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と

教
え
て
く
だ
さ
る
。「
あ
ら
お
こ
し
」と
い
う
作
業
で
、

す
き

4

4

と
い
う
道
具
を
使
っ
て
お
こ
な
う
そ
う
だ
。
写

真
を
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
も
、
な
に
を
し
て
い
る

か
が
分
か
る
も
の
な
の
か
。

馬
の
仕
事

　
小
林
さ
ん
い
わ
く
、
馬
が
よ
く
飼
わ
れ
て
い
た
の

は
50
年
ほ
ど
前
ま
で
ら
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に

馬
が
一
頭
い
て
、
家
の
な
か
の
、
玄
関
の
隣
あ
た
り

に
飼
う
場
所
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
写
真
は
戦
前
の
も

　

わ
た
し
の
知
人
に
戦
前
や
戦
中
か
ら
生
き
て
い

て
、
な
お
か
つ
農
業
を
し
て
い
る
か
た
は
い
な
い
。

農
家
の
知
り
合
い
は
農
家
に
い
る
は
ず
と
考
え
、
取

材
や
イ
ベ
ン
ト
で
お
世
話
に
な
っ
た
、
都
留
市
宝
地

区
の
農
家
の
羽は

の野
幸さ

ち

さ
ん
に
相
談
し
た
。
羽
野
さ
ん

が
農
家
の
先
輩
の
安
田
さ
ん
に
も
聞
い
て
く
だ
さ

り
、
小こ

ば
や
し林

圭け
い
い
ち一

さ
ん(

81)

と
い
う
、
戦
前
か
ら
の

記
憶
を
も
っ
て
い
る
か
た
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
1
月
26
日
、
羽
野
さ
ん
と
安
田
さ
ん
に
同
行
し
て

も
ら
い
、
中
津
森
に
あ
る
小
林
さ
ん
の
お
宅
に
う
か

が
っ
た
。
小
林
さ
ん
と
そ
の
奥
さ
ん(

75)

に
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
。

の
だ
け
れ
ど
、
馬
が
い
る
風
景
は
50
年
前
ま
で
あ
っ

た
の
だ
。
想
像
も
つ
か
な
い
昔
の
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
た
け
ど
、
わ
た
し
の
母
が
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え

る
と
少
し
近
く
感
じ
る
。

　

小
林
さ
ん
の
お
家
に
馬
が
い
た
の
は
昭
和
37
年

(

１
９
６
２
年)

ま
で
。
牛
も
い
た
け
れ
ど
、
小
林

さ
ん
い
わ
く
牛
は
遅
く
て
い
け
な
い
そ
う
。
だ
か
ら

な
の
か
、
中
津
森
で
は
馬
を
飼
っ
て
い
る
家
の
ほ
う

が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
い
い
馬
は
戦
争
に

連
れ
て
い
か
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　
馬
が
手
伝
う
の
は
農
作
業
だ
け
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
山
か
ら
薪
や
炭
、
材
木
な
ど
重
い
も
の
を
運
ん

で
く
る
と
き
は
馬
の
力
を
借
り
た
。
馬
は
木
製
の
タ

イ
ヤ
が
つ
い
た
荷
車
を
引
き
な
が
ら
、
舗
装
の
さ
れ

て
い
な
い
道
を
歩
い
た
そ
う
だ
。「（
馬
が
車
を
引
い

て
通
る
と
）
い
い
音
が
す
る
ん
で
す
よ
」
と
安
田
さ

ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
馬
は
自
動
車
の
代
わ
り
だ
っ

た
の
だ
。

「
馬
が
待
っ
て
い
た
」

　
小
林
さ
ん
も
子
ど
も
の
こ
ろ
に
家
の
手
伝
い
で
馬

に
乗
っ
た
そ
う
だ
。
家
に
帰
る
と
馬
が
待
っ
て
い
た

の
だ
と
い
う
。「（
手
伝
い
）
や
る
の
が
嫌
だ
か
ら
山

に
逃
げ
て
っ
た
」。
当
時
は
子
ど
も
も
大
事
な
働
き

手
で
、
男
の
子
が
い
な
い
家
で
も
女
の
子
が
馬
に
乗

る
な
ど
し
て
家
の
こ
と
を
手
伝
っ
た
そ
う
だ
。
家
の

こ
と
ば
か
り
で
、「
勉
強
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
し
て
こ

な
か
っ
た
よ
」
と
奥
さ
ん
が
こ
ぼ
す
。

　
小
林
さ
ん
が
馬
に
そ
り
を
引
か
せ
て
遊
ん
だ
お
話

も
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
馬
が
勝
手
に
動
い
た
り
し

な
い
の
か
聞
く
と
、「
紐
で
も
っ
て
動
か
せ
る
か
ら
」

と
の
こ
と
。
手
綱
を
持
つ
よ
う
な
動
き
を
つ
け
て
教

え
て
く
だ
さ
る
。
な
ん
て
楽
し
そ
う
。
そ
う
思
っ
た

と
こ
ろ
で
、
頭
を
蹴
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
も
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
頭
に
当
た
る
す
れ
す
れ
の
と
こ
ろ
ま
で

馬
の
脚
が
き
た
と
、
手
で
馬
の
脚
を
表
し
な
が
ら
話

し
て
く
だ
さ
る
。「
あ
の
と
き
当
た
っ
て
た
ら
今
こ

人
の
暮
ら
し
の
そ
ば
に
い
た

『
奥
隆
行
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
で
目
に
留
ま
っ
た
の
が
、
今
は
な
か
な
か
見

ら
れ
な
い
、
馬
が
畑
に
い
る
風
景
。
写
真
は
戦
前
の
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
ど
こ

で
撮
ら
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
場
所
の
今
を
知
る
の
は
難
し
そ
う
だ
。

け
れ
ど
写
真
に
撮
ら
れ
た
時
代
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
、
こ
ん
な
風
景
を
見
て

き
た
か
も
し
れ
な
い
。

舟
田
早
帆(

社
会
学
科
3
年)

＝
文
・
写
真

小林さんのお宅にあった「のぼっちょ」の写真。

これは雨が降っても濡れにくいように藁
わら

を積ん

で、保存していたもの。藁は馬のえさなどにし

ていたそうだ

こ
に
い
な
い
か
も
分
か
ら
ん
ね
」
と
、
小
林
さ
ん
は

笑
い
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　
一
緒
に
お
話
を
聞
い
て
い
た
羽
野
さ
ん
が
「
人
間

の
生
活
の
そ
ば
に
い
た
か
ら
、
同
じ
屋
根
の
下
で
暮

ら
し
て
た
ん
で
す
か
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
す
る
と

奥
さ
ん
が
、
確
か
に
、
と
い
う
感
じ
で
「
そ
う
だ
ね

え
」
と
う
な
ず
い
た
。

　
自
動
車
や
機
械
の
代
わ
り
に
馬
を
用
い
て
い
た
と

だ
け
聞
く
と
、
単
な
る
道
具
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た

と
い
う
感
じ
が
し
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
、
馬
の
た

め
の
場
所
が
家
の
な
か
に
あ
っ
た
り
、
馬
が
子
ど
も

の
遊
び
に
つ
き
あ
っ
た
り
。小
林
さ
ん
の「
馬
が
待
っ

て
る
」
と
い
う
言
葉
や
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
思
い
出

を
お
聞
き
す
る
と
、
ペ
ッ
ト
と
は
ち
が
う
、
職
人
が

仕
事
道
具
を
大
切
に
あ
つ
か
う
よ
う
な
愛
着
や
親
し

み
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
馬
も
人
も
そ
れ
ぞ
れ
に

生
活
し
な
が
ら
、
い
っ
し
ょ
に
作
業
を
し
て
、
い
っ

し
ょ
に
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
の
だ
。
家
族
と
い
う

よ
り
、
仕
事
の
パ
ー
ト
ナ
ー
み
た
い
な
関
係
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
羽
野
さ
ん
の
「
人
間
の
生
活
の
そ
ば
に
い
た
」
と

い
う
言
葉
は
、
馬
と
当
時
の
人
の
関
係
に
ぴ
っ
た
り

な
気
が
し
た
。
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都留市商家資料館
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裁判所

消防所

やむらまち駅

R139
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N
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都
留
市
商
家
資
料
館
は
上
谷
の
国
道
１
３
９
号
線

沿
い
に
あ
る
。
ま
わ
り
の
家
と
比
べ
る
と
お
ご
そ
か

な
二
階
建
て
の
建
物
だ
。
こ
こ
に
は
昔
の
生
活
に
使

わ
れ
て
い
た
も
の
な
ど
が
置
い
て
あ
る
と
聞
い
て
い

た
。
け
れ
ど
実
物
を
見
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
こ

う
い
う
家
に
住
ん
で
み
た
い
と
考
え
な
が
ら
じ
ろ
じ

ろ
見
て
い
る
と
、
入
口
に
入
館
無
料
の
貼
り
紙
が
。

　
館
内
へ
入
り
挨
拶
を
す
る
と
、
現
在
館
長
を
つ
と

め
る
藤
森
利と

し
み
つ光

さ
ん(

68)

が
挨
拶
を
返
し
て
く
だ

さ
る
。
こ
の
建
物
の
変
化
に
つ
い
て
お
話
を
う
か

が
っ
た
。

建
物
の
始
ま
り

　

都
留
市
商
家
資
料
館
は
も
と
も
と
、
町
会
議
員

だ
っ
た
仁に

し
な科

源
太
郎
さ
ん
が
絹
問
屋
を
す
る
た
め
大

正
10
年
に
建
て
た
家
で
あ
る
。
絹
問
屋
と
い
う
の
は

絹
の
仲
介
業
だ
。
絹
を
作
る
店
か
ら
絹
を
買
い
、
絹

問
屋
に
注
文
し
て
き
た
人
の
も
と
へ
郵
送
す
る
仕
事

で
あ
る
。今
で
い
う
と
こ
ろ
の
ネ
ッ
ト
通
販
に
近
い
。

　
こ
の
建
物
か
ら
は
絹
問
屋
だ
っ
た
こ
ろ
の
工
夫
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
の
ひ
と
つ
が
玄
関
だ
。入
っ

て
す
ぐ
に
あ
る
畳
の
間
は
、
玄
関
の
土
間
よ
り
も
一

段
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
建
物
に
入
っ
て
す
ぐ
に

違
和
感
を
も
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
土
間
に
立
つ
と
、
自

分
の
太
も
も
あ
た
り
に
畳
の
間
が
あ
る
。
こ
れ
は
絹

問
屋
に
絹
を
運
ん
で
き
た
人
が
、
荷
物
を
降
ろ
し
や

す
く
す
る
た
め
の
工
夫
だ
。段
差
が
高
い
お
か
げ
で
、

わ
ざ
わ
ざ
し
ゃ
が
ま
ず
と
も
立
っ
た
ま
ま
荷
物
を
降

ろ
せ
る
。
む
し
ろ
荷
物
を
置
く
感
じ
。
絹
を
運
ん
で

き
た
人
に
対
し
て
親
切
な
設
計
だ
。
家
の
造
り
に
は

今
も
絹
問
屋
と
し
て
の
機
能
が
残
っ
て
い
る
。

　
仁
科
家
に
よ
る
絹
の
仲
介
業
は
昭
和
16
年
ご
ろ
に

終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
寄
せ
ら
れ
て

い
た
注
文
は
が
き
が
、
昭
和
16
年
を
さ
か
い
に
ぱ
っ

た
り
と
来
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
推
測
さ
れ

て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
太
平
洋
戦
争
の
前
あ
た
り
に
、

こ
の
建
物
は
絹
問
屋
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

職
場
か
ら
貸
家
へ

　
絹
問
屋
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
に
商
家
資
料
館
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
下
宿
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。昭
和
40
年
く
ら
い
の
こ
と
で
、

２
階
の
一
部
を
貸
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
ろ
住

ん
で
い
た
の
は
、
仁
科
源
太
郎
さ
ん
の
孫
に
あ
た
る

正
信
さ
ん
と
、
奥
さ
ん
で
あ
る
き
ぬ
え
さ
ん
。
そ
し

て
養
女
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
。
一
家
族

で
住
む
に
は
家
が
広
い
か
ら
貸
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
、
藤
森
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　
下
宿
と
言
っ
て
も
、
今
の
よ
う
に
設
備
が
整
っ
た

