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Studio Y.E'S のイス

神社に残る木

木に宿るもの

見て 考えて 加工する

no. 87 Dec.



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

の知恵を学ぶことが大切だと考えています。そこで、現場に出かけ、ていねいに観察し、記録し、その

成果を共有する活動をしています。その一つが、学生が主体となって編集し発行している『フィールド・

ノート』です。この冊子はフィールド・ミュージアム部門の機関誌として、県内外の読者に届けています。
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ぶ
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か
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が
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ま
え

や
む
ら
ま
ち
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か
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み
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お
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き

おおつき

はつかり

ミュージアム都留

山梨県都留市上谷 1 丁目 5-1

☎　0554-45-8008

都留文科大学

山梨県都留市田原 3-8-1

☎　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

面積　　161.63k㎡
総人口　31,529 人 (2015 年 11 月 1 日現在）

山 梨 県 都 留 市

足元の水路には富士山の湧水が流れ、あたりの山々からはシカの

鳴き声が聞こえます。山梨県都留市は、自然と人の暮らしを身近

に感じることができる地域です。わたしたちがつくる『フィール

ド・ノート』では、じっさいに現場を見ることで感じた都留市の

魅力を、記録し発信していきます。

1

2
3

4

山 梨 県

FIELD
MAP

川

道路

〒 402-0034 

山梨県都留市桂町1047

☎ 0554-43-4459

宝 鏡 寺 P14 - P151

〒 402-0024 

山梨県都留市小野 425

☎ 0554-43-2392

小 俣 製 材 所 P16- P182

〒 401-0201 

山梨県上野原市秋山 12490-22

☎ 090-2533-3684（石塚えみこさん）

Studio Y.E'S P11 - P133

〒 402-0052

山梨県都留市中央 4 丁目 4-1

☎ 0554-43-2340

西 凉 寺 P31 - P334

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。
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都
留
市
は
四
方
を
森
や
林
に
囲
ま
れ
た
ま
ち
で
す
。

地
域
に
伝
わ
る
古
地
図
の
多
く
に
は
、必
ず
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
、
薪
な
ど
を
と
る
た
め
に
使
っ
て
い

た
柴
山
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
に
、
昔
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
木
。

燃
料
や
食
器
、
建
材
に
使
わ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
生
き
も
の
た
ち
の
す
み
か
に
な
っ
た
り
、

雨
水
を
地
面
に
蓄
え
る
役
割
を
担
っ
て
く
れ
た
り

も
し
ま
す
。

け
れ
ど
、
木
に
囲
ま
れ
た
都
留
に
暮
ら
す
人
々
が
、

ど
ん
な
ふ
う
に
木
々
と
付
き
合
っ
て
き
た
の
か
。

そ
の
記
録
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

都
留
に
は
ど
ん
な
木
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

都
留
の
人
々
は
、
木
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
木
と
、
木
に
関
わ
る
人
た
ち
の
こ
と

を
私
た
ち
は
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
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中
央
自
動
車
道

R139

柄杓杓杓

至
富
士
吉
田

至
大
月

ひ
が
し
か
つ
ら

神
社
に
は
よ
く
ケ
ヤ
キ
や
ス
ギ
の
巨
木
が
生
え
て

い
る
。
私
は
ふ
だ
ん
山
以
外
で
大
き
な
木
を
見
る

こ
と
は
な
い
の
で
、
近
く
を
通
る
た
び
に
目
を
奪

わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
は
御
神
木
や
鎮
守
の
森

と
し
て
信
仰
に
よ
り
守
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
。
特

定
の
宗
教
を
信
仰
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
ど
こ

か
神
社
の
木
に
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

立
ち
止
ま
っ
て
見
て
し
ま
う
木

　
東
桂
駅
を
降
り
、
都
留
市
夏な

つ
が
り狩

を
富
士
吉
田
市
方

面
へ
と
15
分
ほ
ど
歩
く
と
、
柄

ひ
し
ゃ
く
な
が
れ

杓
流
川
沿
い
に
民
家

が
立
ち
並
ぶ
道
に
出
る
。
そ
の
通
り
に
あ
る
の
が

十じ
ゅ
う
に
て
ん

二
天
神
社
だ
。
10
月
25
日
正
午
過
ぎ
に
そ
こ
を
訪

れ
た
。
20
ｍ
四
方
く
ら
い
の
境
内
に
、
神
社
と
民
家

を
隔
て
る
よ
う
に
ス
ギ
や
ケ
ヤ
キ
が
何
本
も
生
え
て

い
る
。
数
え
て
み
る
と
全
部
で
35
本
。
境
内
の
ふ
ち

に
多
く
生
え
て
い
る
が
、
本
殿
の
近
く
に
は
生
え
て

い
な
い
。
頭
上
を
葉
が
覆
っ
て
い
た
た
め
、
境
内
は

薄
暗
く
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
た
。

　

十
二
天
神
社
に
来
て
最
初
に
目
に
入
っ
た
の
は
、

鳥
居
の
周
り
に
生
え
て
い
る
木
だ
。
３
ｍ
く
ら
い
の

鳥
居
の
右
脇
に
は
ケ
ヤ
キ
が
２
本
と
ス
ギ
が
１
本
。

左
脇
に
は
ケ
ヤ
キ
が
１
本
と
ス
ギ
が
２
本
。
全
部
で

６
本
の
巨
木
が
、
十
二
天
神
社
の
入
り
口
を
堂
々
と

飾
っ
て
い
た
。

　
な
か
で
も
と
く
に
大
き
い
の
は
鳥
居
の
右
に
あ
る

ケ
ヤ
キ
。
こ
の
ケ
ヤ
キ
の
す
ぐ
そ
ば
か
ら
も
大
き
な

木
が
２
本
生
え
て
い
る
の
で
、
１
本
の
木
の
よ
う
に

合
わ
さ
っ
て
見
え
る
。
う
ね
っ
た
根
が
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
地
面
か
ら
露
出
し
て
い
て
山
の
峰
の
よ
う
に
見
え

た
。
木
に
は
地
面
か
ら
３
ｍ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
大
き

な
穴
が
あ
り
、
そ
の
穴
か
ら
ま
た
１
ｍ
く
ら
い
上
の

と
こ
ろ
で
２
本
に
枝
分
か
れ
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど

紅
葉
し
か
け
て
い
て
、
頭
上
を
覆
う
葉
は
オ
レ
ン
ジ

色
と
黄
緑
色
が
混
ざ
っ
た
色
だ
っ
た
。

　
近
く
に
立
っ
て
見
上
げ
る
と
、
思
わ
ず
声
が
も
れ

て
し
ま
う
ほ
ど
大
き
い
ケ
ヤ
キ
。
高
さ
は
目
測
で

25
ｍ
ほ
ど
。学
校
に
あ
る
プ
ー
ル
と
同
じ
く
ら
い
だ
。

幹
の
直
径
は
私
の
胸
の
高
さ
で
測
る
と
１
２
７
㎝

あ
っ
た
。
太
い
。
岩
の
よ
う
に
硬
い
そ
の
幹
に
両
手

を
広
げ
て
抱
き
つ
い
て
も
、
手
が
ま
わ
ら
な
い
ほ
ど

の
大
き
さ
だ
。

　
鳥
居
の
周
り
に
あ
る
６
本
の
巨
木
は
、
測
っ
て
み

る
と
ど
れ
も
幹
の
直
径
が
１
０
０
㎝
以
上
だ
。
高
さ

も
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い
。
神
社
の
周
り
に
は
住
宅

が
多
く
こ
れ
ら
の
よ
う
に
大
き
な
木
は
見
当
た
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、
遠
く
か
ら
で
も
木
が
生
え
て
い
る

の
が
見
え
る
。
住
宅
街
か
ら
木
が
数
本
真
っ
す
ぐ
に

突
き
だ
し
て
い
る
の
だ
。
木
の
下
か
ら
だ
と
、
て
っ

ぺ
ん
を
見
る
に
も
首
が
痛
く
な
る
く
ら
い
頭
を
上
げ

な
け
れ
ば
見
え
な
か
っ
た
。

古
く
見
え
な
い
木

　

十
二
天
神
社
か
ら
本
殿
が
見
え
る
く
ら
い
近
く

に
、
八

や
つ
お
も
て面
神
社
が
あ
る
。
そ
こ
は
鳥
居
を
く
ぐ
る
と

す
ぐ
に
、
本
殿
の
あ
る
崖
の
上
へ
と
続
く
10
ｍ
く
ら

い
の
階
段
に
な
っ
て
い
る
。
斜
面
の
真
ん
な
か
を
通

る
階
段
を
登
り
切
る
と
本
殿
が
お
出
迎
え
。
十
二
天

神
社
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
境
内
が
広
く
、
本
殿
も
大
き

い
。
こ
の
神
社
に
も
力
強
く
根
を
張
っ
た
巨
木
が
生

え
て
い
る
。

　
八
面
神
社
も
境
内
を
囲
む
よ
う
に
木
が
生
え
て
い

る
。
違
う
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、
階
段
が
あ
る
斜
面
に

細
い
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
が
合
わ
せ
て
20
本
ほ
ど
生
え
て

い
る
こ
と
。
巨
木
は
階
段
を
登
り
切
っ
て
す
ぐ
の
と

こ
ろ
に
ケ
ヤ
キ
が
１
本
と
、
本
殿
の
う
ら
に
ス
ギ
と

ケ
ヤ
キ
が
数
本
で
あ
る
。

写真左に見える木のまとまりが十二天神社。右が八面神社（2015.11.23）

神
社
に

る
残

木
十二天神社

N S

社神 PM A

八面神社
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伊藤瑠依 ( 社会学科３年 ) ＝文・写真

木は、色や形、質どれひとつとして同じものはない。

木材ひとつひとつと向き合いながら、都留市の木を使い

木工製品を作る小さな工房が、となりまちにあった。

南
條
新(

初
等
教
育
学
科
２
年)

＝
文
・
写
真

八面神社のケヤキ。身長約 170㎝の男性が手を広げても、立派な幹を抱えきれ
ない（2015.10.25）

　
な
か
で
も
本
殿
の
左
隣
に
生
え
る
ケ
ヤ
キ
は
貫
禄

が
あ
っ
た
。幹
の
直
径
は
胸
の
高
さ
で
約
１
７
０
㎝
。

私
の
身
長
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
だ
。し
か
も
、

根
っ
こ
は
地
面
を
広
が
る
よ
う
に
伸
び
て
い
る
の

で
、
根
元
の
直
径
は
胸
の
高
さ
で
測
っ
た
の
よ
り
も

断
然
太
い
。
木
の
高
さ
も
30
ｍ
ほ
ど
あ
り
そ
う
。
木

肌
は
は
が
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
神
社
で
は

一
番
大
き
く
、
き
っ
と
一
番
古
い
木
だ
。
そ
れ
で
も

こ
の
木
に
は
た
く
さ
ん
の
葉
が
茂
っ
て
い
て
、
緑
色

の
葉
が
日
光
に
す
か
さ
れ
て
青
々
と
し
て
い
る
。
古

い
木
な
の
に
、
ま
だ
現
役
だ
と
胸
を
張
っ
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
。

２
つ
の
神
社
か
ら

　
神
社
で
見
た
い
く
つ
か
の
巨
木
。
そ
れ
ら
は
何
年

も
生
え
続
け
て
い
て
、
生
き
い
き
と
し
て
い
た
。
古

い
木
は
枯
れ
て
し
ま
っ
て
今
に
も
折
れ
そ
う
な
も
の

だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
む
し
ろ
力
強
く
根
を

張
っ
て
い
る
。
そ
の
木
が
こ
れ
ま
で
経
て
き
た
時
間

を
、
そ
の
巨
大
さ
が
物
語
っ
て
い
た
。
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抜
け
て
い
く
。
こ
っ
ち
は
も
っ
と
低
い
の
、
と
石

塚
さ
ん
に
う
な
が
さ
れ
別
の
イ
ス
に
座
っ
て
み
る

と
、
確
か
に
低
い
と
感
じ
た
。
目
線
は
さ
ほ
ど
変

わ
ら
な
い
の
で
意
識
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

が
、
今
度
は
太
も
も
の
力
ま
で
抜
け
て
い
く
よ
う

で
楽
ち
ん
だ
。
た
だ
驚
く
こ
と
に
、
こ
う
い
っ
た

高
さ
の
違
い
は
わ
ず
か
１
、２
㎝
な
の
だ
そ
う
。

石
塚
さ
ん
は
言
う
。

「
や
っ
ぱ
り
、
居
心
地
の
よ
さ
を
提
供
し
た
い
の
で
、

た
と
え
ば
背
が
低
く
て
、
私
の
よ
う
に
既
製
の
も

の
で
居
心
地
が
悪
い
思
い
を
し
て
る
ん
で
あ
れ
ば
、

少
し
（
イ
ス
の
高
さ
を
）
低
め
に
設
定
し
て
あ
げ

た
り
」。

　
体
の
力
を
預
け
て
一
息
つ
か
せ
て
く
れ
る
こ
れ
ら

の
イ
ス
に
は
、
石
塚
さ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
と

気
遣
い
が
あ
っ
た
。

　

な
ん
と
い
っ
て
もStudio Y.E’S

の
家
具
の
特

徴
は
、
元
の
木
の
姿
が
見
え
る
こ
と
。
こ
の
イ
ス
も

両
脇
に
ご
つ
ご
つ
と
し
た
木
肌
が
残
っ
て
い
て
、
原

木
だ
っ
た
こ
ろ
の
幹
の
よ
う
す
が
よ
く
わ
か
る
。
石

塚
さ
ん
は
、
ド
ン
グ
リ
が
な
る
よ
う
な
カ
シ
の
木
か

な
ん
か
だ
っ
た
と
思
う
、
と
記
憶
を

掘
り
起
こ
す
よ
う
に
言
っ
た
。
も
と

も
と
は
森
に
生
え
て
い
る
木
だ
っ
た

の
だ
と
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
使
わ
れ
る
材
は
、

都
留
市
や
道
志
村
な
ど
工
房
の
近
隣

の
も
の
ば
か
り
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、

ほ
と
ん
ど
原
木
の
よ
う
な
状
態
で
搬

入
さ
れ
る
。石
塚
さ
ん
の
パ
ー
ト
ナ
ー

で
あ
り
、
ご
一
緒
に
木
工
製
品
を
作

る
有あ

り
ま馬
保や

す
お男
さ
ん
（
67
）
が
教
え
て

く
だ
さ
る
。

「
丸
太
を
単
純
に
ば
ー
っ
と
割
る
だ

け
。
だ
か
ら
耳
（
樹
皮
）
も
全
部
残
っ

た
状
態
で
来
る
か
ら
、
１
枚
１
枚
み

ん
な
違
う
わ
け
」。

　

有
馬
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、

樹
皮
が
つ
い
た
ま
ま
な
の
で
材
と
い

う
よ
り
は
、
縦
に
ス
ラ
イ
ス
さ
れ
た

大
木
そ
の
も
の
と
い
う
感
じ
だ
。

　