部
屋
を
借
り
る
の
と
は
違
っ
た
。
貸
し
出
さ
れ
た
空

間
に
ト
イ
レ
や
風
呂
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
台
所
は
な

か
っ
た
の
で
は
と
藤
森
さ
ん
。
下
宿
の
人
た
ち
が
住

む
建
物
は
も
と
も
と
絹
問
屋
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
台
所
や
食
堂
は
隣
接
す
る
別
の
棟
に

あ
っ
た
。
そ
ち
ら
に
は
き
ぬ
え
さ
ん
が
暮
ら
し
て
い

た
の
で
、
下
宿
の
人
は
使
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
だ
。
夕
食
は
、
も
う
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
都
留
食
堂
と
い
う
お
食
事
処
へ
か
よ
っ
て
い

た
の
だ
と
か
。

　
下
宿
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
２
階
に
は
、
階
段

を
上
が
っ
た
先
に
あ
る
廊
下
を
挟
み
、
６
畳
ほ
ど
の

和
室
が
３
個
ず
つ
く
ら
い
あ
る
。
今
そ
の
部
屋
は
展

示
室
に
な
っ
て
い
て
、
昔
を
伝
え
る
も
の
が
部
屋
ご

と
に
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ
て
飾
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
昭
和
35
年
ご
ろ
に
は
、
こ
の
建
物
は
鈴
木
法

律
事
務
所
と
い
う
会
社
に
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

事
務
所
の
子
ど
も
は
１
階
に
あ
る
仏
間
で
勉
強
を
し

て
い
た
ら
し
い
。
た
だ
、
下
宿
が
先
か
事
務
所
に
貸

し
た
の
が
先
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
で
も
、

こ
の
建
物
で
下
宿
し
て
い
た
か
た
が
大
人
に
な
っ
て

挨
拶
し
に
来
て
い
た
り
、
近
く
の
薬
局
の
女
性
が
事

務
所
へ
薬
を
届
け
て
い
た
り
と
、
こ
の
建
物
が
ど
ち

ら
に
も
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
だ
。

私
た
ち
の
知
る
商
家
資
料
館

　
平
成
５
年
１
月
18
日
、
大
正
時
代
の
雰
囲
気
を
残

す
こ
の
建
物
は
都
留
市
商
家
資
料
館
と
し
て
、
都
留

市
有
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
一
般
公
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
当
時
は
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
し

か
展
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
歳
月
と
と
も
に
日

用
品
な
ど
が
集
ま
り
今
の
よ
う
な
資
料
館
に
な
っ
て

き
た
。
今
は
、
観
光
で
お
客
さ
ん
が
来
た
り
、
社
会

科
見
学
で
小
学
生
が
来
た
り
し
て
い
る
。
お
話
を
う

か
が
っ
た
と
き
も
、
予
定
表
に
は
見
学
し
に
来
る
小

学
校
の
名
前
が
３
、４
校
書
か
れ
て
い
た
。

　
下
宿
や
事
務
所
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ
か
ら
資
料
館

に
な
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
こ
の
建
物
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
う
か
が
う
と
、
閉
め
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
の
で
は

と
お
っ
し
ゃ
る
。
資
料
館
に
な
る
前
の
建
物
は
ボ
ロ

ボ
ロ
で
、
雨
漏
り
が
ひ
ど
く
て
、
人
が
住
め
る
状
況

で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
今
あ
る
瓦
屋
根
は
す
べ
て

張
り
替
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
絹
問
屋
と
し
て
始
ま
り
、
下
宿
や
事
務
所
に
使
わ

れ
て
今
に
い
た
る
都
留
市
商
家
資
料
館
。
古
写
真
と

見
た
目
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
と
も
、
使
わ
れ
か
た

は
変
わ
っ
て
い
た
。
建
物
自
体
で
な
く
住
む
人
、
使

う
人
が
変
化
し
た
か
ら
だ
。
い
く
つ
か
の
役
割
を
果

た
し
て
今
に
い
た
る
、
経
験
豊
富
な
建
物
だ
。

地図上の１㎝はじっさいのおよそ 120 ｍ

今の都留市商家資料館。２階の窓にはかつて手すりがはめ

られていたが、戦争中の金属回収でなくなった (2016.02.02)

写真中央、モザイク模様の壁の建物が、のちに都留市商家資料館

となる

都留市商家資料館

建
物
あ
るの物

語

昔の調度品などを展示している都留市商家

資料館。古写真に写る姿は、今とほとんど

変わっていなかった。この建物は昔から

ずっと、何も変わらずに残ってきたものな

のだろうか。

南條新 ( 初等教育学科２年 ) ＝文・写真

特   

集
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都 留 の 桜 の 風 景

ミュージアム都留では、平成 24 年度より都留文科

大学地域交流研究センターと共同で古写真の収集

をおこなっています。今回は市内各所の桜の写真

を紹介します。

大正 14 年 (1925) 平成 27 年 (2015）4 月 5 日

01
現在の写真は国道 139 号

線から撮影したもの。当

時は道の両側に流れの速

い川があり、春には桜並

木が美しかったという。

道路を拡張するさい川に

蓋がされ、桜並木も伐採

された

東 桂 尋
じんじょう

常

高 等 小 学 校 玄 関

桂  町

 平成 27 年 (2015）4 月 5 日戦前

かつては夜になるとボン

ボリの灯りが桜を照らし

たそうだ。戦時中に桜は

伐採され薪などに利用さ

れた。当時、広場は食糧

増産のための畑となった

仲
な か ま ち

町 大 神 社 横

広 場

下  谷

02

平成 28 年 (2016）1 月 22 日昭和 12 年 (1937)

かつては橋の両側に桜が

あったが現在は無い。昭

和 34 年 (1959) に現在の橋

が竣工され、そのころに

伐採されたと思われる

院
い ん べ ば し

辺 橋 手 前

下  谷

03

平成 27 年 (2015）4 月 5 日昭和初期

富士山と桜を同時に望む

ことができる。ここで取

水された水は古
ふ る か わ ど

川渡、田

野倉地区を経て、大月に

ある駒橋発電所へと送水

される

川
か わ も

茂 発 電 所

川  茂

04

平成 27 年 (2015）4 月 5 日昭和 10 年 (1935)

昭和 11 年 (1936) に樹幹が

倒れたが、現在の桜は幹

の一部から芽を出して成

長した。植物学的にも珍

しいことから、昭和 49 年

(1974）4 月 11 日に市の天

然記念物に指定された

阿
あ ふ り

夫 利 神 社

下  谷

05

　寒さが少しゆるんで、暖かくなったことで、

草木が芽吹きはじめてきました。そんな春ら

しい季節になってきましたので、今回は市内

各所の桜の写真を紹介しました。

　写真は大正・昭和期に撮影されたもので、

なかには伐採されて今は見ることのできない

桜も写っています。伐採された桜が今も残さ

れていたらどんな景色だったでしょうか。今

となってはこの写真から想像するほかありま

せん。しかし、今、当たり前のように咲き続

ける桜もやがては老木になり、朽ちて伐採さ

れた桜のように見ることはできなくなります。

「散る桜　残る桜も　散る桜」という江戸時

代の僧侶である良寛の句は、どんな桜であっ

てもやがて散るという句意で、このことをよ

く表していると思います。こうしたことから、

桜の写真は現在においても撮影して後世に伝

えていく必要があるでしょう。桜の開花が待

ち遠しいです。( 森屋 )

未来へ 

残す風景
お知らせ

TEL  0554-45-8008
HP   www.city.tsuru.yamanashi.jp（観光情報 › 伝統・文化)

■  ミュージアム都留

3月20日(日)～5月8日(日)

入館無料

第 7 回

城下町つるの雛まつり展

あの頃の都留を歩く
— 写真・記憶・物語 —

4月16日(日)～6月12日(日)

要入館料

※詳細は HP をご覧ください

平成 11 年 (1999 年）4 月 9 日 谷村第一小学校の下校風景を撮影
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守男さんの妹さんの結婚式の写真。1954 年撮影

金
原
由
佳(

社
会
学
科
３
年)

＝
文

伊
藤
瑠
依(

社
会
学
科
３
年)

＝
写
真

アルバムのなかには、家族の写真や、友だちの写真、

まちの風景の写真が残っている。私の知らない都留

の姿が、まだ、誰かのアルバムのなかに残されてい

るかもしれない。

都留に暮らす人のもつアルバムを、私にも、ひらか

せてもらった。

※おもに神社・仏閣への参詣や寄進などをする団体。

特   

集

藤
本
さ
ん
の
ア
ル
バ
ム

　
以
前
、
古
い
写
真
を
も
と
に
八
朔
祭
り
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
仮
装
行
列
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

に
お
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、

１
枚
の
写
真
が
も
つ
、
人
の
記
憶
を
引
き
出
す
力
に

触
れ
た
。
ま
た
、
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
都
留
の
姿

を
知
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。
写
真
は
私
に
と
っ

て
、
都
留
を
知
る
た
め
の
方
法
に
な
っ
た
。

　
古
い
写
真
や
ア
ル
バ
ム
に
は
、
ま
だ
私
の
知
ら
な

い
都
留
の
姿
が
あ
る
は
ず
。
そ
ん
な
思
い
か
ら
、
古

い
ア
ル
バ
ム
を
も
っ
て
い
る
人
を
探
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
都
留
市
上
谷
に
お
住
い
の
藤
本
守も

り
お男

さ
ん

(

88)

京け
い
こ子

さ
ん(

85)

ご
夫
妻
に
お
話
を
う
か
が

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
１
月
15
日
、
藤
本
さ
ん
の
お
宅
で
ア
ル
バ
ム
を
見

せ
て
い
た
だ
い
た
。２
冊
の
分
厚
い
ア
ル
バ
ム
に
は
、

た
く
さ
ん
の
写
真
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
家
族
写
真
が

多
く
、
ま
た
冠
婚
葬
祭
に
か
か
わ
る
写
真
が
多
か
っ

た
。
古
い
も
の
だ
と
、
守
男
さ
ん
の
お
祖
父
さ
ん
に

あ
た
る
か
た
が
参
加
し
た
と
い
う
講(

※)

を
映
し

た
も
の
も
あ
っ
た
。
写
真
の
裏
や
端
に
、
写
真
館
の

名
前
が
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
当
時
は
よ
く
写
真

館
で
写
真
を
撮
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
こ
ろ
の
都
留
市

に
は
３
件
ほ
ど
写
真
館
が
あ
り
、
守
男
さ
ん
た
ち
は

今
の
三
町
商
店
街
の
近
く
に
あ
っ
た
美び

え
い映

写
真
館
、

愛あ
た
ご
し
ゃ
ぼ
う

宕
寫
房
で
よ
く
写
真
を
撮
っ
た
そ
う
だ
。

　
な
か
で
も
私
が
興
味
を
ひ
か
れ
た
写
真
は
、
守
男

さ
ん
の
妹
さ
ん
の
結
婚
式
を
映
し
た
写
真
だ
っ
た
。

中
央
に
晴
れ
着
の
男
女
が
座
っ
て
い
て
、
そ
の
両
脇

に
両
家
の
親
族
が
並
ん
で
い
る
。
場
所
は
守
男
さ
ん

の
お
宅
の
奥
座
敷
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
、
当
時
の
結

婚
式
の
よ
う
す
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

　

藤
本
さ
ん
た
ち
の
ご
結
婚
は
１
９
５
４
年
の
こ

と
。
結
婚
式
を
谷
村
町
の
下
町
裏
通
り
に
あ
っ
た

「
魚う

お
く
に國

」
と
い
う
料
理
屋
さ
ん
で
お
こ
な
い
、
披
露

宴
は
自
宅
で
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。
当
時
は
、
守
男

さ
ん
た
ち
の
よ
う
に
結
婚
式
と
披
露
宴
の
場
所
を
料

理
屋
さ
ん
と
家
で
分
け
て
お
こ
な
う
人
か
、
い
っ
ぺ

ん
に
同
じ
場
所
で
お
こ
な
う
人
の
ど
ち
ら
か
だ
っ
た

そ
う
だ
。

　
結
婚
式
を
料
理
屋
さ
ん
で
お
こ
な
う
と
き
は
、「
魚

國
」
や
高
尾
町
通
り
に
あ
っ
た
「
長
月
」
と
い
っ
た
、

旅
館
も
兼
業
す
る
よ
う
な
大
き
な
料
理
屋
さ
ん
で
お

こ
な
っ
て
い
た
。
式
の
あ
い
だ
、
お
店
の
女
中
さ
ん

が
い
ろ
い
ろ
と
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
で
助
か
っ
た

と
京
子
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。

　

披
露
宴
に
は
多
く
の
お
客
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
、

３
日
く
ら
い
は
ず
っ
と
宴
会
が
開
か
れ
て
い
た
の
だ

と
い
う
。
近
所
の
人
や
親
せ
き
、
職
場
の
人
な
ど
が

入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
お
祝
い
に
来
た
そ
う
だ
。

戦
後
の
、
も
の
が
な
い
時
代
。
お
酒
を
用
意
す
る
の

が
大
変
だ
っ
た
と
守
男
さ
ん
は
感
慨
深
げ
に
お
っ

し
ゃ
っ
た
。

　
ま
た
、
お
嫁
さ
ん
の
隣
に
座
っ
て
い
る
振
り
袖
姿

の
女
性
は
誰
か
尋
ね
る
と
、
京
子
さ
ん
が
「
そ
い
嫁

さ
ん
」
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
嫁
さ
ん
の
お

世
話
を
す
る
役
目
だ
そ
う
だ
。

　
辞
書
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、嫁
入
り
の
さ
い
に
、

嫁
に
付
き
添
っ
て
行
く
女
性
の
こ
と
を
そ
う
呼
ぶ
よ

う
だ
。
ふ
つ
う
、
年
下
ま
た
は
同
年
齢
の
未
婚
の
女

性
が
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
た
。
ほ

か
の
地
方
で
は
「
つ
れ
よ
め
」「
よ
め
ま
ぎ
ら
か
し
」

と
も
呼
ぶ
よ
う
だ
。
あ
る
地
方
で
は
「
む
こ
ま
ぎ
ら

か
し
」
と
い
っ
て
、
男
性
側
に
付
添
人
が
い
る
こ
と

も
あ
る
そ
う
。
男
性
側
の
付
添
人
は
い
た
か
尋
ね
る

と
、
こ
の
あ
た
り
で
は
お
嫁
さ
ん
だ
け
だ
ね
、
と
守

男
さ
ん
。
写
真
の
男
性
の
左
隣
に
い
る
の
は
仲
人
さ

ん
だ
そ
う
だ
。

ア
ル
バ
ム
が
あ
る
と
い
う
こ
と

　
「
昔
は
こ
う
い
う
ア
ル
バ
ム
も
も
っ
と
あ
っ
た
け

ど
、
引
っ
越
し
し
た
か
ら
ね
。
あ
ん
ま
り
残
っ
て
な

い
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
守
男
さ
ん
。
昔
は
都
留
市
上

谷
に
あ
る
喫
茶
店
の
「
旅
苑
」
の
前
く
ら
い
に
お
宅

が
あ
っ
た
が
、
付
近
で
起
き
た
火
災
の
貰
い
火
に
あ

い
、
引
っ
越
し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
残
し
て
い

た
ア
ル
バ
ム
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
と
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
今
残
っ
て
い
る
写
真
は
残
っ
た
う
ち
の
ほ

ん
の
少
し
だ
そ
う
。
そ
の
こ
と
を
と
て
も
残
念
そ
う

に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

　
写
真
一
枚
か
ら
わ
か
る
そ
の
当
時
の
よ
う
す
。
同

じ
こ
ろ
の
写
真
が
何
枚
も
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
す
は

よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
。私
は
、昔
の
写
真
が
残
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
幸
運
な
こ
と

だ
ろ
う
と
思
う
。
人
の
生
活
の
な
か
で
、
ふ
と
し
た

瞬
間
に
な
く
な
っ
て
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
ア
ル

バ
ム
や
写
真
た
ち
。
そ
れ
を
大
切
に
残
し
て
く
れ
る

人
た
ち
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
は
昔
の
生
活
を
よ
り

は
っ
き
り
と
思
い
描
き
、知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
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古
写
真
が
撮
ら
れ
た
場
所
へ
行
っ
て
、

同
じ
構
図
で
写
真
を
撮
り
見
比
べ
た
ら
、
ま
ち
の
変
化
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

増
え
た
も
の
が
あ
っ
た
り
、
な
く
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
り
、

は
た
ま
た
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
り
…
…
。

写
真
は
撮
っ
た
と
き
の
日
常
を
そ
の
ま
ま
切
り
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
文
字
と
違
っ
て
当
時
の
よ
う
す
が
一
目
で
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
ま
ち
の
景
色
や
人
々
の
暮
ら
し
は
変
わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
写
真
に
収
め
る
と
、
そ
の
な
か
で
変
わ
る
こ
と
な
く
残
り
続
け
ま
す
。

そ
し
て
い
つ
か
昔
を
知
る
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
り
、

当
時
の
人
が
見
た
も
の
感
じ
た
も
の
を
伝
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

古
写
真
に
は
、
当
時
の
人
た
ち
の

目
に
映
り
心
に
刻
ま
れ
た
も
の
が
写
っ
て
い
る
の
で
す
。

もの写る
写古 真に

ランチやデザートを食べる以外に、お客さんたちのコミュニ

ケーションの場所にもなっている喫茶店「アルバム」。私はこ

こで、31 年間たったひとりで働いている女性に出会った。

言
「ただいま」を

いたくなるお店

文   

化



文   

化
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１
月
25
日
、
私
が
こ
の
お
店
を
訪
れ
た
の
は
２

回
目
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
12
月
の
始
め
ご
ろ
大

学
の
授
業
の
一
環
で
、
同
じ
学
科
の
友
人
た
ち
と
お

店
を
う
か
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
店
主
の
佐
藤

ゆ
か
り
さ
ん(

52)

と
の
出
会
い
は
そ
の
と
き
だ
。

　
ぱ
っ
ち
り
と
し
た
目
が
、
笑
う
と
三
日
月
の
よ
う

な
形
に
な
る
佐
藤
さ
ん
は
、
同
性
の
私
で
も
見
と
れ

て
し
ま
う
く
ら
い
す
て
き
な
笑
顔
の
持
ち
主
。
初
め

て
お
店
に
訪
れ
た
と
き
、
忙
し
い
時
間
帯
に
来
た
私

た
ち
に
「
ゆ
っ
く
り
し
て
い
っ
て
ね
」
と
声
を
か
け

て
く
れ
た
り
、
初
対
面
に
も
か
か
わ
ら
ず
快
く
取
材

に
応
じ
て
く
れ
た
り
し
た
。
喫
茶
店
は
接
客
業
で
も

あ
る
た
め
、
親
切
な
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
け
れ
ど
、
初
対
面
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な

い
佐
藤
さ
ん
の
雰
囲
気
に
惹
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
人

柄
な
の
か
を
知
り
た
く
な
っ
た
。

お
店
の
な
か
に
は　

　

店
内
に
は
お
菓
子
や
ケ
ー
キ
、
椅
子
の
カ
バ
ー
、

ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
な
ど
手
作
り
の
装
飾
や
雑
貨
が
た

く
さ
ん
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
赤
や
ピ
ン
ク
な

ど
の
暖
色
が
多
く
、温
も
り
が
感
じ
ら
れ
、先
日
降
っ

た
雪
に
よ
る
寒
さ
も
や
わ
ら
い
で
し
ま
う
。
入
口
か

ら
入
っ
て
左
奥
に
は
、
お
客
さ
ん
か
ら
売
っ
て
ほ
し

い
と
依
頼
さ
れ
て
置
い
て
い
る
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
雑
貨

が
あ
る
。
複
数
の
お
客
さ
ん
か
ら
依
頼
さ
れ
て
い
る

た
め
、
1
ヶ
月
前
と
比
べ
て
商
品
は
新
し
く
な
っ
て

い
た
。
ま
る
で
お
客
さ
ん
と
ひ
と
つ
の
お
店
を
作
っ

て
い
る
よ
う
だ
。

佐
藤
さ
ん
の
朝
は
8
時
半
に
お
店
に
来
て
、
仕

込
み
を
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
9
時
ご
ろ
に
は
買

い
出
し
に
行
き
、
10
時
か
ら
開
店
。
佐
藤
さ
ん
は
都

留
で
生
ま
れ
育
ち
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
喫
茶
店

を
開
く
こ
と
が
夢
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
高

校
を
卒
業
し
て
か
ら
は
東
京
の
調
理
師
専
門
学
校
に

通
っ
て
い
た
。
ほ
か
に
や
り
た
い
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
か
尋
ね
て
み
る
と
、「
ほ
か
に
で
き
る
こ

と
が
無
か
っ
た
か
ら
」
と
ひ
か
え
め
な
よ
う
す
で

笑
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ、

、れ
と
い
う
ひ
と
つ
の
道

を
決
め
て
今
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
と
て

も
芯
の
強
い
女
性
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

佐
藤
さ
ん
と
お
客
さ
ん

大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
、
お
店
を
訪
れ
る
お
客

さ
ん
の
幅
は
広
い
。女
性
客
が
目
立
つ
こ
の
お
店
で
、

初
め
て
来
た
と
き
に
見
た
、
お
店
の
お
手
伝
い
の
よ

う
な
こ
と
を
し
て
い
た
男
性
の
こ
と
が
気
に
な
り
、

佐
藤
さ
ん
に
話
を
う
か
が
っ
て
み
る
。
す
る
と
、
ぼ

ん
や
り
と
し
て
い
て
覚
え
て
は
い
な
い
よ
う
す
。
30

代
く
ら
い
の
…
…
と
年
齢
を
言
っ
て
み
る
と
「
あ
っ

冷
蔵
庫
！
」
と
思
い
出
し
た
佐
藤
さ
ん
に
思
わ
ず

笑
っ
て
し
ま
う
。
冷
蔵
庫
の
調
子
が
悪
く
な
り
、
常

連
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ
た
そ
う
だ
。
よ
く
よ
く
聞
い

て
み
る
と
、
そ
の
お
客
さ
ん
は
小
学
生
の
と
き
か
ら

親
子
で
ず
っ
と
通
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
。
佐
藤

さ
ん
は
こ
の
お
客
さ
ん
の
結
婚
式
に
も
呼
ば
れ
て
い

て
、
そ
の
身
内
の
よ
う
な
繋
が
り
の
濃
さ
に
驚
く
。

「
男
性
の
か
た
と
か
、
入
っ
て
来
て
く
れ
て
あ
り

が
と
う
っ
て
な
り
ま
す
。
で
も
、
1
回
来
て
く
れ
る

と
そ
の
後
も
ま
た
来
て
く
れ
る
か
ら
嬉
し
い
」
と
リ

ピ
ー
タ
ー
が
多
い
こ
と
を
佐
藤
さ
ん
は
感
謝
し
て
い

る
。「
カ
ウ
ン
タ
ー
に
座
る
お
客
さ
ん
は
お
話
す
る

機
会
が
多
い
か
ら
。
身
内
み
た
い
に
ね
。
ひ
と
り
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
た
に
は
、『
こ
の
人
は
な
に
さ
ん

で
す
よ
』
っ
て
紹
介
し
て
お
互
い
仲
良
く
な
っ
て
も

ら
っ
て
」。

壁
に
は
、
昔
こ
の
お
店
に
通
っ
て
い
た
お
客
さ

ん
か
ら
も
ら
っ
た
写
真
や
、
作
っ
て
く
れ
た
コ
ル
ク

ボ
ー
ド
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
学
生
か
ら
の
も
の
。
と
い
う
の
も
、
お
店
を
始
め