ふ
つ
う
は
加
工
し
や
す
い
よ
う
、

角
材
の
状
態
で
運
ば
れ
て
く
る
こ
と

が
多
い
が
、Studio Y.E’S

は
違
う
。

　

は
じ
め
て
そ
の
イ
ス
を
見
た
と
き
、
子
ど
も
用

な
の
か
な
と
思
っ
た
。
ふ
つ
う
よ
り
も
小
さ
く
見

え
た
し
、
手
作
り
感
の
あ
る
削
り
や
丸
み
を
帯
び

た
角
が
、
な
ん
と
も
か
わ
い
ら
し
か
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
イ
ス
は
、
都
留
市
の
と
な
り
ま
ち
、
上
野

原
市
秋
山
に
あ
るS

ス
タ
ジ
オ

tudio Y

イ
エ
ス

.E’S

と
い
う
木
工
所

で
ひ
と
つ
ず
つ
手
作
り
さ
れ
て
い
る
。
作
っ
た
の

は
、
石
塚
え
み
こ
さ
ん
（
58
）
と
い
う
小
柄
な
女

性
の
か
た
で
、
20
年
ほ
ど
前
か
ら
独
学
で
木
工
を

始
め
た
そ
う
だ
。

　
見
せ
て
も
ら
っ
た
イ
ス
は
、
石
塚
さ
ん
の
お
宅
で

15
年
使
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
背
も
た
れ
は
と

て
も
低
く
、
身
長
１
５
９
㎝
の
私
が
座
る
と
ち
ょ
う

ど
腰
の
あ
た
り
ま
で
。
15
年
触
れ
ら
れ
た
背
も
た
れ

は
、
つ
る
っ
と
し
て
い
て
キ
ャ
ラ
メ
ル
色
。
日
の
光

が
差
し
込
む
と
ふ
ち
が
き
ら
り
と
白
く
光
っ
て
か
っ

こ
い
い
。
長
く
使
う
こ
と
で
美
し
く
な
る
と
い
う
の

は
、
こ
う
い
う
こ
と
か
と
思
う
。

　

座
っ
て
み
る
と
わ
か
る
の
だ
が
、
ふ
つ
う
の
イ

ス
よ
り
も
少
し
低
い
。
か
か
と
も
つ
ま
先
も
ぺ

た
ん
と
地
面
に
つ
い
て
、
足
先
の
力
は
だ
ら
ん
と

こ
う
い
っ
た
製
材
の
仕
方
で
も
イ
ス
が
で
き
あ
が
る

の
は
、
石
塚
さ
ん
の
作
り
か
た
に
秘
密
が
あ
っ
た
。

　
石
塚
さ
ん
の
イ
ス
作
り
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
図
面
は

な
い
。

「
ま
ず
木
が
き
て
、
そ
こ
で
こ
ん
な
形
に
し
て
あ
げ

よ
う
か
な
っ
て
思
い
で
作
っ
て
る
。
料
理
も
そ
う
だ

け
ど
、
さ
じ
加
減
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
こ
ん
な
感
じ

で
ま
と
め
て
あ
げ
よ
う
か
な
っ
て
浮
か
ん
だ
と
き

に
、
頭
の
な
か
に
は
図
面
が
で
き
て
る
」。

　
節
の
あ
る
な
し
や
木
目
の
き
れ
い
さ
と
い
っ
た
こ

と
が
、木
材
選
び
に
は
重
要
だ
と
よ
く
聞
く
。
で
も
、

石
塚
さ
ん
は
「
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
風
景
を
、
い
か

に
う
ま
く
活
か
し
て
い
く
か
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
決

め
手
か
な
っ
て
思
っ
て
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

ま
ず
は
石
塚
さ
ん
の
目
に
よ
っ
て
、
じ
っ
く
り

と
木
の
よ
う
す
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
探
し

出
さ
れ
た
魅
力
が
、
イ
ス
の
形
と
な
っ
て
さ
ら
に

引
き
出
さ
れ
る
。
型
に
は
め
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
伸
ば
し
て
や
る
。
こ
れ
が
石
塚
さ
ん
の
イ
ス

作
り
だ
。
私
は
イ
ス
に
魅
力
を
感
じ
る
だ
け
で
な

く
、
石
塚
さ
ん
の
、
も、

、の
と
の
こ
う
し
た
向
き
合

い
か
た
に
も
惹
か
れ
て
い
る
。

右下：座らせてもらったイス。木肌がよくわかる

左下：製材された木。小俣製材所（P16 参照）で製材してもらうこともあるそう

P13：工房でイスを作る石塚さん
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木
に

宿
る
も
の

宝ほ
う
き
ょ
う鏡

寺
に
は
１
２
６
体
の
羅ら

か

ん漢
像
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
最
初
に
つ

く
ら
れ
た
16
体
は
本
堂
と
山
門
で
使
わ
れ
て
い
た
木
材
が
元
に
な
っ

て
い
る
ら
し
い
。
な
ぜ
羅
漢
像
は
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
を

知
り
た
く
な
っ
た
。

上段 /五百羅漢堂に並ぶ羅漢像。像の胸元に貼られた

紙には寄進者の名前が書かれている

下段右 /十六羅漢像の一体。羅漢像は一つひとつ表情

から仕草、着ているものも異なり、同じものはない

下段左 /寄進された五百羅漢像の一体。羅漢像は理想

的な修行者の姿として貫禄ある姿でつくられること

が多いのだが、この像はとてもひょうきんな仕草を

していて親しみやすさを感じた

　
十
六
羅
漢
像
と
い
う
、
16
体
で
ひ
と
そ
ろ
い
の
仏

教
の
修
行
者
の
像
が
あ
る
。
釈
迦
の
入
滅
後
、
教
え

を
託
さ
れ
た
16
人
の
修
行
者
を
模
し
て
い
る
。ま
た
、

五
百
羅
漢
像
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
最
初

の
仏
教
典
編へ

ん
さ
ん纂

に
集
っ
た
５
０
０
人
の
弟
子
た
ち
。

こ
ち
ら
は
、５
０
０
体
で
ひ
と
そ
ろ
い
。
ど
ち
ら
も
、

理
想
の
修
行
者
の
姿
と
し
て
、
ひ
ろ
く
人
々
か
ら
信

仰
さ
れ
て
き
た
。

　
都
留
市
桂
町
に
あ
る
宝
鏡
寺
に
も
、
こ
の
羅
漢
像

が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
羅
漢
像
は
全
部
で
１
２
６

体
。
十
六
羅
漢
像
が
ひ
と
そ
ろ
い
と
、
五
百
羅
漢
像

が
１
１
０
体
。
入
り
き
ら
な
か
っ
た
十
数
体
を
の
ぞ

き
、山
頂
に
あ
る
五
百
羅
漢
堂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
お
寺
の
か
た
に
お
話
を
聞
く
と
、
十
六
羅
漢
像
が

つ
く
ら
れ
た
の
は
１
９
２
９
年
ご
ろ
の
こ
と
。
本
堂

の
改
築
と
旧
山
門
の
取
り
壊
し
の
さ
い
に
で
た
木
材

が
使
わ
れ
て
い
る
。
当
時
三
十
三
代
目
の
住
職
で

あ
っ
た
仏ぶ

っ
か
い海

さ
ん
の
依
頼
に
よ
り
、
都
留
市
内
に
住

む
仏
師
が
制
作
に
あ
た
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
か
ら

徐
々
に
地
域
の
人
々
や
檀
家
の
か
た
も
羅
漢
像
を
寄

進
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
の
数
に
な
っ
た
と
い
う
。

※寺務所兼住職やその家族が暮らす場所

金
原
由
佳(

社
会
学
科
３
年)

＝
文
・
写
真

　
羅
漢
堂
へ
は
庫く

り裏
（
※
）
か
ら
続
く
屋
根
付
き
の

階
段
を
伝
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
さ
っ
そ
く
、

こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
お
堂
の
扉
を
開
け
る
。
と
た
ん
、

木
の
に
お
い
が
、
か
た
ま
り
に
な
っ
て
私
に
ぶ
つ

か
っ
た
気
が
し
た
。
驚
く
ほ
ど
真
新
し
い
木
の
に
お

い
だ
っ
た
。
薄
暗
い
お
堂
の
な
か
に
目
を
凝
ら
す
。

入
っ
て
正
面
に
は
釈
迦
像
が
置
か
れ
、
そ
の
周
囲
を

階
段
状
に
羅
漢
像
が
囲
む
。
像
は
ど
れ
も
高
さ
65
㎝

ほ
ど
の
大
き
さ
。
十
六
羅
漢
像
は
正
面
一
番
上
の
段

に
並
ん
で
い
た
。
下
段
に
あ
る
も
の
よ
り
木
肌
の
色

が
濃
く
、
台
の
つ
く
り
も
異
な
っ
て
い
て
、
体
格
も

が
っ
し
り
と
し
た
像
が
多
く
感
じ
ら
れ
た
。

　

現
在
三
十
七
代
目
住
職
の
お
母
様
で
あ
る
佐
藤

秀ひ
で
こ子
さ
ん
（
66
）
は
、
捨
て
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
木
材
を
羅
漢
像
に
し
た
理
由
を
、「
山
門
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
の
木
に
は
仏
様
の
魂
が
宿
っ
て

い
る
か
ら
、
焼
い
ち
ゃ
っ
た
り
捨
て
ち
ゃ
う
の
は

ね
っ
て
（
よ
く
な
い
）
こ
と
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

ま
た
、「
古
い
も
の
を
大
切
に
す
る
心
か
ら
よ
ね
」

と
も
。

　

長
く
大
切
に
さ
れ
た
も
の

0

0

に
は
魂
が
宿
る
と
聞

く
。
長
く
使
わ
れ
て
き
た
木
か
ら
つ
く
ら
れ
た
羅
漢

像
に
は
、
仏
様
だ
け
で
は
な
く
、
長
く
木
を
大
切
に

し
て
き
た
人
々
の
思
い
も
宿
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

①五百羅漢堂のなか ②石像の羅漢。最近は寄進される羅漢像がお堂に入りきらなくなったので、境内に安置できるよ
う木像でなく石像の羅漢像を寄進してもらうそうだ ③庫裏と羅漢堂を繋ぐ階段 ④境内の外観

④ ②

①

③
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10
月
20
日
、
14
時
過
ぎ
に
都
留
市
小

野
の
小お

ま
た俣

製
材
所
に
到
着
。
木
の
板
に

「
小
俣
製
材
所
」
と
大
き
く
書
か
れ
た
看

板
の
下
に
は
、
こ
れ
ま
た
大
き
な
字
で

「
賃ち

ん
び
き挽

」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
小
俣
英え

い

さ
ん(

28)

は
、
は
に
か
み
な
が
ら
挨
拶

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
製
材
所
の
社
長
と
い

う
こ
と
で
強
面
の
厳
し
い
親
方
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
け
れ
ど
、
想
像
し
て
い
た
よ

り
も
若
く
て
、
気
さ
く
な
雰
囲
気
の
か
た

だ
。
工
場
の
奥
に
あ
る
小
部
屋
を
お
借
り

し
て
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
。

　
小
俣
さ
ん
が
製
材
所
を
継
い
だ
の
は
6

年
ほ
ど
前
。
当
時
、
製
材
所
の
社
長
だ
っ

た
小
俣
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
、
身
体
を
こ

わ
し
て
し
ま
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た

そ
う
。

木
材
が
、
所
せ
ま
し
と
置
か
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
梁は

り

に
使
わ
れ
る
材
は
こ
う
曲

が
っ
て
な
い
と
だ
め
な
ん
で
す
よ
、
と
指

で
ゆ
る
い
弧
を
描
き
な
が
ら
小
俣
さ
ん
が

言
う
。
で
、
と
近
く
の
木
材
を
指
し
こ
れ

が
こ
う
曲
が
っ
て
る
の
、
と
木
目
を
指
で

な
ぞ
っ
て
見
せ
て
く
れ
る
。
言
わ
れ
て
み

れ
ば
そ
ん
な
気
が
す
る
よ
う
な
。
そ
う
わ

た
し
が
言
う
と
、
そ
れ
く
ら
い
微
妙
な
も

の
な
の
だ
と
小
俣
さ
ん
。
し
か
し
そ
こ
は

経
験
で
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
し
か

な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
。
自
分
な
り
に
真
面

適
材
適
所

　
じ
っ
さ
い
に
工
場
に
出
て
木
材
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
。
厚
さ
が
だ
い
た
い
5
㎝

く
ら
い
の
木
の
板
が
何
枚
も
壁
に
立
て
か

け
て
あ
る
。
長
さ
は
2
ｍ
よ
り
少
し
長
い

く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
見
上
げ
て
い
る
と
、

と
て
つ
も
な
く
高
い
木
の
よ
う
に
感
じ
て

し
ま
う
。
ふ
と
工
場
内
を
見
渡
す
と
、
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
な
長
さ
形
の

ひ
び
が
入
っ
て
た
ら
ど
う
思
い
ま
す
？
」

率
直
に
言
っ
て
、
と
小
俣
さ
ん
に
尋
ね
ら

れ
る
。
ど
う
し
よ
う
、
大
丈
夫
な
の
だ
ろ

う
か
と
不
安
に
な
り
そ
う
だ
。
信
じ
ら
れ

な
い
で
し
ょ
、
と
小
俣
さ
ん
は
わ
た
し
の

反
応
を
見
て
そ
う
言
い
、「
で
も
木
っ
て

そ
う
な
ん
で
す
よ
」と
語
っ
て
く
だ
さ
る
。

木
は
切
っ
て
時
間
を
置
け
ば
曲
が
っ
た
り

ひ
び
が
入
っ
た
り
す
る
の
が
普
通
。
だ
か

ら
一
度
切
っ
た
木
を
乾
燥
さ
せ
、
木
材
が

自
然
に
曲
が
る
の
を
待
っ
て
か
ら
そ
の
木

材
に
合
わ
せ
て
切
り
出
す
。
製
材
の
作
業

一
つ
の
た
め
に
、
昔
は
何
ヶ
月
も
か
け
て

い
た
。
そ
う
や
っ
て
長
い
時
間
を
か
け
る

こ
と
が
今
は
難
し
い
そ
う
だ
。
個
性
が
バ

ラ
バ
ラ
な
木
た
ち
を
、
同
じ
よ
う
に
見
え

る
よ
う
製
材
す
る
の
が
製
材
屋
さ
ん
の
腕

の
見
せ
ど
こ
ろ
だ
そ
う
。

小
俣
さ
ん
の
製
材

　
小
俣
製
材
所
で
は
木
を
買
っ
て
、
挽
い

た
木
材
を
売
る
の
で
は
な
く
、
依
頼
さ
れ

て
運
ば
れ
て
き
た
木
を
挽
い
て
返
す
加
工

委
託
と
い
う
や
り
か
た
を
し
て
い
る
。
大

き
な
製
材
所
に
な
る
と
木
の
種
類
や
切
り

か
た
な
ど
、
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多

い
が
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
比
べ
て
小

俣
製
材
所
は
融
通
が
利
き
や
す
い
。
木
材

の
種
類
や
切
り
か
た
は
お
客
さ
ん
が
依
頼

し
た
も
の
で
、
小
俣
さ
ん
た
ち
が
売
っ
て

い
る
の
は
加
工
の
作
業
。「
材
は
お
客
さ

ん
の
も
の
」な
の
だ
と
小
俣
さ
ん
は
言
う
。

　
木
は
そ
の
木
に
よ
っ
て
、
部
位
に
よ
っ

て
と
れ
る
も
の
が
違
う
。お
肉
と
一
緒
で
、

と
小
俣
さ
ん
が
説
明
し
て
く
だ
さ
る
。
木

の
大
き
さ
や
曲
が
り
か
た
を
見
極
め
て
か

ら
切
り
出
す
の
が
昔
か
ら
の
製
材
の
や
り

か
た
で
、
そ
れ
が
長
持
ち
す
る
切
り
か
た

で
も
あ
る
そ
う
。
決
め
ら
れ
た
規
格
だ
け

で
な
い
、
小
俣
さ
ん
の
製
材
所
で
は
そ
れ

が
で
き
る
の
だ
。

　
製
材
し
て
い
る
の
は
お
も
に
、
ス
ギ
や

ヒ
ノ
キ
、
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
の
建
築
資
材
や

土
木
用
資
材
と
な
る
針
葉
樹
。
け
れ
ど
ほ

か
に
も
ケ
ヤ
キ
、
イ
チ
ョ
ウ
、
ク
リ
な
ど

雑
木
と
呼
ば
れ
る
木
材
も
運
ば
れ
て
く

る
。
種
類
な
ら
か
な
り
多
い
と
の
こ
と
。

ほ
と
ん
ど
が
県
内
、
と
く
に
富
士
山
や
大

月
な
ど
郡
内
で
採
れ
る
も
の
だ
。
都
留
市

内
の
木
は
、
朝あ

さ
ひ
そ
し

日
曽
雌
や
菅す

げ
の野

な
ど
か
ら

来
る
も
の
だ
そ
う
。

　
「
も
し
新
築
の
家
の
壁
と
か
柱
の
木
に

も
積
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ス
ギ

と
ヒ
ノ
キ
だ
そ
う
だ
が
、
わ
た
し
に
は
見

分
け
が
つ
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
小
俣
さ
ん

は
僕
も
ち
ゃ
ん
と
は
分
か
ら
な
い
で
す
と

お
っ
し
ゃ
る
。
た
だ
言
え
る
の
は
、
と
教

え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
丸
太
の
断
面
を

見
た
と
き
真
ん
な
か
と
周
り
の
色
に
あ
ま

り
差
が
な
い
の
が
ヒ
ノ
キ
な
の
だ
そ
う
。

　
ヒ
ノ
キ
は
も
っ
と
も
加
工
す
る
の
に
適

し
た
硬
さ
の
木
で
、
ス
ギ
は
ヒ
ノ
キ
よ
り

も
や
わ
ら
か
い
。
硬
さ
は
日
本
で
昔
か
ら

採
れ
る
木
の
な
か
で
は
硬
く
、
虫
が
嫌
う

目
に
聞
い
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
何

言
っ
て
る
の
っ
て
感
じ
で
し
ょ
、
と
笑
わ

れ
て
し
ま
っ
た
。

　
木
は
切
っ
て
み
な
け
れ
ば
、
曲
が
り
か

た
な
ど
の
性
質
が
分
か
ら
な
い
。
こ
の
木

な
ら
何
に
適
し
て
い
る
か
ら
ど
う
切
っ
て

い
く
の
か
ま
で
、
昔
の
人
は
見
越
し
て

や
っ
て
い
た
の
だ
。
木
の
こ
と
、
製
材
の

こ
と
、
建
築
の
こ
と
、
そ
の
先
の
こ
と
。

一
本
の
木
を
加
工
す
る
た
め
に
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
と
て
も
多
い
。

　
工
場
の
な
か
に
、
細
め
の
丸
太
が
何
本

見
て

考
え
て

加
工
す
る

建
材
だ
っ
た
り
、
工
芸
品
だ
っ
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
使
わ
れ
て
い
る
材
と
し
て
の

木
。
ど
の
形
に
な
る
た
め
に
も
必
要
な
の
が
「
製
材
」
だ
。
け
れ
ど
製
材
っ
て
、
じ
っ

さ
い
に
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
木
材
が
わ
た
し
た
ち
の
手
元
に
届
く
ま
で

に
、
ど
ん
な
工
程
を
経
た
の
か
知
り
た
く
な
っ
た
。
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る
と
き
は
軽
い
調
子
で
に
こ
や
か
な
小
俣

さ
ん
だ
け
れ
ど
、
作
業
中
は
視
線
を
木
材

か
ら
離
さ
ず
、
笑
顔
も
な
い
。
表
情
は
真

剣
そ
の
も
の
だ
。

　
「
分
か
ら
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
も
考

え
、
よ
く
見
る
こ
と
で
、
木
に
真
摯
に
向

き
合
う
。こ
う
し
て
加
工
さ
れ
た
木
材
は
、

小
俣
さ
ん
の
知
恵
や
考
え
が
詰
ま
っ
た
、

と
て
も
価
値
の
あ
る
材
に
わ
た
し
に
は
思

え
た
。

成
分
も
入
っ
て
い
る
。
建
築
資
材
に
ぴ
っ

た
り
の
材
だ
っ
た
の
だ
。

　

想
像
よ
り
も
細
い
丸
太
が
多
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
小
俣
さ
ん
に
伝
え
る
と
、
あ

れ
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
ん
で
す
け

ど
、
と
わ
た
し
の
足
元
に
置
か
れ
て
い
た

木
材
を
指
さ
れ
た
。
3
面
だ
け
切
ら
れ
平

ら
に
な
っ
て
い
て
、
残
り
の
面
は
木
の
皮

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
土
木
用
で
、

堰え
ん
て
い堤

な
ど
に
使
う
そ
う
。
細
い
木
を
使
っ

て
い
る
の
は
細
く
な
い
と
重
く
て
運
べ
な

い
か
ら
だ
。

　

も
っ
と
大
き
い
も
の
も
あ
り
ま
す
よ
、

と
所
内
を
案
内
さ
れ
た
。
だ
い
た
い
直
径

20
㎝
く
ら
い
の
木
材
が
、
整
列
し
て
積
ま

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
挽
き
直
し
を
す
る

も
の
だ
そ
う
。挽
き
直
し
と
は
、一
度
切
っ

た
木
材
を
乾
燥
さ
せ
、
木
が
自
然
に
曲
が

る
の
を
待
っ
て
か
ら
整
形
す
る
こ
と
。
た

と
え
ば
、
中
心
に
む
か
っ
て
ぱ
っ
く
り
ひ

び
が
入
っ
た
ら
、
そ
の
ひ
び
に
沿
っ
て
半

分
に
割
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
使
え
る

材
に
な
る
の
だ
。

　

こ
れ
だ
と
曲
が
り
が
分
か
り
や
す
い

と
、
木
材
の
一
つ
を
見
せ
て
も
ら
う
。
確

か
に
、
わ
た
し
に
も
分
か
る
程
度
に
は
曲

が
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
側
面
の
線
が

ま
っ
す
ぐ
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
ん
な

に
大
き
く
曲
が
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
考
え
て
み
れ
ば
家
を

建
て
た
り
す
る
の
だ
か
ら
少
し
で
も
狂
い

が
あ
る
も
の
は
困
る
は
ず
だ
。

　
木
の
話
だ
け
で
一
晩
飲
め
る
く
ら
い
木

は
奥
深
い
の
だ
と
、
並
べ
ら
れ
た
木
材
を

見
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
る
小
俣
さ
ん
。
お
話

の
と
き
、「
自
分
だ
っ
て
ま
だ
全
然
分
か

ら
な
い
」と
何
度
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

小
俣
さ
ん
の
よ
う
に
ほ
ぼ
毎
日
付
き
合
っ

て
い
て
も
分
か
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。

　
後
日
、
作
業
の
よ
う
す
を
見
学
さ
せ
て

も
ら
っ
た
。
何
倍
に
も
大
き
く
し
た
電
動

の
こ
ぎ
り
の
よ
う
な
機
械
で
、
ス
ギ
や
ヒ

ノ
キ
の
丸
太
を
切
る
作
業
。
お
話
し
て
い

◇
　
　
◇
　
　
◇

作業のようす。スギやヒノキなどの丸太の機械に取り付け、木肌を削ぐように切っていく

舟
田
早
帆(

社
会
学
科
３
年)

＝
文
・
写
真

ご
神
木
と
し
て
神
社
に
植
え
ら
れ
た
木
は
、

人
々
に
大
切
に
保
護
さ
れ
、
長
い
年
月
を
そ
こ
で
過
ご
し
ま
す
。

材
に
す
る
た
め
切
り
倒
さ
れ
た
木
も
、

長
く
使
っ
て
い
け
る
よ
う
に
手
間
を
か
け
て
加
工
さ
れ
、

家
具
や
置
物
や
家
と
な
り
、
生
き
て
い
き
ま
す
。

保
護
す
る
、
加
工
を
す
る
、
使
う
。

か
か
わ
り
か
た
は
違
う
け
れ
ど

木
を
想
い
、
大
切
に
し
て
き
た
人
た
ち
に
、
私
た
ち
は
出
会
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
人
た
ち
の
想
い
が
、
ま
る
で
年
輪
の
よ
う
に
重
な
っ
て

木
は
生
き
続
け
て
い
く
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

は
生
き
続

木

る
け
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本
学
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど
の
距
離
に
わ
た
し
の
動

物
観
察
用
の
小
屋
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
小
屋
は
わ
た

し
が
大
学
3
年
生
の
と
き
に
建
て
た
も
の
で
、
い
ま

で
も
野
ネ
ズ
ミ
や
ニ
ホ
ン
リ
ス
な
ど
身
近
な
野
生
哺

乳
類
の
観
察
に
使
っ
て
い
ま
す
。

　
小
屋
の
ま
わ
り
は
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
の
植
林
地
で
す

が
、
こ
の
小
屋
に
通
う
林
道
に
は
コ
ナ
ラ
や
オ
ニ
グ

ル
ミ
、
ハ
シ
バ
ミ
な
ど
、
森
の
動
物
に
と
っ
て
大
切

な
食
物
と
な
る
木
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　
秋
の
夜
、
林
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
地
面
に
落
ち

た
こ
う
し
た
木
の
実
を
運
ぶ
ア
カ
ネ
ズ
ミ
に
よ
く
出

会
い
ま
す
。
し
か
し
テ
ン
や
イ
タ
チ
、
フ
ク
ロ
ウ
な

ど
の
天
敵
に
襲
わ
れ
や
す
い
地
表
は
、
ア
カ
ネ
ズ
ミ

に
と
っ
て
け
っ
し
て
安
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か

に
効
率
的
に
木
の
実
を
運
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
は
ア

カ
ネ
ズ
ミ
に
限
ら
ず
、
ニ
ホ
ン
リ
ス
に
と
っ
て
も
切

実
な
問
題
な
の
で
す
。

　
そ
こ
で
今
年
の
秋
、
わ
た
し
は
森
で
コ
ナ
ラ
や
オ

ニ
グ
ル
ミ
、
ハ
シ
バ
ミ
な
ど
の
実
を
拾
い
、
ア
カ
ネ

ズ
ミ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
安
全
な
場
所
に
運
ん
で
い

る
の
か
確
か
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
た
い
て
い
岩
の
狭
い
隙
間
な
ど
で

食
事
を
し
ま
す
。
こ
う
し
た
場
所
は
、
フ
ク
ロ
ウ
な

ど
の
天
敵
に
も
見
つ
か
り
に
く
く
安
心
で
き
る
か
ら

で
し
ょ
う
。
食
事
の
場
面
を
観
察
で
き
る
よ
う
に
、

20
㎝
×
20
㎝
×
20
㎝
の
小
さ
な
水
槽
を
食
事
場
に

み
た
て
て
使
っ
て
み
ま
し
た
。
水
槽
の
底
に
は
、
ア

カ
ネ
ズ
ミ
が
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
、
27
㎜
の
円
形

の
穴
を
あ
け
ま
し
た
。
水
槽
を
使
う
こ
と
で
、
天
敵

に
襲
わ
れ
る
危
険
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
水
槽
の
な
か
に
は
、
拾
い
集
め
た
コ
ナ
ラ
と
オ
ニ

グ
ル
ミ
、
ハ
シ
バ
ミ
を
置
い
て
み
ま
し
た
。
ア
カ
ネ

ズ
ミ
は
い
き
な
り
水
槽
に
は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
ま

ず
は
鼻
先
だ
け
を
入
口
か
ら
出
し
て
安
全
か
ど
う
か

を
確
か
め
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
て
安
全
だ
と
わ
か
る

と
水
槽
に
入
り
ま
し
た
。
そ
し
て
真
っ
先
に
く
わ
え

た
の
は
コ
ナ
ラ
で
し
た
。
先
端
の
尖
っ
た
部
分
で
は

な
く
、
必
ず
底
の
部
分
を
く
わ
え
ま
す
。
コ
ナ
ラ
に

と
っ
て
も
底
の
部
分
を
く
わ
え
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が

都
合
が
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
端
の
尖
っ
た

部
分
は
根
や
茎
が
出
て
く
る
た
め
生
長
に
欠
か
せ
な

い
か
ら
で
す
。

　
つ
ぎ
に
く
わ
え
た
の
が
ハ
シ
バ
ミ
で
し
た
。
果
肉

の
部
分
を
か
じ
っ
て
、
な
か
に
あ
る
実
を
取
り
出
し

て
く
わ
え
ま
し
た
。
ま
ず
は
軽
く
て
小
さ
く
、
す
ぐ

に
運
べ
る
も
の
か
ら
運
び
ま
す
。

　

最
後
に
運
ぼ
う
と
し
た
の
が
オ
ニ
グ
ル
ミ
で
し

た
。
オ
ニ
グ
ル
ミ
の
殻
の
合
わ
せ
目
を
く
わ
え
ま
す

が
、
残
念
な
こ
と
に
出
入
り
口
の
穴
よ
り
も
オ
ニ
グ

ル
ミ
の
サ
イ
ズ
が
大
き
い
た
め
持
ち
運
べ
ま
せ
ん
。

ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
オ
ニ
グ
ル
ミ
を
く
わ
え
た
ま
ま
何
度

も
穴
に
押
し
込
も
う
と
し
ま
す
。
そ
の
後
、
ア
カ
ネ

ズ
ミ
は
穴
の
外
か
ら
く
わ
え
て
引
き
出
そ
う
と
し
ま

し
た
。

　
結
局
、
ア
カ
ネ
ズ
ミ
は
水
槽
の
な
か
の
オ
ニ
グ
ル

ミ
を
外
に
持
ち
運
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
森
で
暮
ら
す
ど
の
よ
う
な
生
き
も
の
に