た
こ
ろ
は
今
よ
り
も
賑
わ
っ
て
い
て
、
本
学
の
学
生

の
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
客
層

は
学
生
ば
か
り
だ
っ
た
。ま
た
、下
宿
が
近
く
に
あ
っ

た
た
め
、
毎
日
通
う
人
も
い
た
。「
な
ん
か
お
か
え

り
っ
て
ね
」。

お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
オ
ー
プ
ン
当
初
か
ら
変

わ
ら
な
い
と
い
う
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
を
見
つ
め
る
。

角
は
丸
み
を
帯
び
て
い
て
、
使
わ
れ
て
い
る
年
月
を

想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
に
何
人
の
先
輩
が
座
っ
た
ん
だ

ろ
う
。
ふ
と
、
顔
も
見
た
こ
と
の
無
い
先
輩
を
意
識

し
て
し
ま
う
。
佐
藤
さ
ん
は
多
く
の
お
客
さ
ん
の
成

長
を
見
守
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

佐
藤
さ
ん
が
お
客
さ
ん
に
言
わ
れ
て
嬉
し
か
っ

た
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
そ
う
。「
文
大
の
卒
業
生

が
何
回
か
お
店
に
来
て
く
れ
た
と
き
に
、
お
店
ま
だ

お客さんが作ったハンドメイド雑貨

佐藤さんがよくお話をされるカウンター。手作りのケーキは 10 種類以上もある

続
け
て
く
だ
さ
い
ね
っ
て
言
わ
れ
た
と
き
は
わ
た
し

歳
な
ん
だ
な
っ
て
」。○　

○　
○

「
お
店
っ
て
い
う
よ
り
、
お
う
ち
に
帰
っ
て
来
た

み
た
い
で
す
。
す
ご
く
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
感
じ
が
す

る
の
で
、
ず
っ
と
い
た
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
」
と
私

が
お
店
の
印
象
を
伝
え
る
と
、
佐
藤
さ
ん
は
ま
た
目

を
三
日
月
に
し
て
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と

笑
う
。

大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
私
は
地
元
に
限
ら
ず
、

都
留
を
含
め
さ
ま
ざ
ま
な
お
店
に
足
を
運
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
。
地
元
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
で
、
こ
ん
な

に
も
「
た
だ
い
ま
」
を
言
い
た
く
な
る
お
店
は
初
め

て
だ
。

「
作
り
た
い
も
の
を
作
っ
て
い
た
い
ん
で
す
よ

ね
。
ほ
ん
と
に
ち
っ
ち
ゃ
い
お
菓
子
で
も
ケ
ー
キ
で

も
」
と
佐
藤
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。
な
に
を
作
る
と

き
も
毎
回
テ
ー
マ
を
決
め
て
か
ら
作
り
始
め
る
そ

う
。
自
由
な
発
想
で
自
由
に
作
っ
て
い
く
。
毎
日
が

充
実
し
て
い
て
と
て
も
楽
し
そ
う
だ
。
後
悔
を
し
な

い
、
そ
ん
な
姿
が
佐
藤
さ
ん
か
ら
は
う
か
が
え
た
。

山
内
利
奈(

社
会
学
科
1
年)

＝
文
・
写
真

加
藤
萌
香(

初
等
教
育
学
科
3
年)

＝
写
真
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左
官
職
人
の
手
仕
事

—

壁
は
、怖
さ
と
面
白
さ
の
間
で
作
ら
れ
る—

今
か
ら
12
年
前
、
古
い
ア
パ
ー
ト
を
自
分
の
手
で
改

装
し
よ
う
と
が
ん
ば
る
本
学
の
学
生
た
ち
が
い
た
。

そ
の
当
時
の
学
生
の
ブ
ロ
グ
を
読
ん
で
い
る
と
現
れ

た
の
は
、「
ア
ン
チ
」
と
呼
ば
れ
る
当
時
19
歳
の
青

年
。
彼
は
19
歳
と
い
う
若
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学

生
た
ち
に
壁
の
塗
り
方
を
教
え
て
い
た
の
だ
。
そ
の

こ
と
に
驚
い
て
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、
現
在
は
伝

統
工
法
で
壁
塗
り
を
す
る
左
官
職
人
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
い
る
と
知
っ
た
。
本
名
は
藤ふ

じ
も
と本

敦あ
つ
しさ

ん
。
当
時

19
歳
だ
っ
た
ア
ン
チ
こ
と
藤
本
さ
ん
は
、
現
在
31
歳

に
な
っ
て
い
た
。

昔
な
が
ら
の
壁
塗
り

　
初
め
左
官
職
人
と
言
わ
れ
て
も
ぴ
ん
と
こ
な
か
っ

た
が
、
茶
室
に
あ
る
土
壁
や
蔵
に
あ
る
漆し

っ
く
い喰

壁
を
作

る
職
人
さ
ん
だ
と
知
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
た
。
か

つ
て
は
「
家
は
大
工
と
左
官
が
い
れ
ば
建
つ
」
と
言

わ
れ
た
ほ
ど
で
、
左
官
が
壁
の
土
台
か
ら
作
っ
て
い

た
時
代
も
あ
っ
た
と
い
う
。
け
れ
ど
今
は
、
貼
る
だ

け
で
済
む
建
築
用
の
資
材
が
壁
に
使
わ
れ
、
左
官
の

仕
事
は
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
残
っ
て
い
る
職
人
さ

ん
も
、
多
く
は
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
安
く
て

均
一
な
仕
上
が
り
が
保
証
さ
れ
る
既
製
品
の
材
料
を

使
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
時
代
に
逆
行
す
る
よ
う
な
壁

塗
り
を
す
る
の
が
、
藤
本
さ
ん
だ
。

　

藤
本
さ
ん
は
天
然
素
材
の
材
料
だ
け
を
使
っ
て
、

土
壁
や
漆
喰
壁
を
作
る
。
土
壁
な
ら
ば
使
わ
れ
る

の
は
、
な
ん
と
土
と
藁わ

ら

と
砂
だ
け
。
こ
れ
に
水
を

足
し
て
練
る
こ
と
で
、
壁
に
塗
り
付
け
る
材
料
が

で
き
あ
が
る
。「
数
値
が
あ
っ
て
そ
れ
通
り
に
作
る

わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
」
と
藤
本
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ

る
。
目
の
大
き
な
藁
を
入
れ
る
か
、
ふ
る
い
に
か

け
て
細
か
な
も
の
を
使
う
か
で
壁
の
質
感
は
ち
が

う
し
、
気
温
の
高
さ
で
水
の
引
き
具
合
も
変
わ
る

の
で
、
現
場
の
気
温
に
合
わ
せ
て
水
の
量
も
調
整

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
あ
と
ひ
と
つ
か
み
、
藁
を
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
、

こ
の
材
料
に
な
に
足
せ
ば
い
い
と
か
、
全
部
感
覚
。

そ
れ
が
楽
し
く
も
あ
り
、
難
し
く
も
あ
る
」

　
料
理
で
一
味
足
り
な
い
と
き
に
こ
れ
を
足
し
て
み

よ
う
と
い
う
の
に
似
て
い
る
。
こ
う
す
れ
ば
絶
対
に

よ
く
な
る
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
く
、
も
の
の
状

態
を
よ
く
見
て
、
経
験
や
感
覚
を
も
と
に
調
整
す
る

の
だ
。

　
手
間
の
か
か
る
伝
統
工
法
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
藤

本
さ
ん
自
身
が
そ
の
よ
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

藤
本
さ
ん
は
伝
統
工
法
で
で
き
た
壁
を
「
天
然
の
空

気
清
浄
機
」
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
。
自
然
の
素
材
は
カ

ビ
を
防
い
だ
り
、
湿
気
や
に
お
い
を
よ
く
吸
っ
た
り

す
る
の
で
、建
築
用
の
資
材
を
使
っ
た
住
宅
に
比
べ
、

空
気
が
す
が
す
が
し
い
そ
う
だ
。
ま
た
、
す
べ
て
が

手
作
り
な
の
で
質
感
や
色
、
ひ
と
つ
と
し
て
同
じ
も

の
は
な
い
。
均
一
に
作
ら
れ
た
資
材
を
使
っ
た
壁
と

は
ま
っ
た
く
ち
が
う
の
だ
。
藤
本
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

る
。「
自
然
の
も
の
で
で
き
て
る
か
ら
、
自
然
を
見

た
と
き
み
た
い
な
感
動
が
あ
る
。
景
色
と
か
ず
っ
と

見
て
て
も
飽
き
る
人
っ
て
い
な
い
。
け
ど
、
既
製
品

の
壁
は
10
分
も
見
て
ら
ん
な
い
。(

伝
統
工
法
の
壁

に
は)

な
に
か
感
じ
る
も
の
が
あ
る
」。

仕
事
が
な
い

　
こ
う
い
っ
た
材
料
の
配
合
や
塗
り
の
感
覚
は
最
低

５
年
の
修
行
を
積
ま
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
い

う
。
藤
本
さ
ん
も
ま
た
修
行
を
し
て
い
た
。

　
高
校
卒
業
後
、
一
度
は
一
般
職
に
就
い
た
藤
本
さ

ん
。
け
れ
ど
自
分
に
合
わ
な
い
と
感
じ
、
ご
実
家
の

左
官
仕
事
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
仕
事

を
手
伝
う
う
ち
に
藤
本
さ
ん
は
、
塗
る
こ
と
が
楽
し

い
と
い
う
気
持
ち
と
、
こ
の
道
な
ら
う
ま
く
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
出
て
き
た
。「
で
も

ち
ゃ
ん
と
し
た
根
拠
が
な
い
か
ら
、
覚
え
に
い
き
た

か
っ
た
」
と
藤
本
さ
ん
は
言
う
。

　
修
行
を
お
願
い
す
る
手
紙
を
書
き
、
辿
り
着
い
た

の
は
三
重
県
の
親
方
の
も
と
。
す
ぐ
に
仕
事
を
手
伝

わ
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
見
よ
う
見
ま
ね
で
仕
事
を
覚
え

て
い
っ
た
そ
う
だ
。
20
歳
前
半
の
若
く
て
楽
し
い
時

期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
早
く
か
ら
遅
く
ま
で
働
き

続
け
る
毎
日
。
く
た
く
た
で
帰
っ
た
後
で
も
、
つ
ぎ

の
日
の
現
場
で
先
輩
た
ち
が
使
う
材
料
の
仕
込
み
を

し
、そ
れ
か
ら
塗
り
の
練
習
ま
で
し
て
い
た
と
い
う
。

　
辞
め
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
か
う
か
が
う
と

「
昔
か
ら
負
け
ず
嫌
い
と
い
う
か
。
覚
え
に
行
っ
て

る
か
ら
、
覚
え
て
な
い
段
階
で
帰
っ
て
も
行
っ
た
意

味
が
な
い
。
今
帰
っ
て
も
な
に
も
な
い
か
ら
」。
昔

か
ら
プ
ラ
イ
ド
は
高
い
ん
だ
よ
ね
と
笑
い
な
が
ら

お
っ
し
ゃ
る
姿
は
、
無
邪
気
な
少
年
の
よ
う
に
も
芯

の
強
い
親
方
の
よ
う
に
も
見
え
た
。

　

修
行
を
終
え
て
都
留
市
に
戻
っ
て
き
た
藤
本
さ

ん
。し
か
し
そ
こ
に
は
修
行
以
上
の
苦
労
が
あ
っ
た
。

伝
統
工
法
の
仕
事
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
当

時
山
梨
県
で
は
、
伝
統
工
法
で
の
壁
塗
り
の
文
化
が

根
付
い
て
お
ら
ず
、
建
築
の
専
門
で
あ
る
工
務
店
や

設
計
士
の
人
に
さ
え
知
ら
れ
て
い
な
い
ほ
ど
だ
っ
た

と
い
う
。

「
し
ん
ど
い
思
い
し
て
覚
え
た
も
の
が
使
う
と
こ
が

な
い
っ
て
。ふ
つ
う
の
左
官
屋
が
嫌
で
い
っ
た
の
に
、

ま
た
ふ
つ
う
の
仕
事
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
」

　
藤
本
さ
ん
は
伝
統
工
法
を
取
り
入
れ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
工
夫
を
考
え
た
。
土
壁
と
い
う
と
想
像
し
が

ち
な
の
は
昔
な
が
ら
の
日
本
建
築
で
、
自
分
の
家
に

は
縁
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
石
膏
ボ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
通
常
の
建
築
用
の
資