も
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
知
恵
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
こ
の
秋
に
出
会
っ
た
ア
カ
ネ
ズ
ミ
が

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

北垣憲仁 ( 本誌発行人 ) ＝文・写真

第 30 回 都留フィールド・ミュージアムでは、地域の

自然や人びとの暮らしをじかに観察し、記録

することを大切にしています。この頁では、

身近なフィールドを歩きながら出会った魅力

あふれる出来事や「もの」を紹介します。

西
教
生(

本
学
非
常
勤
講
師)

＝
文
・
写
真

　
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
木
の
実
を
食
物
と
し
て

利
用
す
る
鳥
の
行
動
を
観
察
す
る
の
に
よ
い
時
期
で

す
。
本
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
エ
ゴ
ノ
キ
が
何
本
か

植
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
エ
ゴ
ノ
キ
の
実
を
食

べ
に
ヤ
マ
ガ
ラ
が
よ
く
や
っ
て
来
ま
す
。
８
月
下
旬

か
ら
10
月
下
旬
ま
で
の
約
２
ヶ
月
間
、
複
数
の
ヤ
マ

ガ
ラ
が
エ
ゴ
ノ
キ
に
集
ま
り
ま
す
。
木
の
近
く
で

じ
っ
と
し
て
い
る
と
、
ヤ
マ
ガ
ラ
の
行
動
を
至
近
距

離
で
観
察
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
ヤ
マ
ガ
ラ
は
エ
ゴ
ノ
キ
の
実
を
取
り
、
そ
れ
を
両

足
で
押
さ
え
て
何
度
も
強
く
つ
つ
き
ま
す
。
実
を

割
っ
て
中
身
を
食
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
を
く
わ

え
て
ど
こ
か
に
飛
ん
で
行
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
数
分
後
に
ま
た
戻
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
と
き
は
も
う
、
実
を
く
わ
え
て
い
ま
せ
ん
。
さ

ら
に
、
地
面
に
下
り
て
実
を
埋
め
る
場
面
が
見
ら
れ

た
な
ら
と
て
も
幸
運
で
す
。
ヤ
マ
ガ
ラ
は
エ
ゴ
ノ
キ

の
実
を
食
べ
る
以
外
に
、
地
面
や
樹
皮
の
隙
間
な
ど

に
実
を
隠
す
習
性
が
あ
り
ま
す
。
実
を
く
わ
え
て
ど

こ
か
に
飛
ん
で
行
っ
た
の
は
、
実
を
隠
し
て
い
た
の

で
す
。
隠
し
た
実
は
冬
か
ら
春
に
取
り
出
し
て
食
べ

ま
す
。
つ
ま
り
、
エ
ゴ
ノ
キ
の
実
は
保
存
食
に
も
な

る
わ
け
で
す
。

　
地
面
に
隠
し
た
実
の
一
部
は
取
り
出
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
、
条
件
が
よ
い
と
発
芽
し
、
エ
ゴ
ノ
キ
が

増
え
て
い
き
ま
す
。
な
お
、
ヤ
マ
ガ
ラ
と
シ
ジ
ュ
ウ

カ
ラ
は
よ
く
似
た
生
活
を
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
シ

ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
エ
ゴ
ノ
キ
の
実
を
食
べ
る
と
こ
ろ
は

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
学
の
附
属
図
書
館
横
ビ
オ
ト
ー
プ
の
エ
ゴ
ノ
キ

で
観
察
を
し
て
い
る
と
、
近
く
に
生
え
て
い
る
ツ
ノ

ハ
シ
バ
ミ
の
実
を
食
べ
る
ヤ
マ
ガ
ラ
が
い
ま
し
た
。

エ
ゴ
ノ
キ
の
実
を
割
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
両
足

で
押
さ
え
て
つ
つ
き
ま
す
。
あ
る
と
き
、
ツ
ノ
ハ
シ

バ
ミ
の
実
が
４
個
つ
い
た
も
の
を
く
わ
え
て
飛
ん
で

い
た
ヤ
マ
ガ
ラ
が
そ
れ
を
落
と
し
ま
し
た
。
落
と
し

た
実
を
回
収
し
て
重
さ
を
量
る
と
10
ｇ
も
あ
り
ま
し

た
。
ヤ
マ
ガ
ラ
の
体
重
は
14
〜
20
ｇ
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
体
重
の
お
よ
そ
50
〜
70
％
も
あ
る
実
を
く

わ
え
て
飛
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ヤ
マ
ガ
ラ
は
エ
ゴ
ノ
キ
の
実
を
食
べ
は
し
ま
す

が
、
エ
ゴ
ノ
キ
の
種
子
散
布
に
貢
献
し
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
両
種
の
関
係
は
、
長
い
あ
い
だ
続
い
て
き
た

も
の
で
し
ょ
う
。
野
外
で
生
き
も
の
同
士
の
関
係
を

見
て
い
る
と
、
動
物
と
植
物
の
分
布
が
お
互
い
ど
の

よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

食べる、貯える
ヤマガラとエゴノキの関係

エゴノキの実をくわえたヤマガラ（2012.9.7　本学付属図書館ビオトープ）

エゴノキの実を地面に隠す（2015.10.8）

ヤマガラが割った実。上がツノハシバミ、
下がエゴノキの実（2014.10.30）

1cm

木の実とアカネズミの知恵

ガラスの水槽には、
アカネズミだけで
なくモグラの仲間
のヒミズもやって
くることがある

出入り口からクル
ミを運び出そうと
するアカネズミ。
何回かの試行錯誤
を繰り返したすえ
に、穴の外からク
ルミをくわえて運
び出そうとする
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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。

今号は夏から秋のムササビのようすをお伝え

します。

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

ムササビ
観察日記

10 月 19 日　つっぷすのはなぜでしょう

ムササビが巣箱の右下に頭をつっこみ、じっ

としている姿が見られます。つっぷしている

時間は数秒から数分とそのときどきによって

違うようですが、頭を巣材のなかに入れ、じっ

としています。ときおり、耳がピコピコと動

いているので、起きているようですが、いっ

たいなぜこんなポーズをとるのでしょう。

10 月 20 日　前足からわかる骨格

今回の写真は、夕方、巣箱を出ようとするム

ササビが「よいしょ」と巣穴に前足をかけた

瞬間です。ムササビの前足のようすがよくわ

かりますね。ムササビの前足には、細長い軟

骨があり、皮膜の面積を大きくしています。

また、前足には鋭い爪があり、この爪のおか

げで木をかけ登ることができるのです。

7 月 16 日　台風の日

台風 11 号の影響で都留市は大雨、強風に見舞

われました。そんな大荒れの夜にもかかわら

ず、ムササビが森に出て行くようすが確認さ

れました。雨が降ると尻尾を傘がわりにする

ようですが、その夜は雨風が激しかったので

しょう。早朝巣箱に帰ってきたムササビは体

全体に雨の雫が付き、濡れていました。

8 月 11 日　夏の楽しみと嬉しい帰宅

気温の上がったこの日はムササビも暑かった

ようです。頻繁に寝返りをうって両手足を広

げていました。夏のムササビは表情豊かでと

ても見応えがあります。また、今年 2 月 12

日にテンが入って以来、使用されていなかっ

たもう 1 つの巣箱にも半年ぶりにムササビが

帰ってきました。

嬉しいことがありました！

11 月 17 日　「ムササビを見せてください」

先日、「ムササビを見せてください」という家

族連れが本学に来てくれました。しかし日中

だったため、夜行性のムササビの活動のよう

すは見られませんでした。そこでムササビラ

イブカメラのホームページで、夏のムササビ

の映像を見ていただきました。「都留文科大学

＝キャンパスでムササビに出会える大学」と

いうイメージが定着してきているのではない

かと、実感する出来事でした。

夏のムササビのようす

ムササビの住
す み か

処
　ムササビは、おもに大木の生えた山中や河畔林

に生息しています。とくにケヤキやスギなどの大

木にできた樹
じゅどう

洞（※）に巣をつくることが多いよ

うです。樹洞は長い年月を経た木にできることが

多いですが、現在はそうした大木は神社などに残

る程度にまで少なくなってしまいました。そのた

め樹洞ができるほど成長していない木が多い地域

では、枝の付け根あたりに枝や木の皮を組み合わ

せたボール状の巣をつくります。

　写真（右上）はムササビが木の皮を剥いでつくっ

た巣材です。ムササビは前歯で木の皮を剥ぎとり、

くわえて巣穴に持ち帰ります。本学のライブカメ

ラでも巣材をくわえて帰ってくるようすが確認さ

れています。

樹洞の巣 ボール状の巣（※）樹洞とは、年月を経て大木にできた空洞のこと

ムササビが巣材として使ってい

たスギの皮を見てみると、繊維

に沿って細かく裂かれていま

す。触り心地はふんわりとして

やわらかでした

ムササビの巣材
（スギの木の皮）

22no.87 Dec. 201523
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センサーカメラの上に乗っているところが

撮影されました。設置している巣箱でも巣

材が確認されています。

（2015.07.26）ヤマネ
今夏よりコウモリ用の巣箱を本学うら山に

設置しています。設置後すぐにコウモリの

ものと思われる糞が観察されました。

コウモリ類（2015.10.23）

この時期子連れのイノシシも撮影されま

す。水場では数頭のイノシシが水浴びする

姿も観察されています。

イノシシ（2015.08.15）

都市部でも観察されることが多く、電線を

歩く姿などを見かけます。同じく都市部で

観察されるものにタヌキなどがいます。

ハクビシン（2015.10.23）
遊歩道沿いで糞などは確認できていません

が、場所によっては日中に撮影されていると

ころもあり、散策のさいには注意が必要です。

ツキノワグマ（2015.10.23）

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、本学のうら山にセンサーカメラ
( 動物の体温を感知すると自動的にシャッターが切れるカメラ ) を設
置して動物の調査をしています。今回は、7 〜 10 月に撮影された動
物を紹介します。

が写したセンサーカメラ 動物たち

都留文科大学

うら山

とおかいちば

つるぶんかだいがくまえ

中央自動車道

やむらまち

うら山の位置

本学フィールド ･ ミュージアム＝文・写真

木々の色が色鮮やかに移ろう秋。しかし興味深いのは木々

の移ろいだけではありません。今回は 10 〜 11 月に見つけ

た少々珍しい生きものを中心にご紹介します。

＊上種…異種所に分布する近縁の種郡

都留市立図書館の窓ガラスに衝突して死んだと思われる鳥です。メ

ボソムシクイ上種には 3 種がありますが、この 3 種はよく似ている

ため識別が困難です。しかし、外側の風切羽の長さや尾羽の色の特

徴から、今回の個体はオオムシクイの可能性が高いです。

メボソムシクイ上種（＊）の鳥　（2015.10.08)　都留市中央

本学附属図書館の上でイソヒヨドリのオスがさえずっ

ていました。今年の 5 月ごろにはキャンパスでよく見

られていました。イソヒヨドリは海岸付近に多い鳥で

すが、近年は内陸部での繁殖も確認されています。

イソヒヨドリ　（2015.10.22）　都留市田原

住民のかたからトラツグミの死体が本学に届けられました。玄関の

前に落ちていたとのことですので、窓ガラスに衝突したのかもしれ

ません。トラツグミはほぼ 1 年中都留市で見られますが、数の少な

い鳥です。観察するのが難しいことから、繁殖生態はよくわかって

いません。

トラツグミ　（2015.11.17）　都留市法能

自然科学棟前でヒイラギの花が咲いていました。この花は本学

では初めて確認したものです。キンモクセイのような甘い香り

がしました。葉にはトゲがありますが、老木になるとこのトゲ

はなくなります。

ヒイラギの花　（2015.10.1）　都留市田原

シモバシラは 9 〜 10 月に花を咲かせます。シモバシラの

名前の由来は、冬に茎の根元に氷柱ができ、この氷柱が霜

柱のように見えることによります。昨年の 12 月には自然

科学棟の前でこの氷柱が観察できました。

シモバシラの花　（2015.10.17）　都留市田原

フィールド暦



ツノハシバミ（2015.10.16）

先がとがった雫の形をした実が

特徴です。日本版のヘーゼル

ナッツと言われており、熟した

実は食べることができます。

ガマズミ（2015.09.26）

赤く熟した実は、酸味が

強いです。ヒヨドリが好

んで食べに来ます。

エゴノキ（2015.10.16）

下に垂れるように実をつけ

ます。実が熟す９月ごろに

なると、ヤマガラが実を求

めてよく来ています。

ノブドウ（2015.11.06）

実の本当の色は赤紫色で、

写真のように青紫色の実を

つけるのは虫が寄生してい

るためだと言われています。

ビオトープの木の実

ビオトープには、さまざまな実のなる植物が植えられています。

実りの秋ということで、今回はそのなかのいくつかを紹介します。

no.07
秋ビオトープだより

ビオトープ（Biotops）とは、生きものたちが生息する空間のことです。

語源は「生きものたち」をさす「Bio」、「空間」をさす「Topos」から。

本学附属図書館横のビオトープでは、トンボやチョウなどの生きも

のがたくさん集まるよう、さまざまな植物が植えられています。

本学フィールド ･ ミュージアム＝文・写真

※食樹：チョウが産卵し、孵
ふ か

化した幼虫が食べる植物。

チョウの調査

ビオトープで、チョウの調査を始めて２年が経ちました。昨年は、

４〜 11 月までに 32 種のチョウを確認しました。今年は４〜 10 月に

かけて調査をおこない、新たに８種のチョウが記録されました。今

年の調査で確認したチョウのうち、４種を紹介します。

ミズイロオナガシジミ

早朝と夕方によく活動するチョウ

です。クヌギやコナラなどを食樹
(※)とします。成虫は６〜７月に

見られます。 （2015.06.25）

イチモンジチョウ

スイカズラやヤブウツギなどを食

樹とします。成虫は５〜９月にか

けて断続的に見られます。

（2015.07.24）

ムラサキツバメ

日本に多いチョウで、東日本へ分

布を広げています。マテバシイな

どが食樹です。成虫は４〜 10 月に
かけて見られ、成虫で越冬します。

（2015.09.11）

アサマイチモンジ

外見や生態はイチモンジチョウと

よく似ていますが、赤線内側の白

斑があるのが本種です。日本にの

み分布しています。（2015.08.06）
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ヤマネの巣箱と生きもの
本学のうら山にヤマネの巣箱を設置した。巣箱を確認
してみるとヤマネにも、ヤマネ以外の小さな生きもの
たちにも利用されていた。木にかけた巣箱が生きもの
の集まる場所になっている。どんな生きものが、どん
な使いかたをしているのか巣箱のふたを開けるのが楽
しみになった。