材
の
上
に
、
薄
く
土
を
塗
り
重
ね
る
こ
と
で
、
現
代

の
住
宅
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
形
に
し
た
。
こ
れ
だ

け
で
も
空
気
清
浄
機
の
よ
う
な
効
果
は
感
じ
ら
れ
る
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左・右下：藤本さんが手がけた民家の土壁。右写真は土壁を近くで撮影したもので藁や砂のようすがよくわかる

右上：鍛冶屋さんが作ったこて。親指と同じくらい小さなものから手のひら以上の大きなものまで 300 本以上を使いわける

背景：見せていただいた住宅の壁。「引
ひ

き摺
ず

り」と呼ばれる横に流れるような線の模様が付く漆喰の壁

大津磨きが施された壁。家主のかたは決して触らず大切に扱っている

そ
う
だ
。
さ
ら
に
、
年
代
や
場
所
に
よ
っ
て
色
の
ち

が
い
が
あ
る
土
を
う
ま
く
配
合
す
る
こ
と
で
、
藤
本

さ
ん
は
色
を
自
由
に
作
り
だ
す
。
そ
の
た
め
古
び
た

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
代
の
住
宅
に
も
合
う
落

ち
着
い
た
色
の
壁
を
作
り
だ
し
て
い
た
。
た
だ
、
よ

り
安
く
早
く
の
真
逆
を
い
く
よ
う
な
藤
本
さ
ん
の
仕

事
で
は
、
そ
の
価
値
を
理
解
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ

る
。
あ
ま
り
話
を
す
る
の
が
好
き
で
は
な
い
と
言
う

藤
本
さ
ん
だ
が
、
伝
統
工
法
の
よ
さ
を
伝
え
る
た
め

に
説
明
会
な
ど
を
開
催
し
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち

に
、
協
力
し
て
く
れ
る
設
計
士
や
工
務
店
の
か
た
、

価
値
を
理
解
し
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
に
も
出
会
う
こ

と
が
で
き
た
の
だ
。

塗
り
の
怖
さ

　

藤
本
さ
ん
の
仕
事
を
か
っ
て
、
自
宅
の
壁
塗
り

を
依
頼
し
た
と
い
う
お
客
さ
ん
の
お
宅
に
お
じ
ゃ

ま
し
た
。
玄
関
を
入
っ
て
す
ぐ
に
目
に
飛
び
込
ん

で
き
た
の
は
、
橙
色
に
輝
く
壁
。
ガ
ラ
ス
や
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
が
ぴ
か
っ
と
光
る
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
よ
う

な
輝
き
で
は
な
く
、
布
の
よ
う
な
や
わ
ら
か
さ
の

な
か
、
全
体
に
つ
や
の
あ
る
輝
き
を
含
ん
で
い
る
。

こ
ん
な
光
沢
を
も
つ
壁
を
見
る
の
は
初
め
て
で
、

と
依
頼
す
る
お
客
さ
ん
か
ら
の
期
待
や
、
で
き
あ

が
り
を
楽
し
み
に
待
つ
思
い
を
痛
切
に
感
じ
る
の

だ
ろ
う
。
藤
本
さ
ん
の
手
仕
事
は
、
藤
本
さ
ん
に

し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
が
や
り
が
い
で
あ
る
反
面
、

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
や
緊
張
、
恐
怖
、
そ
う
い
っ
た
も

の
が
付
き
も
の
な
の
だ
。

説
明
さ
れ
る
ま
で
手
作
業
で
塗
ら
れ
た
壁
だ
と
は

思
い
も
し
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
は
壁
塗
り
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
難
し
い
と

さ
れ
る
、「
大
津
磨
き
」
と
い
う
手
法
で
塗
ら
れ
た

土
壁
だ
。
塗
る
と
い
う
よ
り
も
材
料
を
な
ら
し
て
い

く
と
い
う
も
の
で
、
何
度
も
壁
に
圧
力
を
か
け
る
よ

う
に
こ
て

0

0

を
滑
ら
せ
光
沢
を
だ
す
。
て
い
ね
い
に
繰

り
返
し
作
業
が
進
め
ら
れ
る
の
で
、
１
ｍ
四
方
く
ら

い
の
壁
を
塗
る
に
も
１
日
が
か
り
な
の
だ
と
い
う
。

　
集
中
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
壁
塗
り
な
の
で
、
こ
の

お
宅
で
施
工
し
た
日
に
は
現
場
に
人
が
入
ら
な
い
よ

う
お
願
い
し
た
。
け
れ
ど
人
に
入
っ
て
も
ら
わ
ず
に

作
業
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
は
こ
の
１
日
だ
け
。
な
ん
と

し
て
も
こ
の
日
に
成
功
し
な
け
れ
ば
や
り
直
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
。
そ
の
た

め
前
々
か
ら
自
宅
で
材
料
の
試
作
を
繰
り
返
し
、
何

度
も
練
習
を
し
て
か
ら
本
番
に
臨
ん
だ
。
そ
れ
で
も

当
日
の
気
温
や
環
境
は
ち
が
う
の
で
、
成
功
す
る
保

証
は
な
か
っ
た
が
、
藤
本
さ
ん
は
見
事
な
壁
に
仕
上

げ
た
。

　

大
津
磨
き
を
す
る
前
日
は
眠
れ
な
い
と
藤
本
さ

ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。
通
常
の
壁
に
す
る
こ
と
も
で

き
る
の
に
、
お
金
を
か
け
て
で
も
や
っ
て
ほ
し
い

藤
本
さ
ん
の
手
仕
事

　
現
場
で
混
ぜ
合
わ
せ
た
漆
喰
の
材
料
を
大
き
な
お

た
ま
で
ひ
ょ
い
と
す
く
い
あ
げ
、
左
手
に
持
つ
杉
の

板
に
乗
せ
る
。
そ
こ
か
ら
左
手
の
ス
ナ
ッ
プ
を
利

か
せ
つ
つ
、
右
手
に
も
つ
こ
て

0

0

に
材
料
を
乗
せ
る

と
、
す
ぐ
さ
ま
壁
を
な
で
た
。
下
地
で
白
か
っ
た
壁

に
は
、
み
る
み
る
う
ち
に
ク
リ
ー
ム
色
の
漆
喰
が
広

が
り
、
な
め
ら
か
に
滑
る
藤
本
さ
ん
の
こ
て

0

0

か
ら
は

曲
線
の
模
様
が
表
れ
た
。
慎
重
に
か
つ
素
早
く
。
そ

の
間
、
藤
本
さ
ん
の
目
線
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る

の
は
、
ま
わ
り
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
て
い
る
か
ら
だ

ろ
う
か
。
た
ま
に
後
ろ
に
下
が
っ
て
よ
う
す
を
う
か

が
っ
て
は
、
ま
た
す
ぐ
に
元
の
位
置
へ
戻
る
、
を
繰

り
返
し
て
い
た
。

　
て
い
ね
い
さ
が
必
要
で
も
時
間
を
か
け
て
ば
か
り

は
い
ら
れ
な
い
の
が
左
官
の
仕
事
。
材
料
を
練
っ
て

い
る
と
き
か
ら
固
ま
り
だ
し
た
り
、
水
を
吸
い
だ
し

た
り
す
る
の
で
、
時
間
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の

だ
。「
今
し
か
な
い
っ
て
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
は
何
回

も
訪
れ
る
か
ら
」
と
言
っ
て
い
た
藤
本
さ
ん
の
言
葉

を
思
い
だ
す
。
藤
本
さ
ん
の
集
中
力
と
そ
の
一
瞬
に

か
け
る
思
い
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
、
話
し
か
け
る

こ
と
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
、
音
を
立
て
る
こ
と
さ

え
も
で
き
な
か
っ
た
。

　
現
場
か
ら
帰
る
車
の
な
か
で
藤
本
さ
ん
が
教
え
て

く
れ
た
。
家
を
建
て
る
人
に
と
っ
て
壁
は
一
生
の
も

の
だ
と
。
住
む
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
家
で
暮
ら
す

限
り
ず
っ
と
そ
の
壁
と
と
も
に
過
ご
す
の
だ
。
藤
本

さ
ん
が
引
く
一
本
の
線
、
最
後
の
ひ
と
塗
り
、
付
け

足
し
た
曲
線
。
も
し
こ
の
ひ
と
塗
り
が
な
け
れ
ば
壁

の
こ
の
筋
は
な
い
と
思
う
と
、
藤
本
さ
ん
が
一
度
腕

を
動
か
す
こ
と
に
怖
さ
さ
え
感
じ
た
。
た
っ
た
一
瞬

の
こ
と
が
、
そ
れ
か
ら
何
十
年
ず
っ
と
壁
に
残
り
続

け
る
の
だ
。

　

話
す
こ
と
が
好
き
じ
ゃ
な
い
と
い
う
藤
本
さ
ん
。

そ
の
ぶ
ん
壁
と
向
き
合
う
気
持
ち
は
人
一
倍
だ
。

藤
本
さ
ん
の
口
か
ら
壁
の
よ
さ
を
語
ら
れ
る
こ
と

は
少
な
く
て
も
、
仕
事
ぶ
り
や
で
き
あ
が
っ
た
壁

を
見
れ
ば
感
動
や
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
れ
ど
藤
本
さ
ん
の
仕
事
は
、
感
動
や
魅
力
を
作

り
だ
せ
る
面
白
さ
を
も
つ
い
っ
ぽ
う
で
、
作
っ
た

も
の
が
自
分
の
手
を
離
れ
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
ゆ

く
こ
と
へ
の
怖
さ
も
あ
る
。
そ
う
い
う
面
白
さ
と

怖
さ
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
作
ら
れ
る
か
ら
こ

そ
、
藤
本
さ
ん
に
し
か
作
れ
な
い
特
別
で
繊
細
な

壁
に
仕
上
が
る
の
だ
。

伊
藤
瑠
依(

社
会
学
科
3
年)

＝
文
・
写
真
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橋
の
な
い
川
を
渡
る

　
1
月
17
日
午
前
8
時
、
肌
を
刺
す
よ
う
な
寒
さ
の

な
か
、
お
か
じ
ま
食
品
館
で
賀か

が
わ川
一か

ず
え枝
さ
ん(

54)

を
待
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
大
き
な
ワ

ゴ
ン
車
を
運
転
す
る
賀
川
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
、
窓
越
し
に
に
こ
や
か
に
会
釈
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
私
が
車
へ
乗
り
込
む
と
、
賀
川
さ
ん
は
「
寒

か
っ
た
で
す
よ
ね
」と
暖
房
の
風
量
を
強
め
て
か
ら
、

朝あ
さ
ひ
そ
し

日
曽
雌
に
あ
る
ご
自
宅
へ
車
を
走
ら
せ
た
。

　
都
留
第
二
ト
ン
ネ
ル
を
大
月
方
面
へ
抜
け
て
、
都

留
バ
イ
パ
ス
を
途
中
で
左
へ
曲
が
り
、
わ
き
道
を
進

む
こ
と
20
分
。
デ
コ
ボ
コ
道
の
山
の
な
か
を
進
ん
で

い
る
と
、目
の
前
に
川
が
現
れ
た
。
水
量
は
少
な
く
、

流
れ
も
穏
や
か
だ
。
賀
川
さ
ん
の
ご
自
宅
へ
向
か
う

に
は
こ
の
川
を
車
で
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天

気
予
報
を
確
認
し
て
、
増
水
し
そ
う
な
と
き
は
前
日

に
車
を
川
の
向
こ
う
へ
渡
ら
せ
て
お
い
て
、
ご
自
身

は
別
ル
ー
ト
を
歩
い
て
町
へ
出
る
と
い
う
。

車
が
川
を
通
過
し
て
い
る
写
真
を
撮
り
た
い
と

言
う
と
、「
じ
ゃ
あ
、
い
っ
た
ん
ま
わ
っ
て
き
ま
す

の
で
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
、車
で
川
を
渡
り
、

賀
か が わ

川一
か ず え

枝さん

都留という
居場所

賀
川
さ
ん
を
知
っ
た
き
っ
か
け
は
、
友
人
に
「
ぜ

ひ
取
材
し
て
ほ
し
い
人
が
い
る
」
と
紹
介
し
て
も

ら
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
11
年
前
に
東
京
か
ら
都
留

へ
移
住
し
て
き
た
賀
川
さ
ん
。
な
ぜ
都
留
で
暮
ら

そ
う
と
思
っ
た
の
か
、
今
の
暮
ら
し
は
ど
の
よ
う

な
の
か
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

今
村
遥
香(

社
会
学
科
2
年)

＝
文
・
写
真

甘
え

ん
坊

の
次

女

E
エ

ヴ
ァ

VA

ちょっと人見知りな長女

L
ロ

ー
ラ

AURA

U
タ
ー
ン
し
て
き
て
写
真
が
撮
り
や
す
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
今
度
は
ご
自
宅
へ
向
か
う
べ

く
私
も
車
に
乗
っ
て
川
を
渡
る
。
賀
川
さ
ん
は
慣

れ
た
よ
う
す
で
ゆ
っ
く
り
と
車
を
進
め
る
け
れ
ど
、

私
は
初
め
て
の
体
験
だ
っ
た
の
で
、
緊
張
と
不
安

で
、
こ
ぶ
し
を
か
た
く
握
っ
て
前
の
め
り
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

賀
川
さ
ん
の
ご
自
宅
へ

「
橋
の
な
い
川
」
か
ら
少
し
山
道
を
進
む
と
、
大

き
な
ロ
グ
ハ
ウ
ス
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
が
賀
川
さ

ん
の
ご
自
宅
だ
。
山
の
な
か
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず

ん
で
い
て
、
ま
わ
り
に
民
家
は
ほ
か
に
一
軒
し
か
な

い
。
車
か
ら
降
り
る
と
、
家
の
す
ぐ
横
を
流
れ
る
小

川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
聞
こ
え
る
。
ま
わ
り
の
木
々
や
地

面
の
植
物
を
見
る
と
、
ま
だ
霜
が
残
っ
て
い
た
。
お

う
ち
の
扉
を
開
く
と
賀
川
さ
ん
の
3
匹
の
愛
犬
た
ち

が
元
気
よ
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。
私
が
ち
ゃ
っ
か

り
朝
食
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る
と
、
来
た
と
き

に
吠
え
て
い
た
3
匹
は
、
き
ち
ん
と
床
に
お
座
り
を

し
て
い
て
、
撫
で
る
と
「
も
っ
と
撫
で
て
」
と
い
う

よ
う
に
私
の
膝
の
上
に
手
を
置
い
て
甘
え
て
き
た
。

都
留
へ
来
た
わ
け

賀
川
さ
ん
は
、
都
留
に
移
住
し
て
く
る
前
、
東

京
都
世
田
谷
区
に
あ
る
ご
主
人
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所

で
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
や
雑
誌
編
集
の
お
仕
事
を
さ
れ

て
い
た
。
都
留
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
、
19
年
前
か
ら
ご

主
人
と
2
人
で
週
末
に
通
っ
て
つ
く
り
、
8
年
前
に

大
工
さ
ん
が
入
っ
て
完
成
し
た
。
お
と
と
し
に
ご
主

人
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、
こ
の
お
う
ち
で
賀
川
さ
ん

の
お
父
さ
ん
と
犬
3
匹
と
暮
ら
し
て
い
る
。　

賀
川
さ
ん
が
生
活
の
拠
点
を
都
留
へ
移
し
た
の

は
、
11
年
前
の
２
０
０
５
年
。
都
留
へ
引
っ
越
し
て

き
た
の
は
飼
い
犬
の
た
め
だ
っ
た
と
話
す
。
当
時
住 賀川さんが飼っている 3 匹の犬 ( 賀川一枝さん＝写真提供 )

ダンディな父

J
ジ ョ ン

OHN
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ん
で
い
た
と
こ
ろ
は
道
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
舗
装

さ
れ
て
い
て
、
犬
を
散
歩
さ
せ
る
に
は
地
面
が
か
た

く
て
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
週

末
や
休
み
の
と
き
に
飼
い
犬
と
遊
び
に
こ
ら
れ
る

と
こ
ろ
と
し
て
、
自
然
が
あ
り
犬
を
放
し
飼
い
す
る

こ
と
も
で
き
る
今
の
場
所
に
家
を
建
て
た
。「
犬
た

ち
は
、
い
つ
も
つ
な
が
れ
て
い
る
と
自
由
に
な
り
た

い
と
思
う
だ
ろ
う
け
ど
、
い
つ
も
自
由
だ
か
ら
た
ま

に
リ
ー
ド
を
つ
け
る
と
す
ご
く
う
れ
し
い
み
た
い
。

つ
な
が
れ
て
る
ぅ
み
た
い
な
感
じ
」
と
床
に
お
座
り

を
し
て
い
る
飼
い
犬
を
見
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
る
賀

川
さ
ん
。
そ
の
と
き
の
ま
な
ざ
し
は
、
我
が
子
を
見

て
い
る
よ
う
に
、
や
わ
ら
か
く
、
や
さ
し
い
も
の

だ
っ
た
。

気
持
ち
の
変
化

　

こ
っ
ち
へ
来
た
当
初
の
こ
と
を
「
い
い
場
所
が

あ
っ
た
な
と
い
う
感
じ
で
、
よ
そ
か
ら
き
て
こ
の
自

然
や
環
境
を
た
だ
利
用
さ
せ
て
も
ら
う
っ
て
い
う
意

識
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
振
り
返
る
。

　
そ
の
意
識
が
変
わ
っ
た
の
は
、
3
年
前
に
山
梨
県

で
国
民
文
化
祭
が
開
催
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
。
水
の

上：ログハウス専門誌の編集の仕事をしていた

友人にアドバイスをもらいながら建てた。まだ

ガラスがはめられていないときは、家のなかで

キャンプのようにして夜を明かすこともあった

そう

右：薪ストーブが室内を暖める。家のまわりに

はストーブ用の薪がたくさん置かれていた

しっぽをピーンと立て、山へ出かけていくローラ

こ
と
で
全
国
へ
取
材
に
行
っ
て
い
た
賀
川
さ
ん
に
、

都
留
市
役
所
か
ら
都
留
の
水
の
こ
と
を
調
べ
て
欲
し

い
と
依
頼
が
あ
っ
た
。
調
査
を
す
る
な
か
で
、
十
日

市
場
地
区
の
湧
水
や
水
掛
け
菜
、
各
地
で
絶
滅
し
て

い
る
バ
イ
カ
モ
な
ど
豊
富
な
地
域
資
源
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か

ら
は
、
都
留
を
知
ら
な
い
人
に
も
知
っ
て
も
ら
い
た

い
、
私
も
何
か
地
域
に
貢
献
す
る
当
事
者
に
な
り
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
暮
ら
し
続
け
た
い

　

賀
川
さ
ん
は
、
東
京
で
暮
ら
し
て
い
る
と
き
に
、

食
べ
物
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
手
に
入
れ
る
の
も
、
す
べ

て
お
金
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い

た
。
そ
れ
は
便
利
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
都

留
へ
来
て
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
世
界
」
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
そ
う
。
た
と
え
ば
、
東
京
で
家
を
留
守
に

す
る
と
き
に
、
ペ
ッ
ト
は
お
金
を
払
っ
て
専
門
の
人

や
場
所
に
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
都
留
で
は

少
し
の
あ
い
だ
預
か
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
。「
木

を
切
っ
た
か
ら
薪
を
持
っ
て
き
た
よ
」
と
声
を
か
け

て
く
れ
る
人
が
い
る
。
そ
う
い
っ
た
さ
り
げ
な
い
心

遣
い
や
、
自
分
が
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
喜
び
や
安
心
を
都
留
で
は
感
じ
ら
れ
る
と
い

う
。
そ
れ
ら
は
東
京
に
約
40
年
暮
ら
し
て
い
る
な
か

で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
な
に
か
お
互
い
に

お
金
の
利
益
が
な
く
て
も
人
と
つ
な
が
っ
て
い
ら
れ

る
の
が
都
留
の
よ
さ
だ
と
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
「
私
は
引
っ
越
し
て
き
た
と
き
以
上
に
、
こ
こ
で

暮
ら
し
続
け
た
い
っ
て
す
ご
い
思
っ
て
。
そ
れ
は

こ
の
自
然
だ
け
で
は
な
く
て
、
都
留
の
人
た
ち
と

関
わ
る
こ
と
で
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
い
と
思
っ

た
ん
で
す
ね
」。
都
留
は
な
ん
で
も
あ
る
都
会
と
比

べ
て
、
生
活
す
る
の
に
不
便
だ
と
感
じ
る
こ
と
が

多
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
す
べ
て
お
金
で

解
決
で
き
な
い
環
境
だ
か
ら
こ
そ
、
人
と
人

が
助
け
合
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
だ
と
思

う
。
今
回
、賀
川
さ
ん
に
お
話
を
聞
い
て
、

都
留
の
暮
ら
し
の
な
か
に
は
思
い
や
り
の

気
持
ち
で
結
び
つ
い
た
関
係
が
あ
る
と
気
が

つ
い
た
。
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思
い
出
話
は
手
品
を
披
露
す
る
よ
う
に

　

男
の
子
と
女
の
子
は
一
緒
に
遊
ん
で
い
ま
し
た

か
？ 

と
聞
い
て
み
る
と
、
混
ざ
っ
て
遊
ぶ
っ
て
い

う
の
は
な
か
っ
た
と
井
上
さ
ん
。
だ
か
ら
同
じ
く
ら

い
の
年
代
の
か
た
に
お
話
を
聞
い
て
も
女
の
子
と
男

の
子
で
登
場
す
る
遊
び
は
ち
が
う
の
か
、
と
納
得
。

　

井
上
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
当
時
の

遊
び
か
た
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
想
像
で
き
る
。

そ
れ
は
話
す
内
容
が
と
て
も
具
体
的
だ
か
ら
だ

と
気
づ
い
た
。
ゴ
ム
っ
と
び
の
ゴ
ム
の
高
さ
や
、

お
て
だ
ま
う
た
の
こ
と
な
ど
、
遊
び
の
思
い
出

が
情
景
と
し
て
そ
の
ま
ま
頭
の
な
か
に
入
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
。
そ
し
て
、

ま
る
で
手
品
の
旗
が
１
枚
出
る
と
す
る
す
る
続

け
て
出
て
く
る
よ
う
に
、
思
い
出
は
１
つ
を
き
っ

か
け
に
次
か
ら
次
へ
と
連
な
っ
て
出
て
く
る
も

の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

き
っ
と
か
ら
だ
に
染
み
つ
く
ほ
ど
毎
日
の
よ
う

に
遊
ん
だ
り
歌
っ
た
り
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の

思
い
出
は
い
つ
聞
か
れ
て
も
披
露
で
き
る
準
備
が

整
っ
て
い
る
の
だ
。

　
１
月
24
日
、
小
形
山
の
ご
自
宅
で
井い

の
う
え上

明あ
き
こ子

さ

ん(

88)

に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
井
上
さ
ん
は
、

肌
も
白
髪
も
と
て
も
き
れ
い
。
す
べ
す
べ
で
き
め

細
か
い
。
笑
う
と
き
は
顔
全
体
で
笑
う
感
じ
で
、

に
か
っ
て
い
う
よ
り
も
ぱ
あ
ー
っ
て
い
う
感
じ
の

笑
い
か
た
だ
。

　

井
上
さ
ん
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
小
学
生
に
な
っ
た
く
ら
い
の
こ
ろ
の

お
話
だ
。
だ
か
ら
6
、
7
歳
く
ら
い
の
記

憶
。
井
上
さ
ん
が
指
を
折
っ
て
遊
び
の
名

前
を
挙
げ
て
い
く
。
お
て
だ
ま
、
き
し
ゃ

4

4

4

ご4

、
ゴ
ム
っ
と
び
。
そ
れ
か
ら
…
…
。
出

て
き
た
の
は
男
性
に
聞
い
た
と
き
と
は
ち
が
っ
た
遊

び
の
数
々
だ
っ
た
。

お
て
だ
ま
の
思
い
出

　
お
て
だ
ま
を
す
る
こ
と
は
多
か
っ
た
わ
ね
、
と
井

上
さ
ん
。
お
て
だ
ま
は
い
く
つ
で
や
っ
て
ま
し
た

か
？ 

と
聞
く
と
、
な
ん
と
4
つ
で
や
っ
て
い
た
そ

う
。
お
て
だ
ま
で
遊
ぶ
と
い
う
と
だ
れ
も
が
思
い
浮

か
べ
る
の
は
、
数
個
を
投
げ
て
は
受
け
止
め
る
と
い

う
や
り
か
た
だ
ろ
う
。
で
も
、
井
上
さ
ん
が
す
る

お
て
だ
ま
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

  