　
今
年
の
6
〜
7
月
、
本
学
う
ら
山
の
生
き
も
の
調

査
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
、
ヤ
マ
ネ
の
巣
箱
か
け
に

同
行
し
た
。
巣
箱
か
け
の
目
的
を
本
学
非
常
勤
講
師

の
西に

し
の
り
お

教
生
さ
ん
に
う
か
が
う
と
、
う
ら
山
の
ヤ
マ
ネ

の
生
息
状
況
を
確
認
す
る
た
め
だ
と
い
う
。巣
箱
は
、

生
き
も
の
が
使
用
し
た
痕
跡
が
残
る
の
で
、
使
用
さ

れ
た
か
ど
う
か
が
わ
か
り
や
す
く
、
観
察
に
も
適
し

て
い
る
。

　
ま
た
ヤ
マ
ネ
は
、
人
の
手
が
あ
ま
り
入
る
こ
と
の

な
い
標
高
1
０
０
０
ｍ
ぐ
ら
い
の
山
地
に
生
息
す
る

こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
ヤ
マ
ネ
が

標
高
5
０
０
ｍ
ほ
ど
の
人
里
近
い
山
、
か
つ
植
林
地

で
あ
る
う
ら
山
に
も
い
た
ら
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
、
か
け
て
み
た
そ
う
だ
。

巣
箱
を
か
け
る

　
巣
箱
を
か
け
る
た
め
に
、
私
と
西
さ
ん
を
含
め
た

5
人
で
山
に
入
っ
た
。
巣
箱
は
地
面
か
ら
約
１
２
０

㎝
〜
１
３
０
㎝
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
か
け
る
。
巣
箱

の
な
か
を
見
よ
う
と
す
る
と
背
伸
び
し
て
よ
う
や
く

の
ぞ
け
る
く
ら
い
の
高
さ
だ
。
巣
箱
を
か
け
る
と
き

に
は
シ
ュ
ロ
縄
（
※
）
を
使
う
。
こ
れ
は
巣
箱
が
落

ち
た
と
き
な
ど
に
、
山
に
人
工
物
が
少
し
で
も
残
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
。
ヤ
マ
ネ
の
生
態
か
ら
、

枝
を
つ
た
っ
て
行
動
し
や
す
い
よ
う
に
、
お
も
に
木

が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
苔
が
多

く
生
え
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
か
け
た
。

　

か
け
た
巣
箱
の
大
き
さ
は
高
さ
１
５
０
㎜
幅

１
０
５
㎜
奥
行
き
90
㎜
の
大
き
さ
の
も
の
。
入
り
口

は
直
径
30
㎜
だ
（
上
図
）。
こ
の
入
り
口
を
幹
の
ほ

う
に
向
け
て
か
け
る
。
円
形
の
入
り
口
の
上
下
に
は

2
枚
の
木
の
板
が
あ
る
の
で
、
木
に
つ
け
た
と
き
に

木
と
巣
箱
の
あ
い
だ
に
小
さ
な
隙
間
が
で
き
る
。
こ

れ
は
基
本
的
に
樹
上
で
生
活
す
る
ヤ
マ
ネ
が
そ
の
隙

間
を
つ
た
っ
て
入
り
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
。
ま

た
入
り
口
が
外
を
向
い
て
い
る
と
、
鳥
が
巣
箱
を
利

用
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
だ
。

こ
の
巣
箱
は
ヤ
マ
ネ
が
冬
眠
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
8
〜
10
月
に
一
時
的
に
利
用
さ
れ
る

よ
う
だ
。
巣
箱
の
総
数
40
個
を
う
ら
山
の
3
つ
の
地

点
に
か
け
た
。

ヤ
マ
ネ
の
痕
跡　

　

9
月
の
終
わ
り
か
ら
10
月
の
終
わ
り
に
か
け
て
、

設
置
し
た
巣
箱
の
確
認
を
お
こ
な
っ
た
。
40
個
の
う

ち
ヤ
マ
ネ
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た

巣
箱
は
3
個
。
1
つ
目
は
大
量
の
苔
が
巣
箱
の
な
か

に
あ
っ
た
。
場
所
は
広
葉
樹
の
生
え
て
い
る
平
地
。

使
っ
て
い
る
苔
は
1
種
類
の
よ
う
に
見
え
る
。
巣
箱

を
か
け
た
木
は
ケ
ヤ
キ
で
太
さ
は
直
径
36
㎝
の
も

の
。
2
つ
目
は
底
に
苔
が
薄
く
敷
い
て
あ
っ
た
。
場

所
は
沢
沿
い
の
斜
面
で
、
ま
わ
り
に
は
苔
の
生
え
て

い
る
岩
も
多
い
。
か
け
て
い
た
木
は
ク
ワ
で
太
さ
が

17
㎝
。
3
つ
目
に
は
細
く
裂
い
た
ス
ギ
の
樹
皮
の
よ

う
な
も
の
が
入
っ
て
い
た
。
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
の
樹
皮

は
似
て
い
て
一
見
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ヒ

ノ
キ
の
樹
皮
は
裂
こ
う
と
し
て
も
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
崩
れ

て
し
ま
う
こ
と
と
、
ま
わ
り
に
は
ス
ギ
が
多
い
こ
と

か
ら
ス
ギ
の
樹
皮
だ
と
思
わ
れ
る
。
か
け
て
い
た
木

は
ホ
オ
ノ
キ
で
太
さ
は
38
㎝
の
も
の
だ
っ
た
。

　
ヤ
マ
ネ
が
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
巣
箱
に
は
、
か

け
た
木
や
場
所
な
ど
共
通
点
は
な
か
っ
た
が
、
確
か

に
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
。

巣
箱
と
生
き
も
の

　
か
け
て
い
た
巣
箱
は
ほ
か
の
生
き
も
の
た
ち
も
利

用
し
て
い
た
。
多
く
の
巣
箱
に
い
た
の
は
、
マ
ダ
ラ

カ
マ
ド
ウ
マ
や
コ
ア
シ
ダ
カ
グ
モ
。
マ
ダ
ラ
カ
マ
ド

ウ
マ
は
1
つ
の
巣
箱
に
数
匹
入
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
苔
が
薄
く
入
っ
て
い
た
巣
箱
に
は
ヤ
ケ
ヤ
ス
デ

も
一
緒
に
入
っ
て
い
た
。
40
個
中
2
個
は
ア
マ
ガ
エ

ル
が
入
っ
て
い
た
。
生
き
も
の
を
直
接
見
た
の
は
こ

30mm 150mm

105mm

90mm

70mm

ふたは釘などで完全に開けられないように固定する

のではなく、ゴム板で 1 ヵ所だけを固定している。

これは簡単にふたを開けてなかを確認できるように

するためで、観察をしやすくする工夫だ。

巣箱ヤマネ

ヤマネは日本固有種。全長は 10 〜 14㎝ほど。重さ

は約 18 ｇ。背中に黒いすじ模様がある。夜行性・

樹上性で森林に住み、苔を集めて巣とする。植物

や昆虫、小鳥の卵などを食べる。冬には冬眠する。

2004 年都留市鹿留にて撮影（写真提供＝北垣憲仁）

（※）シュロの木の毛をよってひもにしたもの
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れ
く
ら
い
だ
が
、
痕
跡
は
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ

る
。
持
ち
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
落
ち
葉
や
、
ア
ブ

ラ
チ
ャ
ン
の
実
や
ク
リ
の
実
が
入
っ
て
い
る
巣
箱
も

あ
っ
た
。
西
さ
ん
に
確
認
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
ヒ
メ

ネ
ズ
ミ
に
よ
る
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
た
。
9
月
の
終

わ
り
に
調
査
し
た
と
き
に
は
1
個
だ
け
だ
っ
た
ア
ブ

ラ
チ
ャ
ン
の
実
が
、
10
月
の
終
わ
り
に
は
50
個
に

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
巣
箱
が
定
期
的
に
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　　
巣
箱
は
ヤ
マ
ネ
以
外
の
た
く
さ
ん
の
生
き
も
の
に

も
使
わ
れ
て
い
た
。
ほ
か
の
生
き
も
の
の
す
み
か
と

し
て
も
役
に
立
っ
て
い
た
の
だ
。確
認
し
て
い
る
と
、

ヤ
マ
ネ
な
ど
の
ふ
だ
ん
は
姿
を
見
る
こ
と
が
難
し
い

生
き
も
の
た
ち
も
、
そ
の
痕
跡
か
ら
確
か
に
そ
こ
に

い
る
と
わ
か
る
。
巣
箱
を
置
く
こ
と
で
そ
こ
は
身
近

な
観
察
場
所
に
な
る
。
巣
箱
は
生
き
も
の
と
の
距
離

を
縮
め
て
く
れ
る
の
だ
。

苔（①、②）やスギの樹皮（③）で巣がつくられていた。スギの巣材はヤマネよりも大きいように見える。小さな体

でこれだけの巣材を運ぶのに何度巣箱を往復したのだろうか

ヤマネの痕跡

① ② ③

④コアシダカグモ。クモの巣を張らずに昆虫などを捕まえて食べる ⑤マダラカマドウマ。樹洞や樹皮の裏側、洞窟内

などに生息する ⑥ニホンアマガエル。周囲の色にあわせ体色を変化させることができる

巣箱にいた生きもの

④ ⑤ ⑥

⑦ほとんどがケヤキの葉のようだった ⑧アブラチャンの実。この実を食べる

というデータはないので、なんのために持ち込んだのかは不明だ

ヒメネズミと思われる痕跡

⑦ ⑧

巣箱に残る

生きもの

痕跡と

小
俣
渓
和(

社
会
学
科
2
年)

＝
文
・
写
真

高
橋
未
瑠
来(

社
会
学
科
2
年)

＝
写
真

【
参
考
文
献
】

西
村
豊
『
ヤ
マ
ネ
の
く
ら
し
』
あ
か
ね
書
房
　
１
９
９
９
年

岩
本
敏
『
週
刊
日
本
の
天
然
記
念
物
動
物
編
第
11
回
配
本
』

小
学
館
　
２
０
０
２
年

谷村にある西
さいりょう

凉寺には「ケヤキ」に関する民話がある。

文献を調べてみると、本によって話の内容が違ってい

る。そのケヤキは本当に存在していたのか、なぜ本に

よって内容が違うのだろう。ケヤキについてもっと詳

しく知るために、西凉寺にゆかりがあるお二人に話を

うかがった。 今村遥香 ( 社会学科 2 年 ) ＝文・写真

【
参
考
文
献
】

泣
き
ケ
ヤ
キ
の
話
は
大
き
く
ふ
た
つ
に

分
け
ら
れ
る
。

【
泣
き
ケ
ヤ
キ
の
あ
ら
ま
し
】

内
藤
恭
義
『
都
留
の
民
話
』
な
ま
よ
み
出
版 

　
ひ
と
つ
は
、
西
凉
寺
に
儀ぎ

し

ゅ

う

い

な

り

秀
稲
荷
を

ま
つ
る
と
き
、
ケ
ヤ
キ
が
邪
魔
に
な
る

の
で
伐
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
キ
ツ
ネ

か
ら
「
ケ
ヤ
キ
を
伐
ら
な
い
で
」
と
お

願
い
さ
れ
、
伐
採
を
取
り
や
め
る
と
、

ケ
ヤ
キ
が
嬉
し
涙
を
流
す
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
話
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
お
姑
さ
ん
に
い
じ

め
ら
れ
て
い
た
お
嫁
さ
ん
が
あ
ま
り

の
つ
ら
さ
に
ケ
ヤ
キ
で
首
を
つ
り
、
そ

れ
か
ら
ケ
ヤ
キ
が
毎
晩
、
と
き
に
は
昼

に
も
涙
を
流
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
話
だ
。

内
藤
恭
義
『
都
留
市
の
伝
説
』
１
９
６
８
年

１
９
９
９
年
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11
月
2
日
、
泣
き
ケ
ヤ
キ
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
西
凉
寺
を
訪
ね
た
。
西
凉
寺
は
本
学
か
ら
富
士

み
ち
を
都
留
市
駅
の
ほ
う
へ
曲
が
り
、
角
あ
た
り
に

あ
る
お
寺
だ
。
右
か
ら
東と

う
ぜ
ん漸

寺
、
専せ

ん
ね
ん念

寺
、
西
凉
寺

と
立
派
な
門
構
え
の
お
寺
が
立
ち
並
ん
で
い
て
、
ど

れ
が
西
凉
寺
な
の
か
分
か
ら
ず
、
少
し
迷
子
に
な
り

な
が
ら
も
た
ど
り
着
い
た
。　

ケ
ヤ
キ
は
あ
っ
た

　
今
回
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
前
住

職
の
奥
様
で
あ
る
奈な

ら良
幸さ

ち
こ子

さ
ん(
78)
。
お
庭
が

一
望
で
き
る
畳
ろ
う
か
に
通
し
て
い
た
だ
き
、
そ
こ

で
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
奈
良
さ
ん
は
席
に
着
く
や

い
な
や
再
び
立
ち
上
が
っ
て
、
本
棚
か
ら
泣
き
ケ
ヤ

キ
の
話
が
書
い
て
あ
る
3
冊
の
本
を
手
に
取
っ
て
渡

し
て
く
だ
さ
っ
た
。す
で
に
本
学
附
属
図
書
館
で『
都

留
の
民
話
』
と
『
都
留
市
の
伝
説
』
と
い
う
本
に
収

録
さ
れ
た
話
を
読
ん
で
い
た
が
、
2
冊
と
も
内
容
が

違
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
奈
良
さ
ん
が
見
せ
て
く
れ

た
3
冊
の
本
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
も
、
そ
れ
ぞ
れ

少
し
ず
つ
結
末
が
違
う
。

　

奈
良
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
３
０
０
年
も

前
の
こ
と
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
み
な
さ
ん
が
お
話

を
く
っ
つ
け
た
よ
う
な
感
じ
で
は
」
と
の
こ
と
。
私

は
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
ど
の
泣
き
ケ
ヤ
キ
の
話
も

た
だ
の
つ
く
り
話
だ
っ
た
の
か
と
が
っ
か
り
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
24
年
に
谷
村
で
大
火
事
が
起
こ
る
前

ま
で
は
、
西
凉
寺
の
裏
山
に
ケ
ヤ
キ
が
植
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
事
実
ら
し
い
。
西
凉
寺
の
裏
山
は
昔
、

燃
料
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
木
々
が
植
え
ら
れ
て

い
て
、
台
風
や
雨
が
続
く
と
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
土
砂

崩
れ
が
起
き
て
い
た
。
そ
こ
で
燃
料
用
の
木
々
の
あ

い
だ
に
砂
防
用
と
し
て
、
根
を
し
っ
か
り
張
る
ケ
ヤ

キ
を
3
段
に
植
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
ケ
ヤ
キ
が

谷
村
の
大
火
で
燃
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

な
に
か
の
都
合
で
伐
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
は
、
奈

良
さ
ん
も
ご
存
じ
で
は
な
い
そ
う
。

　
泣
き
ケ
ヤ
キ
の
話
は
、
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で

す
べ
て
つ
く
り
話
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く

と
も
ケ
ヤ
キ
が
あ
っ
た
の
は
事
実
の
よ
う
だ
。

涙
の
正
体
は

　
「
私
は
ね
、
ケ
ヤ
キ
に
虫
が
つ
い
て
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
。
そ
の
虫
か
ら
ち
び
ち
び
と
、
な
に

か
落
ち
て
き
て
。
そ
れ
が
不
思
議
な
現
象
だ
っ
た
か

ら
、
今
で
も
話
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
」
と
奈
良
さ

ん
は
興
味
深
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

ケ
ヤ
キ
の
涙
の
正
体
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

奈
良
さ
ん
の
推
理
が「
虫
の
排
泄
物
」だ
と
聞
い
て
、

私
は
涙
の
正
体
は
「
樹
液
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。
ケ
ヤ
キ
は
樹
木
の
な
か
に
寄
生
虫
が
入

る
と
、
身
を
守
る
た
め
に
ア
メ
色
の
樹
液
を
出
す
。

樹
液
は
人
間
で
い
う
「
か
さ
ぶ
た
」
の
よ
う
な
役
割

を
す
る
そ
う
だ
。
樹
皮
に
固
ま
っ
た
樹
液
が
涙
の
よ

う
に
見
え
、人
々
が
「
ケ
ヤ
キ
が
涙
を
流
し
て
い
る
」

と
言
い
出
し
た
と
い
う
説
も
十
分
あ
り
え
る
。

ケ
ヤ
キ
が
泣
く
の
は

　
泣
き
ケ
ヤ
キ
の
話
か
ら
は
い
ろ
ん
な
想
像
が
広
が

る
。
さ
ら
に
調
べ
続
け
た
ら
話
の
全
容
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
抱
い
て
、
今
度

は
西
凉
寺
の
近
く
で
生
ま
れ
育
ち
、
現
在
は
富
士
吉

田
市
下
吉
田
で
暮
ら
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
堀ほ

り
う
ち内
明あ

き
こ子

さ
ん(

87)

の
も
と
を
訪
れ
た
。

「
雨
が
降
っ
て
も
お
天
気
で
も
、
い
つ
で
も
し
ず

く
が
た
れ
て
る
ん
で
す
っ
て
」
と
泣
き
ケ
ヤ
キ
の
こ

と
を
説
明
す
る
堀
内
さ
ん
。

堀
内
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
西
凉
寺
の
裏
山

で
よ
く
遊
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
の
山
の
な
か
に
は

ケ
ヤ
キ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
涙
を
流
し

て
い
る
よ
う
な
場
面
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
。
谷
村
の
大
火
で
西
凉
寺
の
裏
山
は

燃
え
、
ケ
ヤ
キ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
燃

え
た
跡
に
、
新
し
く
2
本
の
ケ
ヤ
キ
が
植
え
ら
れ
た

記
憶
が
あ
る
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
が
燃
え

て
し
ま
っ
た
泣
き
ケ
ヤ
キ
を
供
養
す
る
た
め
な
の

か
、
そ
れ
と
も
ほ
か
に
理
由
が
あ
っ
て
植
え
ら
れ
た

の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

ま
た
、
堀
内
さ
ん
は
子
ど
も
の
と
き
に
ま
わ
り

の
大
人
か
ら
、
ケ
ヤ
キ
が
泣
い
て
い
る
の
は
「
人
が

処
刑
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
よ
」
と
教
え
ら
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
西
凉
寺
の
近
く
に

あ
る
「
田
町
公
園
」
は
、
江
戸
時
代
に
処
刑
場
だ
っ

た
と
い
う
話
が
あ
る
。
そ
の
話
に
関
連
し
て
、
ケ
ヤ

キ
が
泣
く
の
は
人
が
処
刑
さ
れ
た
の
を
悲
し
ん
で
い

る
か
ら
と
い
う
話
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

今
回
、
お
二
人
に
話
を
聞
い
て
、
泣
き
ケ
ヤ
キ

が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
西
凉
寺
の
裏
山
に
ケ
ヤ
キ
が
あ
っ
た
の
は
事
実

だ
。
そ
の
ケ
ヤ
キ
に
あ
れ
こ
れ
と
話
が
付
け
加
え
ら

れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
泣
き
ケ
ヤ
キ
の
話
が
生
ま
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

民
話
は
ど
こ
ま
で
が
本
当
で
、
ど
こ
か
ら
が
嘘

な
の
か
分
か
ら
な
い
話
が
多
い
。
そ
れ
は
全
部
が
実

話
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
た
だ
の
つ
く
り
話
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
話
の
真
偽
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が

多
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
が
広
が
る

の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
民
話
か
ら
自
分
で
推
理
を

し
た
り
、
話
を
つ
く
っ
て
み
た
り
す
る
の
が
お
も
し

ろ
さ
の
ひ
と
つ
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

西凉寺の儀秀稲荷大社から見た、泣きケヤキがあった

と思われる場所。現在は 1 本のサクラが植えてある

奈良さんは歴史にお詳しい。泣きケヤキのことだけ

でなく、都留の歴史についても詳しく教えてくだ

さった

はきはきと喋る堀内さん ( 右 )。棚から泣きケヤキ

に関する本を数冊持ってきて見せてくださった

( 写真提供＝杉本仁氏 )
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都留に
伝わる 唄  

民
謡
の
演
奏

　

10
月
21
日
、
三
味
線
を
演
奏
す
る
団
体
で
あ
る

「
鶯お

う
ね音
の
会
」
の
練
習
が
都
留
市
中
央
の
男
女
共
同

参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
（
ぴ
ゅ
あ
富
士
）
で
、
開
か
れ

た
。
そ
こ
で
、
見
学
を
兼
ね
て
お
話
を
う
か
が
う
こ

と
に
し
た
。

　
鶯
音
の
会
は
、
都
留
市
の
伝
統
的
な
祭
り
で
あ
る

八は
っ
さ
く朔
祭
り
の
屋
台
で
お
囃は
や
し子
を
す
る
た
め
に
結
成

さ
れ
た
。「
八
朔
の
舞
台
に
上
が
る
ん
だ
し
、
せ
っ

か
く
だ
か
ら
都
留
の
唄
を
や
ろ
う
」
と
郷
土
民
謡
を

掘
り
起
こ
し
、
演
奏
し
て
い
る
。
三
味
線
の
経
験
者

で
あ
る
木
﨑
昌ま

さ
こ子

さ
ん
は
、
鶯
音
の
会
の
メ
ン
バ
ー

か
ら
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
三
味
線
の
指
導

を
し
つ
つ
唄
っ
て
い
る
。

　
会
の
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
味
線
を

取
り
出
し
な
が
ら
会
話
を
弾
ま
せ
て
い
る
。
和
や
か

な
雰
囲
気
な
が
ら
も
、
少
し
引
き
締
ま
っ
た
顔
つ
き

に
な
っ
た
の
を
見
る
と
、
い
よ
い
よ
始
ま
る
な
と
胸

が
高
鳴
っ
た
。
正
確
な
音
を
奏
で
る
た
め
に
、
近
く

に
い
る
メ
ン
バ
ー
同
士
で
三
味
線
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
中
学
校
や
高
校
の
吹
奏
楽
部
の

チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
よ
く
目
に
し
て
い
た
が
、
弦
楽
器

で
の
そ
の
場
面
は
初
め
て
で
、
つ
い
食
い
入
る
よ
う

に
見
て
い
た
。
互
い
に
音
の
高
さ
を
微
調
整
す
る
よ

う
す
か
ら
、
全
員
で
ひ
と
つ
の
音
楽
を
つ
く
る
意
気

込
み
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
「
よ
ー
い
」
と
い
う
木
﨑
さ
ん
の
声
で
、
始
め
に

演
奏
さ
れ
た
の
は
三さ

ん
ば
そ
う

番
叟
と
い
う
三
味
線
演
奏
用
の

楽
曲
。
つ
づ
い
て
披
露
し
て
く
れ
た
の
は
、
都
留
市

の
郷
土
民
謡
「
都
留
の
機は

た
お織
り
唄
」。
イ
ベ
ン
ト
な

ど
で
は
５
番
ま
で
し
か
演
奏
し
な
い
そ
う
だ
が
、
今

回
は
特
別
に
最
後
の
７
番
ま
で
披
露
し
て
く
れ
た
。

　
機
織
り
唄
は
仕
事
唄
の
た
め
、
機
織
り
が
機
械
化

さ
れ
る
に
つ
れ
衰
退
し
た
。
木
﨑
さ
ん
や
ほ
か
の
会

の
か
た
が
た
は
、
こ
の
唄
を
じ
っ
さ
い
に
聴
い
た
こ

と
は
な
い
ら
し
い
。「
本
当
は
ど
ん
な
速
さ
か
も
わ

か
ん
な
い
。
ど
ん
な
リ
ズ
ム
で
機
織
り
し
て
た
の
か

な
ー
」
と
木
﨑
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
の
唄
が

ど
の
よ
う
に
唄
わ
れ
て
い
た
の
か
、
知
っ
て
い
る
人

は
い
る
か
尋
ね
て
み
る
と
、
過
去
の
演
奏
会
で
唄
を

口
ず
さ
ん
で
い
た
お
年
寄
り
が
い
た
と
い
う
。
そ
の

か
た
は
お
そ
ら
く
機
織
り
を
し
て
い
た
家
で
育
っ
た

か
、
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
が
唄
っ
て
い
た
の
を
耳
に
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
木
﨑
さ
ん
の
お
知
り
合

い
が
出
会
っ
た
お
年
寄
り
も
唄
を
知
っ
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
お
年
寄
り
が
唄
っ
て
く
れ
た
唄
の
節
は
木

﨑
さ
ん
が
唄
う
節
と
は
少
し
違
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ

で
い
う
節
と
は
、
音
の
高
低
や
強
弱
が
変
化
す
る
境

目
の
こ
と
。
草
津
温
泉
湯
も
み
唄
に
近
い
節
で
あ
っ

た
と
い
う
。
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
唄
の
歌
詞
や
節

は
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
木
﨑
さ
ん
は
こ
の
唄
の
ほ
か
に
新
民
謡
を

紹
介
し
て
く
れ
た
。
新
民
謡
は
大
正
末
期
か
ら
昭
和

期
に
か
け
て
、
全
国
で
つ
く
ら
れ
る
ブ
ー
ム
が
あ
っ

た
そ
う
。
都
留
市
で
は
１
９
５
４
年
以
降
に
「
谷
村

小
唄
」、「
八
端
小
唄
」、「
都
留
音
頭
」
な
ど
が
で
き

た
。「
郡
内
小
唄
」
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
だ
。
こ

れ
は
童
謡
詩
人
で
あ
り
、
日
本
各
地
を
旅
行
し
な
が

ら
そ
の
地
で
民
謡
を
創
作
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
な

野
口
雨う

じ
ょ
う
情
さ
ん
が
つ
く
っ
た
唄
だ
。
一
説
で
は
、
お

忍
び
で
富
士
吉
田
市
を
訪
れ
た
さ
い
に
芸
者
さ
ん
と

即
興
で
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
富
士

吉
田
市
で
つ
く
ら
れ
た
が
、
歌
詞
に
桂
川
と
あ
る
よ

う
に
都
留
市
の
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
地
域
を
紹

介
、
宣
伝
す
る
こ
と
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
た
た
め
、

新
民
謡
に
は
お
国
自
慢
や
景
観
の
よ
う
す
、
特
産
物

が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
ト
ノ
ホ
イ
」
な

ど
と
い
う
お
囃
子
音
頭
も
織
り
込
ま
れ
、
耳
に
残
り

や
す
く
お
祭
り
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
よ
う
な
歌

詞
に
な
っ
て
い
る
。

機
織
り
唄
と
は

　
鶯
音
の
会
を
見
学
し
た
後
、
も
う
少
し
機
織
り
唄

の
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
い
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留

へ
と
足
を
運
ん
だ
。学
芸
員
の
か
た
に
う
か
が
う
と
、

機
織
り
唄
が
じ
っ
さ
い
に
唄
わ
れ
て
い
た
の
は
明
治

か
ら
昭
和
に
か
け
て
で
、
昭
和
の
初
期
に
と
て
も
盛

ん
だ
っ
た
そ
う
。
地
域
の
な
か
で
必
ず
し
も
す
べ
て

の
人
が
唄
っ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
記
録
と
し

て
残
っ
て
い
る
の
は
都
留
市
大お

お
は
た
幡
の
機は
た
神
社
に
唄
が

捧
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
く
ら
い
。
歌
詞
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
機
織
り
を
し
て
い
た
女
性
た
ち
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
ほ
か
に
は
地
域
ご
と
に
得

意
と
し
て
い
た
織
物
や
織
り
か
た
の
名
称
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
１
８
０
２
年

ご
ろ
に
谷
村
を
訪
れ
た
、
都ど

ど
い
つ
さ
い
せ
ん
か
ぼ
う

々
逸
斎
仙
歌
坊
と
い
う

芸
人
が
座
興
で
歌
っ
た
「
郡
内
織
物
づ
く
し
の
歌
」

と
い
う
歌
が
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
機
織
り
唄
の
も
と

に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
今
回
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
都
留
に
ま
つ
わ
る
唄

に
つ
い
て
き
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
じ
っ
さ
い
に
機

織
り
唄
を
唄
っ
て
い
た
か
た
に
は
出
会
え
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
機
織
り
唄
が
今
の
都
留
に
住
む
人
々

に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
。
間
の
取
り
か
た
や
雰
囲
気
な
ど
、
生
で
聴

か
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
半
世

紀
前
に
栄
え
て
い
た
唄
が
ま
た
掘
り
起
こ
さ
れ
、
唄

い
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
強

い
民
謡
な
ら
で
は
の
こ
と
だ
と
思
う
。
人
々
が
口
ず

さ
む
こ
と
で
伝
わ
っ
て
い
く
唄
。
そ
の
た
め
、
集
め

ら
れ
る
情
報
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
唄
わ
れ
て

い
た
よ
う
す
が
簡
単
に
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
唄

に
直
接
関
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
た
ち
の
、
で
き

る
だ
け
当
時
に
近
づ
こ
う
と
す
る
努
力
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
。

山
内
利
奈(

社
会
学
科
１
年)

＝
文
・
写
真 歌い手が歌詞を確認しているところ

特
定
の
地
域
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
唄
、
民
謡
。
都

留
で
は
か
つ
て
ど
ん
な
唄
が
流
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
後
世
に
伝
え
ら
れ

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

唄
は
歌
い
た
し
　
唄
の
数
は
知
ら
ず

唄
の
お
師
匠
が
　
あ
れ
ば
よ
い

ち
ょ
い
と
拝
見
　
主
さ
ん
の
お
宅

い
つ
か
わ
が
家
に
　
な
る
の
だ
ろ
う

紬
勝
山
　
す
か
織
小こ

ぬ

ま沼

大
幡
大
吉
　
万ま
ん
ご
う
し

格
子

真ま

ぎ木
の
霜
降
り
　
田
野
倉
萌も

え

ぎ黄

谷
村
繻し
ゅ
す
お
り

子
織
　
博
多
織

紬つ
む
ぎ
か
つ
や
ま

勝
山
　
あ
か
げ
に
染
め
て

春
に
ゃ
祝
い
の
　
も
ち
を
つ
く

唄
は
よ
い
け
ど
　
お
話
ゃ
お
よ
し

話
ゃ
仕
事
の
　
邪
魔
に
な
る

拝
み
あ
げ
ま
す
　
機
神
様
に

三
日
に
一い
っ
ぴ
き疋

　
織
れ
る
様
に

織
れ
る
様
に

[

都
留
の
機
織
り
唄]