手
始
め
に
と
い
う
感
じ
で
井
上
さ
ん
は

片
手
で
３
つ
を
投
げ
て
見
せ
て
く
れ
た
。

大
道
芸
の
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
み
た
い
。
ほ
か

に
も
、
両
手
で
３
つ
ほ
ど
持
ち
、
１
つ
を

高
く
投
げ
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
残
り
の
２

つ
を
高
速
で
手
と
手
の
あ
い
だ
を
移
動
さ

せ
る
と
い
う
や
り
か
た
も
あ
る
。
高
く
上

げ
た
の
が
落
ち
て
き
た
ら
キ
ャ
ッ
チ
す
る

と
い
う
の
を
繰
り
返
し
て
遊
ぶ
の
だ
。

　
そ
れ
以
外
に
も
、
片
手
に
持
て
る
だ
け

お
て
だ
ま
を
持
ち
、
そ
れ
を
一
気
に
投
げ

上
げ
て
い
る
あ
い
だ
に
手
を
く
る
っ
と

ひ
っ
く
り
返
し
て
、
甲
で
す
く
う
よ
う
に
受
け
止

め
る
、
と
い
う
遊
び
か
た
が
。
こ
れ
が
難
し
い
の

だ
。
私
も
井
上
さ
ん
が
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
て
だ

ま
を
２
つ
使
っ
て
挑
戦
し
た
が
、
甲
で
は
じ
い
て
し

ま
っ
て
１
つ
も
乗
ら
な
か
っ
た
。
思
わ
ず
あ
ー
っ
と

声
が
出
る
。
そ
れ
を
隣
で
見
て
い
た
井
上
さ
ん
は
机

に
突
っ
伏
し
、
声
を
上
げ
て
大
笑
い
し
て
い
た
。

　

井
上
さ
ん
は
歌
い
な
が
ら
お
て
だ
ま
を
す
る
。「
お

ひ
と
つ　

お
と
し
て　

お
さ
ら
い
」。
子
ど
も
の
こ

ろ
も
、
こ
う
歌
い
な
が
ら
お
て
だ
ま
を
し
て
い
た
の

だ
そ
う
。
そ
れ
で
も
、
最
近
は
手
が
思
う
よ
う
に
動

か
な
く
て
と
悔
し
そ
う
に
顔
を
ゆ
が
め
て
み
せ
た
。

き
し
ゃ
ご

4

4

4

4

は
遊
び
の
優
秀
選
手
　

　
次
に
聞
い
た
の
は
き
し
ゃ
ご

4

4

4

4

。
じ
つ
は
こ
れ
、
お

は
じ
き
の
こ
と
だ
。
井
上
さ
ん
に
も
き
し
ゃ
ご

4

4

4

4

と
い

う
名
前
の
由
来
は
分
か
ら
な
い
そ
う
。

　
お
は
じ
き
だ
っ
て
は
じ
く
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ

と
い
ろ
ん
な
遊
び
が
で
き
る
昔
遊
び
の
優
秀
選
手

だ
。
先
ほ
ど
の
お
て
だ
ま
と
同
じ
よ
う
に
手
の
甲
に

乗
せ
る
遊
び
。
お
て
だ
ま
で
や
る
と
き
も
そ
う
な
の

だ
が
、
こ
れ
は
指
の
つ
け
根
の
あ
た
り
に
ぐ
っ
と
力

を
込
め
て
な
る
べ
く
手
を
そ
ら
せ
る
の
が
コ
ツ
。

　

も
う
１
つ
、雨
戸
返
し
を
使
っ
た
遊
び
も
あ
る
。

雨
戸
返
し
と
い
う
の
は
雨
戸
の
下
に
つ
い
て
い
る

レ
ー
ル
の
こ
と
。
こ
の
遊
び
は
説
明
が
し
に
く
い

の
よ
ね
、
と
井
上
さ
ん
は
お
は
じ
き
の
代
わ

り
に
お
て
だ
ま
を
使
い
、
じ
っ
さ

い
に
目
の
前
で
動
か
し
な
が

ら
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

数
人
で
順
番
に
雨
戸

返
し
の
側
面
に
お

は
じ
き
を
投
げ
当

て
て
、
跳
ね
返
し

て
い
く
遊
び
だ
。

前
の
子
た
ち
が
跳

教
え
て
く
だ
さ

い
！

遊

び
の

い
思

出

第
三
回

女
の
子
だ
っ
て
遊
ぶ
の
よ

長
尾
泉(

初
等
教
育
学
科
２
年)

＝
文
・
写
真

ゴムっとびのゴムの結びかたを見せてくださった

ね
返
し
た
も
の
の
近
く
に
自
分
の
お
は
じ
き
も
跳
ね

返
る
よ
う
に
角
度
を
調
整
し
て
投
げ
る
。
前
の
子
た

ち
の
お
は
じ
き
と
自
分
の
お
は
じ
き
が
片
手
で
届
く

範
囲
に
あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
を
自
分
の
も
の
に
で
き

る
。
こ
れ
は
頭
使
う
の
よ
、
と
井
上
さ
ん
は
み
け
ん

に
し
わ
を
寄
せ
た
。
そ
れ
で
も
、「
こ
れ
が
こ
う
で
、

こ
う
な
る
で
し
ょ
」
と
お
も
し
ろ
そ
う
に
説
明
し
て

く
れ
る
の
で
、
こ
ち
ら
ま
で
熱
が
は
い
っ
た
。

「
お
り
ゃ
ー
が
出
す
わ
あ
！
」

　
そ
れ
か
ら
ゴ
ム
っ
と
び
。
な
わ
と
び
の
こ
と
ら
し

い
の
だ
が
、
今
の
よ
う
に
回
さ
な
い
。
し
か
も
使
う

の
は
輪
ゴ
ム
の
よ
う
な
細
い
ゴ
ム
な
の
だ
。
そ
れ
を

何
個
も
つ
な
げ
て
長
く
し
た
も
の
を
使
う
。
２
人
が

ゴ
ム
の
両
端
を
持
っ
て
地
面
か
ら
30
㎝
く
ら
い
の

と
こ
ろ
で
ぴ
ん
と
張
り
、
そ
の
上
を
残
っ
た
子
た

ち
が
助
走
を
つ
け
て
跳
ぶ
遊
び
だ
。
こ
の
ゴ
ム
を
ほ

と
ん
ど
の
子
が
丸
め
て
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
っ
て

い
た
の
だ
と
い
う
。

　

遊
ぶ
と
き
に
は
、「
お
り
ゃ
ー
が
出
す
わ
あ
！
」

と
言
っ
て
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
引
っ
張
り
出
す
の
だ
。

お
り
ゃ
ー
…
…
？ 

こ
れ
は
一
人
称
の
「
お
れ
」
の

こ
と
。
井
上
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
照
れ
た
よ
う
に
口

元
に
手
を
添
え
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

遊
び
の
思
い
出
を
お
聞
き
す
る
連
載
の
三
回

目
。
今
回
は
当
時
女
の
子
だ
っ
た
か
た
に
、
ど

ん
な
遊
び
を
し
て
い
た
か
教
え
て
も
ら
っ
た
。

さ
あ
、
ど
ん
な
思
い
出
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

け
る
だ
ろ
う
。

38no.88 Mar. 2016
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『フィールド・ノート』では、地域のみなさんと一緒にページをつくりたい

と思い、みなさんから日常のひとこまを切り取った写真を募集しています。

今号、さっそく市民のかたからすてきな写真が届きました。

都留市民のかたがた＝写真

『フィールド・ノート』編集部 = 文

みなさんの「ひとこま」、おまちしています！

・撮影した日、撮影スポット  ・お名前(匿名希望の方はペンネームでも可)

・写真についてひとこと  ・年齢 ( 年代だけでも可）

募集要項

写真はこちらまで

は
高
熱
の
マ
グ
マ
が
地
表
に
出
た
こ
と
で
、
冷
や
さ

れ
固
ま
っ
た
も
の
だ
。
亀
裂
が
で
き
て
い
る
た
め
、

水
が
染
み
込
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

富
士
山
に
降
り
注
い
だ
雨
や
雪
は
、
ま
ず
水
を

通
し
や
す
い
桂
溶
岩
の
な
か
に
染
み
込
ま
れ
る
。

垂
直
方
向
に
染
み
込
ん
で
ゆ
く
の
で
じ
き
に
古
富

士
泥
流
に
到
達
す
る
が
、
こ
の
地
層
は
水
を
通
し

に
く
い
た
め
染
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の

た
め
桂
溶
岩
と
古
富
士
泥
流
の
境
目
を
下
流
へ
流

れ
て
ゆ
く
の
だ
。
桂
溶
岩
の
末
端
ま
で
た
ど
り
つ

く
と
地
下
水
は
行
き
ど
こ
ろ
を
な
く
し
、
湧
水
と

し
て
噴
出
し
て
い
た
。

　

何
万
年
も
昔
の
噴
火
に
よ
る
溶
岩
の
流
れ
が
、

た
ま
た
ま
十
日
市
場
・
夏
狩
地
区
で
留
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
自
然
の
偶
然
が
重
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、

今
私
た
ち
は
富
士
山
の
湧
水
と
い
う
恩
恵
を
受
け

て
い
る
の
だ
。

次
回
は
富
士
山
の
湧
水
の
水
質
や
湧
水
を
利
用
し
た

取
り
組
み
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
道
ば
た
の
用
水
路
の
水
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
出
て

く
る
水
。
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
使
う
都
留
市
の
水
に

は
、
富
士
山
か
ら
流
れ
て
き
た
湧
水
を
含
む
も
の
が

あ
る
。
湧
水
は
大
き
な
く
く
り
で
は
地
下
水
の
一
部

で
あ
り
、
地
中
を
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
こ
と
で
ろ
過

さ
れ
、
き
れ
い
な
水
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
十
日
市
場・夏
狩
地
区
を
流
れ
る
湧
水
は
、

約
10
万
年
前
以
降
に
起
こ
っ
た
富
士
山
の
噴
火
で
で

き
た
地
層
の
な
か
を
流
れ
て
い
る
。

　
は
じ
め
に
火
山
活
動
が
起
こ
っ
た
の
は
古
富
士
火

山
で
、
今
私
た
ち
が
目
に
す
る
富
士
山
の
前
身
と
な

る
山
だ
。
こ
の
噴
火
で
市
内
に
流
れ
出
た
噴
出
物
を

古こ

ふ

じ
富
士
泥で

い
り
ゅ
う

流
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
山
体
を
つ

く
っ
て
い
た
岩
石
や
火
山
灰
な
ど
が
崩
れ
落
ち
て
谷

を
流
れ
下
り
、粘
土
質
に
な
っ
て
固
ま
っ
た
も
の
だ
。

そ
の
た
め
こ
の
古
富
士
泥
流
は
、
と
て
も
固
く
て
水

を
通
し
に
く
い
。

　
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
噴
火
は
新
富
士
火
山
に
よ
る

も
の
で
、
こ
の
と
き
桂

か
つ
ら

溶よ
う
が
ん岩

が
流
れ
て
き
た
。
こ
れ

伊
藤
瑠
依(

社
会
学
科
３
年)

＝
文

富
士
山
か
ら
湧
水
が
届
く
ま
ち 

２

研
究
者
が
語
る
都
留
の
魅
力  

第
2
回

連 載

市
内
を
対
象
に
研
究
活
動
を
す
る
本
学
の
先
生
が

た
の
目
に
、
都
留
市
は
ど
の
よ
う
に
映
る
の
で

し
ょ
う
。
連
載
第
１
回
か
ら
３
回
で
は
、
湧
水
を

研
究
す
る
内う

ち
や
ま山

美み

え

こ

恵
子
先
生
に
お
話
を
う
か
が
い

ま
す
。
今
回
は
富
士
山
の
湧
水
が
私
た
ち
の
手
元

ま
で
届
く
し
く
み
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

内
山
美
恵
子
先
生(

49)

C
O
C
推
進
機
構
特
任
教
授

水
理
地
質
学
専
門
。
２
０
１
０
年
か
ら

都
留
で
の
調
査
を
始
め
る
。

桂溶岩

古富士泥流

新
富
士

古
富
士

湧水

■  富士山と湧水の概念図

十
日
市
場

［メール］field-1@tsuru.ac.jp

［住所］　〒 402-8555　山梨県都留市田原 3-8-1　都留文科大学   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
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3

4 5

センサーカメラが写した
動物たち／

／

1 2

暦
こよみ

フ
ィ
ー
ル
ド

撮影場所では毎年タヌキの「ため糞」が観察されます。春に

は糞に含まれた種子が発芽したところを見ることができます。2015 年 12 月 18 日

タヌキ

アナグマは地域によって冬眠するものもいますが、本学周辺で

は活動を続けているようです。次月以降の記録も気になります。2015 年 11 月 13 日

アナグマ

オスが撮影されました。林内を歩くと、真新しい糞を見かけ

ることが多く、身近に気配を感じる動物です。2015 年 11 月 14 日

ニホンジカ

ウメの花

2016 年 1 月 15 日　都留市田原

暖冬の影響か、本学キャンパスのウメが

二分咲きになっていました。例年、この

ウメの開花は 1 月下旬から 2 月です。

シモバシラの氷柱

2016 年 1 月 14 日　都留市田原

シモバシラは冬になると根元に氷柱がで

きます。今季は 1 月に入ってから氷柱が

確認されました。

−3年目ー

2013 年、ムササビライブカメラを２つの巣箱に取り付けました。本学

ホームページ (http://www.tsuru.ac.jp) では『ムササビ観察日記』のブロ

グを更新しており、ムササビのようすをご覧いただけます。みなさんも

一緒にムササビのようすを見守っていきましょう。

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

ムササビ
観察日記

1 月のようすを観ていると、本学美術棟横の巣箱に来るムササビの出巣時刻は 19 時前後と一定

ですが、帰巣時刻が日によって違うことがわかりました。また、ライブカメラのようすから

1 月のあいだ巣箱に来ていた個体は同じである可能性が高いです。

12 月 5 日　ムササビ観察会をおこないました

　ムササビの観察会を開催しました。今回はそれほど冷え

込まず、観察に集中することができました。16 時半ごろ今

宮神社に着き、観察前にムササビのフンを探します。出巣

時刻は例年と変わらず 17 時ごろでした。

　そして、今回はなんと 5 頭のムササビを観ることができ

ました。全員が滑空のようすを観ることができ、とても満

足な観察会となったと思います。

2015 年

1 月 3 日　尻尾の掛け布団

お昼過ぎ、尻尾を布団にして寝ている可愛

らしい姿が観られました。

1 月 4 日　丸まりかた

ムササビはどのように丸まって寝ているか

がよくわかる寝かたをしていました。

1 月 7 日　壁はおいしい？

しきりに壁をなめる姿を確認しました。

ふだんは観られない光景です。

1 月 25 日　外をずっと眺める日

この日は外のようすを 10 分以上見ていまし

た。外のようすが気になるのでしょうか。

1 月のムササビのようす

自   

然

43
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『フィールド・ノート』編集部のこの冬の活動をお伝えします。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

( 山内利奈 )

　1 月 17 日の 23 時ごろから水分を多く含んだ雪が降り始
め、翌朝 8 時ごろには本学周辺で約 40㎝の積雪がありまし
た。中央道では全線通行止め、JR 大月駅から高尾駅で運転
見合わせとのことで市内の学校は休校。18 日は快晴だった
ため、雪遊びをする学生が見られました。
　2014 年は 2 月 8 日から９日、14 日から 15 日にかけて記
録的な大雪となりました。バスや鉄道は 9 割以上が運休し、
スーパーやコンビニの営業はなんとか続いたものの、商品
の入荷が大幅に遅れました。今年はそういった積雪はあり
ませんでしたが、雪が解けて凍結し、歩行に注意が必要で
した。

左 (2016.01.18) 右 (2014.02.16)

　都留文科大学前駅の改札横にある展示を替えました。前号
の特集である「木」の記事を中心に、編集部員が選んだお勧
めの記事が飾ってあります。また、本学図書館横ビオトープ
での活動について書かれたビオトープ通信も展示していま
す。駅の展示は、編集部員が定期的に貼り替えています。大
学まで電車で来られたかたにとって、この展示が『フィール
ド・ノート』編集部との最初の接点になるかもしれません。
ですので、駅の展示が充実したものになるよう、これからも
心を込めて展示に励んでいきます。 ( 南條新 ) (2016.02.04)

新たに 8 枚の展示物を貼りました

(2016.01.26)

( 長尾泉 )

　きらめき女性塾という都留の活性化を考える市民団体の
かたがたと『フィールド・ノート』編集部が交流する機会が
ありました。今回はわたしたち編集部のうち 4 人が、自分
が思う都留の魅力や、『フィールド・ノート』について感じ
ていることを発表しました。市民のかたと学生では、都留市
の見かたも魅力の感じかたも違っていて、市民のかたのお話
に聞き入ってしまいました。また、ここを取材してほしい、
この場所に『フィールド・ノート』を置いてほしいというよ
うな率直な意見を聞くことが出来るとても嬉しい時間にな
りました。

意見が積極的に飛び交いました

佐藤重雄さんが作られた菊花文様の透かし彫り。佐藤さんと親交の深かった遠
えんどう

藤静
し ず え

江さんのお宅に保存してある

前
号
の
記
事
「
都
留
に
い
た
組
子
職
人
」(

87
号
参

照)

に
関
し
て
読
者
の
か
た
か
ら
数
点
の
ご
指
摘
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
組
子
細
工

と
佐さ

と

う藤
重し

げ

お雄
さ
ん
の
記
事
を
補
足
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
前
号
で
は
組
子
職
人
の
佐
藤
重
雄
さ
ん
を
取
り
上

げ
ま
し
た
。
記
事
の
な
か
で
、
佐
藤
さ
ん
が
組
子
の

名
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
中
心
に
書
き
ま
し
た
が
、
佐

藤
さ
ん
は
組
子
以
上
に
透
か
し
彫
り
を
得
意
と
し
て

い
ま
し
た
。『
職
人
衆
昔
ば
な
し
』
に
は
「『
組
子
と

い
う
飾
り
障
子
や
欄
間
の
透
か
し
彫
り
で
は
東
京
一

の
名
人
』
な
ん
て
書
か
れ
ま
し
た
が
」
と
佐
藤
さ
ん

が
恐
縮
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。

　
透
か
し
彫
り
に
つ
い
て
は
、
前
号
で
も
お
世
話
に

な
っ
た
稀き

た
い代

木
芸
さ
ん
に
再
度
お
話
を
お
聞
き
し
ま

し
た
。透
か
し
彫
り
は
組
子
と
は
違
っ
た
技
術
で
す
。

組
子
が
部
品
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
文
様
を
作
り

だ
す
の
に
対
し
て
、
透
か
し
彫
り
は
文
様
を
彫
り
だ

す
技
法
で
す
。
木
の
板
に
図
案
を
描
い
て
糸
の
こ
ぎ

り
な
ど
で
彫
り
だ
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
手
仕
事
を

写
真
と
と
も
に
ま
と
め
た
『
明
治
を
伝
え
た
手
』
で

は
、「
生
地
を
そ
の
ま
ま
見
せ
る
の
で
刃
物
だ
け
で

仕
上
げ
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
透
か
し
彫
り

の
作
品
は
高
級
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
て
、
昔

は
地
位
や
階
級
の
高
い
人
々
が
所
有
し
て
い
た
よ
う

で
す
。
組
子
は
庶
民
が
好
み
、
透
か
し
彫
り
は
上
流

階
級
が
好
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。

　　
最
後
に
、
前
号
39
ペ
ー
ジ
に
載
せ
ま
し
た
佐
藤
さ

ん
の
作
品
「
菊
文
様
の
風ふ

ろ
さ
き

炉
先
屏
風
」
を
「
風
呂
敷

屏
風
」
と
誤
っ
て
表
記
し
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
を

お
詫
び
し
ま
す
。

　

ご
指
摘
を
い
た
だ
き
大
変
あ
り
が
た
く
思
い
ま

す
。
組
子
細
工
や
透
か
し
彫
り
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

深
く
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
以
前
か
ら
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
た
も
、
今

号
か
ら
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
た
に
も
引
き
続

き
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
誌
面
作
り
に
努
め
た

い
と
思
い
ま
す
。
何
か
お
気
づ
き
の
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
気
兼
ね
な
く
ご
意
見
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

都留にいた
組子職人

高
橋
未
瑠
来(

社
会
学
科
2
年)

＝
文
・
写
真

【
参
考
文
献
】

『
職
人
衆
昔
ば
な
し
』

齋
藤
隆
介
著
　
文
藝
春
秋
社
　
１
９
６
７
年

『
明
治
を
伝
え
た
手
』

杉
村
恒
著
　
朝
日
新
聞
社
　
１
９
６
９
年
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「
う
ら
山
博
物
館
」

２
０
１
６
年
５
月　

発
行
予
定

（
仮
）

カん板犬のラフちゃんで

す。三町商店街にある「深

澤食品店」にいます。人

なつっこくて近づくと

「なでてなでてー」と言

わんばかりに体をすり寄

せてきます。この日は、商品が入った箱の上に座っていた

ラフちゃんがわたしの肩に頭をのせてきてくれました。短

めの毛が顔に当たってくすぐったかったのと、肩に乗った

頭が重くて温かかったのをよく覚えています。　( 長尾泉 )

2015.6.26　都留市　谷村町

メ線は足元。歩いている

といつの間にか側溝を目

で追っています。これは

私のアパートの横を流れ

る側溝です。はじめての

記事で取り上げました。

今でも側溝を見るのが好きで、水の量や透明度、何が流れ

ているのかなど、ついつい確認してしまいます。都留に来

て間もない私が気になっていたのは足元の世界だったよ

うです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 南條新 )

2014.5.18　都留市　田原

ライス追加で、とマス

ターに伝えてから、カ

レーラーメンをすすった

のも懐かしい思い出で

す。2014 年の 5 月に閉

店するまで、じつは私は

「ラーメン福多」をよく利用していました。お店のあった

場所は、いまはアパートになっています。一度変わってし

まった風景から過去をしのぶのは簡単ではありません。移

り変わる町の風景を記録する道具としても、カメラはとて

も重要です。　　　　　　　　　　　　　　　　 (西教生)

2015.1.9　都留市　田原
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FIELD
・NOTE

　
お
元
気
で
す
か
。
今
回
は
都
留
の
伝
統
の
野

菜
、
水
か
け
菜
を
紹
介
し
ま
す
。

　
水
か
け
菜
は
冬
に
だ
け
食
べ
ら
れ
る
珍
し
い

菜
っ
葉
で
す
。
育
て
か
た
も
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

て
い
て
、
米
の
収
穫
後
の
田
ん
ぼ
に
畝う

ね

を
作
り
、

そ
の
あ
い
だ
に
富
士
の
湧
水
を
流
し
て
育
て
ま

す
。
富
士
の
湧
水
は
水
温
が
年
間
を
通
じ
て
13

度
ほ
ど
。
畑
に
流
す
こ
と
で
冷
え
込
み
の
厳
し

い
冬
で
も
、
水
か
け
菜
の
根
を
凍
ら
す
こ
と
な

く
栽
培
で
き
る
そ
う
で
す
。

　
都
留
で
は
お
雑
煮
に
入
れ
た
り
、
お
味
噌
汁

に
入
れ
た
り
す
る
の
だ
と
か
。
あ
く
が
な
く
、

さ
っ
と
茹
で
る
だ
け
で
食
べ
ら
れ
ま
す
。
雪
を

か
ぶ
っ
て
葉
の
色
が
少
し
黄
色
に
変
わ
っ
た
こ

ろ
が
甘
く
て
美
味
し
い
そ
う
で
す
。