[

郡
内
小
唄]

背せ

ど戸
の
松
山
　
ば
ら
ば
ら
時
雨

し
ん
と
寒
さ
が
　
身
に
し
み
る
　
ト
ノ
ホ
イ

様
を
思
う
て
　
織
る
絵
甲か

い

き

斐
絹
の

紅
い
心
に
　
夜
の
吹
け
る
　
ト
ノ
ホ
イ
ホ
イ
ホ
イ

秋
の
山
水
　
澄
む
桂
川

架
け
た
猿
橋
　
思
案
橋
　
ト
ノ
ホ
イ

ち
ら
り
ち
ら
り
と
　
深
み
の
淵
に

落
ち
て
行
く
ぞ
い
　
木
々
の
葉
が
　
ト
ノ
ホ
イ
ホ
イ
ホ
イ

今
宵
火
祭
り
　
お
山
の
祭
り

燃
ゆ
る
な
さ
け
の
　
赤
い
火
よ
　
ト
ノ
ホ
イ

吉よ
し
だ
か
み
じ
ゅ
く

田
上
宿
　
浅
間
さ
ま
の

鳥
居
く
ぐ
っ
て
　
行
こ
う
も
の
　
ト
ノ
ホ
イ
ホ
イ
ホ
イ

本も

と

す栖
　
河
口
　
山
中
　
精し
ょ
う
じ進

樹
海
く
ぐ
れ
ば
　
西
の
海
　
ト
ノ
ホ
イ

心
々
に
　
浮
く
水
鳥
の

波
に
ゆ
ら
れ
て
　
日
を
暮
ら
す
　
ト
ノ
ホ
イ
ホ
イ
ホ
イ
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教
え
て
く
だ
さ

い
！

遊

び
の

い
思

出

第
二
回

の
記
憶

道
ば
た

今
か
ら
80
年
ほ
ど
前
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
で
遊
び

道
具
を
つ
く
っ
て
、
遊
び
ま
わ
っ
て
い
た
。
前
号
で

は
夏
の
川
遊
び
に
焦
点
を
当
て
て
、
お
話
を
う
か

が
っ
た
。
当
時
男
の
子
は
外
で
、
女
の
子
は
家
の
な

か
で
遊
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
。
そ
こ
で
、
今
回

は
外
遊
び
編
。
当
時
の
男
の
子
た
ち
に
、
遊
び
の
武

勇
伝
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

安
富
さ
ん
の
思
い
出

　

10
月
24
日
土
曜
日
。
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
あ
る

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
に
15
分
ほ
ど
早
く
着
い
た
。
あ

い
さ
つ
を
し
よ
う
と
事
務
室
に
入
る
と
、
そ
こ
に
は

す
で
に
前
回
も
お
話
を
聞
い
た
、
安や

す
と
み富

一か
ず
お夫

さ
ん

（
88
）
の
姿
が
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
を
ち
ら
っ
と
上
目

遣
い
で
見
て
、「
待
っ
て
ま
し
た
よ
」
と
一
言
。

　
少
し
世
間
話
を
し
て
か
ら
、
さ
て
、
本
題
に
入
り

ま
し
ょ
う
か
、
と
安
富
さ
ん
が
顔
を
上
げ
た
。
自
分

の
背
筋
が
す
っ
と
伸
び
る
。

　

安
富
さ
ん
は
小
学
校
5
年
生
ま
で
都
留
市
本
町

に
暮
ら
し
て
い
た
。
外
遊
び
の
場
所
は
だ
い
た
い

学
校
の
校
庭
か
、
お
宮
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
。
お

宮
さ
ん
と
は
、
神
社
の
こ
と
だ
。
あ
る
と
き
神
社

の
鈴
を
鳴
ら
す
た
め
の
縄
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
ぐ
る

ぐ
る
ま
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

ら
、
鈴
を
繋
ぐ
縄
が
ぷ
つ
り
と
切
れ
て
腰
を
地
面

に
い
や
と
言
う
ほ
ど
打
っ
た
そ
う
だ
。
安
富
さ
ん

は
、
顔
を
歪
め
て
痛
か
っ
た
よ
ー
と
、
で
も
こ
ん

な
こ
と
も
し
て
た
ん
だ
ぞ
と
少
し
自
慢
げ
に
、
口

調
を
早
め
て
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

神
社
に
あ
る
舞
な
ど
を
や
る
舞
台
は
か
っ
こ
う

の
遊
び
場
だ
っ
た
そ
う
。
そ
こ
で
や
っ
て
い
た
の

が
、「
な
が
う
ま
」
と
い
う
遊
び
。
中
腰
に
な
っ
て

前
の
子
の
腰
を
抱
え
て
繋
が
り
、
馬
に
な
る
組
と
、

上
に
飛
び
乗
っ
て
馬
を
崩
す
組
の
二
組
に
分
か
れ

て
遊
ぶ
。
い
ま
い
ち
馬
が
分
か
ら
な
い
私
に
、「
こ

う
こ
う
」、
と
足
を
肩
幅
に
開
き
腰
を
曲
げ
て
深
い

お
辞
儀
を
し
て
い
る
よ
う
な
馬
の
か
っ
こ
う
を
教

え
て
く
れ
た
。

　
夏
が
川
遊
び
な
ら
「
な
が
う
ま
」
な
ど
は
も
っ
ぱ

ら
冬
に
や
る
遊
び
。「
体
あ
っ
た
か
く
し
べ
え
な
あ（
し

よ
う
な
あ
）」。
そ
う
言
い
合
っ
て
遊
ん
だ
そ
う
だ
。

メ
ン
コ
の
呼
び
名
は
地
域
で
変
わ
る

　

ほ
か
に
ど
ん
な
遊
び
を
し
て
い
た
の
か
聞
く
と
、

ま
ず
出
て
き
た
の
が
メ
ン
コ
。
メ
ン
コ
は
駄
菓
子
屋

さ
ん
で
買
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
お
も
し
ろ
か
っ
た
の

が
そ
の
呼
び
か
た
。
都
留
市
本
町
周
辺
で
は
「
え
っ

か
」、
こ
れ
は
、
字
で
書
く
と
「
絵
っ
カ
」。
絵4

が
描

い
て
あ
る
カ4

ー
ド
と
い
う
意
味
だ
。
そ
し
て
安
富
さ

ん
が
小
学
校
5
年
生
以
降
を
過
ご
し
た
、
旧
三み

よ
し吉
村

大きく身ぶりもつけて遊びかたを教えてくださる安

富一夫さん

遊びの説明があるページを指差して教えてくださる

尾県郷土資料館に並べてあったメンコ

「ながうま」の遊びかた

で
は
「
ぺ
た
ん
こ
」、東
桂
で
は
、「
お
こ
し
」
な
ど
、

同
じ
遊
び
で
も
名
前
が
ち
が
う
の
だ
。
ど
の
名
前
も

メ
ン
コ
の
遊
び
か
た
を
連
想
さ
せ
る
名
前
ば
か
り
。

当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
セ
ン
ス
が
と
て

も
す
て
き
だ
と
思
っ
た
。
ま
た
、
メ
ン
コ
の
な
か
で

も
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
も
の
は
「
ち
ょ
ん
び
っ
カ
」
と

い
う
の
だ
そ
う
。
ち
ょ
ん
び
、
は
小
さ
い
と
い
う
意

味
、
カ
は
カ
ー
ド
の
カ
、
だ
。
こ
れ
の
遊
び
か
た
は

ふ
つ
う
の
メ
ン
コ
と
は
ち
が
う
。
親
指
と
人
差
し
指

で
は
さ
ん
で
、
ぎ
ゅ
っ
と
つ
ま
ん
で
飛
ば
し
、
飛
ぶ

距
離
を
競
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
メ
ン
コ
の
遊
び
か

た
が
あ
っ
た
な
ん
て
知
り
も
し
な
か
っ
た
。

小
形
山
で
は
　

　
当
時
の
男
の
子
た
ち
の
外
遊
び
は
、
ど
れ
も
想
像

力
に
溢
れ
、
ど
こ
か
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
。
そ
し
て
、

聞
い
て
い
る
だ
け
で
こ
ち
ら
が
ど
き
ど
き
わ
く
わ
く

し
て
し
ま
う
よ
う
な
遊
び
ば
か
り
。
も
っ
と
ち
が
う

地
域
、
ち
が
う
人
に
も
話
を
聞
き
た
く
な
っ
て
、
私

は
小
形
山
を
訪
れ
た
。

　

11
月
8
日
に
尾
県
郷
土
資
料
館
の
館
長
、
山や

ま
も
と本

恒つ
ね
お男
さ
ん
（
79
）
と
、
そ
の
お
知
り
合
い
の
鈴す

ず
き木

盛も
り
よ
し義
さ
ん
（
88
）
に
お
話
を
聞
く
。

　
鈴
木
さ
ん
は
最
初
、
私
と
館
長
さ
ん
の
話
を
頷
き

馬を倒す組の子は、中腰になった馬の背中

に手をついて跳び箱のように飛び乗る

一番前の子は電柱や壁に手をつ
けて中腰になる

馬が倒れるか、上に飛び乗るほうが馬

に振り落とされたら勝負が決まる

一番前の子に連なるようにして並び、前の子の腰を抱

えて馬をつくる
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長
尾
泉(

初
等
教
育
学
科
２
年)

＝
文
・
写
真

木でできたそりを裏返すと、半分に割った竹がつ

いている

な
が
ら
聞
い
て
い
る
だ
け
で
、
自
分
か
ら
は
あ
ま
り

口
を
開
か
な
か
っ
た
。
館
長
さ
ん
に
、「
で
、
今
日

の
本
当
は
な
に
聞
き
に
き
た
の
」
と
聞
か
れ
、
遊
び

の
思
い
出
に
つ
い
て
聞
き
た
い
と
答
え
る
と
、
鈴
木

さ
ん
も
あ
ご
に
手
を
添
え
、
目
を
じ
っ
と
細
め
て
当

時
の
暮
ら
し
の
こ
と
を
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
「
な
が
う
ま
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
？ 

」
と
こ
ち
ら

か
ら
質
問
し
て
み
た
。「
飛
び
う
ま
じ
ゃ
な
い
の
？ 

」

と
お
二
人
。
崩
し
は
し
な
い
け
ど
上
に
飛
び
乗
る
の

だ
そ
う
だ
。
あ
れ
、
似
て
る
！ 

　
も
し
か
し
た
ら
、
地
域
に
よ
っ
て
遊
び
も
生
き
も

の
の
進
化
み
た
い
に
細
か
く
派
生
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、
メ
ン
コ
の
呼
び
名
も
地

域
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
い
た
。
１
つ
の
話
題
か
ら
湧

き
出
し
て
く
る
み
た
い
に
話
が
広
が
っ
て
い
く
。

　
「
昔
の
子
た
ち
は
丈
夫
だ
っ
た
よ
。
寒
か
っ
た
け

ど
着
る
も
ん
が
な
い
か
ら
。
あ
お
っ
ぱ
な
垂
ら
し

て
、
服
の
袖
で
ズ
ー
ッ
と
ぬ
ぐ
う
も
ん
だ
か
ら
、
袖

が
て
っ
か
て
か
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
」
と
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
山
本
さ
ん
。
ぬ
ぐ
う
し
ぐ
さ
を
真
似
し

な
が
ら
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
い
つ
も
遊
び
場
所
は
校
庭
か
家
の
庭
。
竹
馬
、
そ

り
、
三
輪
車
も
自
分
た
ち
で
山
な
ど
か
ら
材
料
を
集

め
て
つ
く
っ
て
い
た
。
そ
り
の
滑
る
刃
の
と
こ
ろ
に

竹
を
半
分
に
割
っ
て
つ
け
る
。
炙あ

ぶ

っ
て
先
を
曲
げ
る

の
だ
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
そ
う
だ
。

館
長
さ
ん
も
、「
俺
な
ん
か
下
手
で
、
炙
っ
た
と
こ

ろ
が
ま
ぁ
っ
く
ろ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
」
と
言
っ
て
鈴

木
さ
ん
と
顔
を
見
合
わ
せ
て
笑
っ
た
。
鈴
木
さ
ん
も

大
笑
い
だ
。

遊
び
の
思
い
出
を
聞
く
こ
と

　
今
回
お
話
に
出
て
き
た
メ
ン
コ
の
よ
う
に
、
地
域

に
よ
っ
て
遊
び
は
同
じ
だ
っ
た
り
、
少
し
ち
が
っ
て

い
た
り
し
て
い
た
。
そ
の
ち
が
い
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
遊
ん
で
い
た
人
に
お

話
を
聞
い
た
か
ら
。

　
ど
こ
で
も
遊
び
場
、
な
ん
で
も
遊
び
道
具
。
そ
れ

で
も
そ
こ
に
あ
る
物
を
最
大
限
に
活
か
し
て
、
楽
し

む
こ
と
に
関
し
て
は
、
安
富
さ
ん
や
、
鈴
木
さ
ん
、

山
本
さ
ん
た
ち
の
よ
う
に
昔
の
子
ど
も
た
ち
は
ず
っ

と
達
者
で
豊
か
だ
っ
た
の
か
な
と
思
う
。

　
お
話
し
て
く
れ
た
人
た
ち
は
み
な
、
こ
ん
な
遊
び

が
あ
っ
た
、
と
、
人
ご
と
の
よ
う
に
話
す
の
で
は
な

く
、
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
遊
ん
だ
、
そ
う
し
た
ら
こ

う
だ
っ
た
、
と
自
分
の
思
い
出
の
引
き
出
し
を
開
け

て
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
ん
な
、
自
分
の
武
勇
伝

を
聞
い
て
く
れ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
語
っ
て
く
れ
る

目
が
、
わ
た
し
は
好
き
だ
。

山本恒男さん。ふと顔を下に向けて昔を思い出すよ

うな表情を浮かべていた

佐藤さんが十数年かけて作った菊文様の風呂敷屏風（※）（都留市教育委員会ミュージアム都留所蔵）

都留にいた組子職人

※主にお茶の席などで使われる衝
つ い た

立てのこと

和
風
建
築
の
家
に
あ
る
、
障
子
や
そ
の
上
部

の
欄
間
に
は
、
組
子
と
呼
ば
れ
る
木
工
の
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

そ
の
文
様
は
木
の
部
品
を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に

組
み
付
け
る
こ
と
で
作
ら
れ
て
い
る
。
じ
つ

は
、
組
子
細
工
は
釘
や
接
着
剤
を
使
っ
て
い

な
い
。
部
品
同
士
の
凹
凸
を
は
め
込
ん
だ
り
、

先
端
を
鋭
く
し
た
部
品
同
士
を
合
わ
せ
る
だ

け
で
固
定
し
て
い
る
の
だ
。

都
留
に
は
佐さ

と

う藤
重し

げ

お雄
さ
ん
と
い
う
組
子
の
職

人
が
い
た
。
私
は
佐
藤
さ
ん
を
き
っ
か
け
に

組
子
細
工
の
存
在
を
知
っ
た
。

高
橋
未
瑠
来(

社
会
学
科
2
年)

＝
文
・
写
真
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組
子
の
職
人
は
カ
ン
ナ
や
ノ
ミ
を
使
っ
て
、
は
め

込
む
部
品
ぴ
っ
た
り
の
大
き
さ
に
溝
や
穴
を
作
っ

た
り
、
角
度
を
つ
け
る
た
め
に
部
品
の
端
を
削
っ
た

り
す
る
。
そ
の
作
業
に
は
0.1
ミ
リ
の
誤
差
も
許
さ
れ

な
い
。
肉
眼
で
見
え
な
い
よ
う
な
隙
間
が
、
部
品
を

が
た
つ
か
せ
る
原
因
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
細

か
い
作
業
が
お
も
に
な
る
の
で
、
カ
ン
ナ
だ
け
で
も

何
十
種
類
と
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
。
職
人
の
使
う
道
具
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
だ
。

　

私
た
ち
が
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
障
子
や
欄
間

の
文
様
は
、
そ
う
し
た
職
人
の
繊
細
な
技
術
が
光
っ

て
い
る
。
和
風
建
築
が
当
た
り
前
だ
っ
た
時
代
は
、

そ
う
い
う
工
芸
品
が
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
と
い
う

か
ら
驚
き
だ
。
し
か
し
、
最
近
で
は
洋
風
化
が
進
ん

で
組
子
細
工
の
需
要
は
減
少
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
職
人
の
数
も
激
減
し
て
い
る
と
い
う
。
都
留
市
で

組
子
の
職
人
を
し
て
い
た
佐
藤
さ
ん
は
、
組
子
の
存

在
が
だ
ん
だ
ん
希
少
に
な
っ
て
い
く
時
代
の
な
か

で
組
子
を
作
り
続
け
て
い
た
。

佐
藤
さ
ん
と
い
う
人

　

じ
つ
は
、
佐
藤
さ
ん
は
も
う
亡
く
な
ら
れ
て
い

る
。
ご
本
人
を
訪
ね
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

佐
藤
さ
ん
を
よ
く
知
る
か
た
や
、
遺
さ
れ
た
資
料
か

ら
佐
藤
さ
ん
の
人
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
話

を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
本
誌
で
も
た
び
た

び
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
遠え

ん
ど
う藤

静し
ず
え江

さ
ん(

83)

。

　
遠
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
当
時
佐
藤
さ
ん
は
個
人
で

組
子
細
工
を
売
っ
て
い
た
が
、
他
人
が
見
た
ら
驚
く

よ
う
な
安
い
値
段
で
売
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
佐
藤
さ
ん
は
組
子
の
た
め
に
結
婚
し
て
い

な
か
っ
た
。
一
人
前
に
な
る
前
に
結
婚
し
て
は
職
人

と
し
て
の
技
術
を
究
め
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
た

そ
う
。
だ
か
ら
お
弟
子
さ
ん
が
結
婚
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
き
も
大
反
対
し
て
い
た
と
う
か
が
っ
た
。

　
一
番
驚
い
た
の
は
、
佐
藤
さ
ん
が
20
匹
ほ
ど
の
猫

を
飼
っ
て
い
た
と
い
う
話
だ
。
ほ
と
ん
ど
が
も
と
も

と
は
野
良
猫
だ
っ
た
と
い
う
。
佐
藤
さ
ん
は
猫
に
つ

い
て
「
猫
は
よ
い
も
の
で
す
。
猫
は
戦
争
し
ま
せ
ん

か
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
そ
う
。

　
お
話
を
聞
く
な
か
で
、
佐
藤
さ
ん
は
組
子
に
関
し

て
は
自
分
に
も
他
人
に
も
厳
し
い
人
と
い
う
印
象

だ
っ
た
。
ま
さ
に
「
職
人
」
と
い
う
、
馴
れ
合
い

を
好
ま
な
い
よ
う
な
か
た
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。

そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
、
動
物
に
囲
ま
れ
て

過
ご
し
て
い
る
場
面
を
想
像
し
て
意
外
に
感
じ
た
。

遺
さ
れ
た
組
子
細
工

　

遠
藤
さ
ん
の
お
宅
に
は
佐
藤
さ
ん
の
作
品
が
い

く
つ
か
保
存
さ
れ
て
い
る
。
い
た
だ
い
た
も
の
だ
か

ら
と
、
大
事
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
。
見
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
菱
形
を
基
本
に
し
た
文
様
や
、
佐
藤
さ

ん
が
独
自
に
創
作
し
た
す
す
き
文
様
な
ど
の
風
呂

敷
屏
風
。
す
す
き
は
曲
線
が
難
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
そ
う
だ
。
こ
の
文
様
は
木
材
か
ら
曲
線
の
あ

る
部
品
を
切
り
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え

た
ら
、
一
般
的
な
組
子
細
工
よ
り
き
っ
と
難
し
い
は

ず
だ
と
、
佐
藤
さ
ん
の
言
葉
に
納
得
し
た
。

　

佐
藤
さ
ん
の
作
品
は
ほ
か
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都

留
に
も
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
遠
藤
さ
ん
が
勧

め
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
だ
そ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
い
く
つ
も
の
新
聞
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
人
が
佐
藤
さ
ん
の
作
品

に
興
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
。
寄
贈
す
る
に
あ
た
っ

て
、
当
時
の
都
留
市
市
長
が
佐
藤
さ
ん
と
作
品
を
鑑

賞
し
て
い
る
よ
う
す
を
撮
影
し
た
写
真
も
残
さ
れ

て
い
る
。

　
遠
藤
さ
ん
の
お
宅
や
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
に
あ

る
佐
藤
さ
ん
の
組
子
を
見
た
と
き
、
た
だ
た
だ
き
れ

い
だ
と
感
じ
た
。
小
さ
な
木
の
部
品
同
士
を
組
み
付

け
て
い
る
の
に
、
ま
る
で
一
枚
の
木
の
板
か
ら
で
き

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
部
品
同
士
の
境
目
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
作
品
の
文
様
、
一
つ

ひ
と
つ
の
大
き
さ
が
す
べ
て
同
じ
で
、
表
面
も
真
っ

平
ら
だ
。　

　

組
子
細
工
は
す
べ
て
手
作
業
で
お
こ
な
わ
れ
る
。

人
の
手
で
作
る
も
の
が
こ
ん
な
に
寸
分
の
狂
い
も

な
く
で
き
あ
が
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
職
人
で
な
く

て
は
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
作
り
か
た
が
わ
か
っ

て
も
私
に
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
作
品
を
見
る
た
び

驚
い
て
し
ま
う
。　

永
久
に
残
る

　

組
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
一
人
に
佐
藤
さ
ん
が
い
た
。

　

佐
藤
さ
ん
は
自
分
の
組
子
を
み
ん
な
に
見
て
も

ら
う
こ
と
で
組
子
細
工
を
知
る
こ
と
に
繋
が
れ
ば
、

と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
た
そ
う
。
組
子
が
希
少
に

な
っ
て
い
く
な
か
で
「
日
本
で
生
ま
れ
た
も
の
だ

か
ら
永
久
に
残
る
。」（
街
か
ど
情
報TSU

RU

第

１
４
７
号
よ
り
）
と
断
言
で
き
た
の
も
、
一
心
に
組

子
を
作
り
続
け
た
と
い
う
努
力
が
自
信
を
育
て
て

い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

佐
藤
さ
ん
の
作
品
は
確
実
に
組
子
を
伝
え
る
媒

体
に
な
っ
て
い
る
。
佐
藤
さ
ん
が
都
留
で
組
子
を

作
っ
て
く
れ
て
い
た
か
ら
、
私
も
組
子
細
工
に
興
味

を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
組
子
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
佐
藤
さ
ん
の
作
品
の
お
か
げ
だ
け

で
は
な
い
。
佐
藤
さ
ん
の
組
子
細
工
に
惹
か
れ
た
多

く
の
人
た
ち
が
、
遺
さ
れ
た
作
品
に
価
値
を
見
出
し

て
大
事
に
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
も
あ
る
。

　

み
ん
な
に
愛
さ
れ
て
い
る
佐
藤
さ
ん
の
作
品
が
、

こ
れ
か
ら
も
多
く
の
人
た
ち
に
、
組
子
の
素
晴
ら
し

さ
を
知
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
。

遠藤さんのお宅で保存されていたすすき文様の組子

③

①ノミを使い、部品の端を削って角度を

つける作業　②麻の葉と呼ばれる文様　

③部品を枠のなかにはめ込んでいる。こ

の文様では二種類の異なった長さの部品

を使っている。今回は特別に稀
き た い

代木芸さ

ん (『フィールド・ノート 62 号参照』) に

て組子を用意していただいた

①

②
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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くことにしました。

今号では、その一例として、編集部員が撮った「つるのひとこま」をご紹介します。

つるのひとこま

『フィールド・ノート』編集部 = 文・写真

井
戸
を
掘
る
必
要
が
な
く
、
調
査
は
進
め
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
先
行
研
究
が
少
な
く
、

都
留
市
の
湧
水
に
つ
い
て
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
も
多
い
。

　
そ
ん
な
な
か
内
山
先
生
は
、
こ
の
調
査
が
自
然
と

人
と
が
共
存
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
を

め
ざ
し
て
い
る
。

　
湧
水
の
よ
う
な
き
れ
い
な
水
は
、
た
く
さ
ん
利
用

し
て
し
ま
い
た
く
な
る
。
け
れ
ど
、
湧
水
は
私
た
ち

の
手
元
に
届
く
ま
で
に
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
。

今
あ
る
量
を
超
え
て
使
っ
て
し
ま
え
ば
、
枯
渇
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　
利
用
の
許
容
範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
、
よ
り
効
果
的

な
保
全
の
方
法
は
な
に
か
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え

る
材
料
の
ひ
と
つ
に
、
内
山
先
生
の
研
究
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

次
回
は
市
内
に
流
れ
る
湧
水
の
成
り
立
ち
と
特
徴
を

お
伝
え
し
ま
す
。

伊
藤
瑠
依(

社
会
学
科
３
年)

＝
文

◆
　
地
道
な
調
査
方
法

　
富
士
山
が
噴
火
し
た
さ
い
、
山
か
ら
30
㎞
ほ
ど
離

れ
た
都
留
市
に
も
溶
岩
が
流
れ
込
ん
だ
。
そ
の
溶
岩

の
亀
裂
か
ら
湧
水
は
流
れ
出
て
い
る
。

　
現
在
、内
山
先
生
は
、都
留
市
十
日
市
場
の
寺
院
、

永え
い
じ
ゅ
い
ん

寿
院
裏
に
あ
る
水
路
で
、
時
間
と
共
に
生
じ
る

湧
水
の
変
化
を
調
べ
て
い
る
。

　
調
査
方
法
は
意
外
に
も
古
典
的
だ
。
流
れ
の
速
さ

を
計
測
す
る
場
合
は
、
水
路
内
に
葉
を
流
し
、
目
印

に
し
た
終
点
の
棒
の
下
を
通
過
し
た
と
き
、
ス
ト
ッ

プ
ウ
ォ
ッ
チ
を
止
め
る
。
決
め
ら
れ
た
区
間
内
を
何

秒
で
通
過
し
た
か
を
計
測
す
る
の
だ
。
流
し
て
止
め

る
と
い
う
作
業
を
、
20
回
は
繰
り
返
し
た
後
、
平
均

を
計
算
す
る
と
い
う
地
道
な
作
業
で
あ
る
。

　
で
は
、
内
山
先
生
の
こ
う
い
っ
た
調
査
に
ど
の
よ

う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

◆
　
湧
水
調
査
、
そ
の
先
に

　
内
山
先
生
に
よ
れ
ば
、
都
留
市
の
湧
水
に
関
す
る

研
究
は
、
近
隣
の
富
士
吉
田
市
や
忍
野
村
に
比
べ
て

多
く
な
い
と
い
う
。
近
隣
の
地
域
で
は
、
戦
後
、
農

業
用
水
を
取
水
す
る
た
め
に
井
戸
を
整
備
す
る
過
程

で
、
地
下
水
の
調
査
も
進
め
ら
れ
た
そ
う
だ
。

　
い
っ
ぽ
う
都
留
市
は
谷
あ
い
の
地
域
の
た
め
、
も

と
も
と
桂
川
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
水
脈
が

発
達
し
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
ま
ち
な
か
に
用

水
路
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
新
た
に

富
士
山
か
ら
湧
水
が
届
く
ま
ち 

１

研
究
者
が
語
る
都
留
の
魅
力  

第
１
回

連 載

本
学
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
先
生
が
た
が
市
内
を
対
象

に
研
究
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
研
究
者
で
あ
る
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
、
市
内

の
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
、
先
生
の
研
究
の
内
容

と
そ
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
で
す
。

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
の
調
査
を
始
め
る
。

募集要項

・撮影日、撮影場所 

・写真についてひとこと

・お名前

（匿名希望の方はペンネームでも可）

・年齢

（年代だけでも可）

写真はこちらまで

     field-1@tsuru.ac.jp
　 
 〒402-8555　山梨県都留市田原3-8-1　
 都留文科大学 コミュニケーションホール地下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 

みなさんの投稿、おまちしています！

ミュージアム都留

撮影者：金原由佳 (21)

田原の民家　

撮影者：るいるいさん (20 代 女性 )

禾生コミュニティーセンター

撮影者：長尾泉 (20)

本学自然科学棟前

撮影者：鳥好きさん (20 代 男性 )

近くの水場に水を飲みにきていたヒ

ヨドリ                        
通学路でいつも見かけていた美味し

そうな干し柿             

文化展で講談を披露していた板
いたくら

倉

圭
け い こ

子さん                       

地元のお年寄りのかたにしめ縄作りを

教わりました          

（2014.5.2） （2013.11.28）

（2015.10.23） （2014.11.29）
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『フィールド・ノート』編集部のこの秋の活動の様子をお伝えします。

『フィールド・ノート』編集部 = 文・写真

　一昨年から実がなり始め、昨年は自然科学棟の前
にある２本と守衛室前にある３本に（『フィールド・ノート』
79 号・83 号参照）、今年は自然科学棟前の３本と、守衛
室前のイチョウ並木のうち４本に実がなっているの
を確認しました。本学の守衛さんのお話によると昨
年は実があったのに今年はなっていない木があるよ
うです。
　イチョウは雌木にだけ実をつけますが、実をつけ
るまで雌木か雄木かはわかりません。また、実をつ
けるにも数年を要する木です。　　　　（廣瀬はづ紀）

学内に実のなるイチョウが増えました

自然科学棟前のイチョウ (2015.10.01)

　都留市下小野にある真福寺の晋山式を見学しまし
た。晋山式は住職の代替わりを祝っておこなわれる
行事です。式には住職とその親族だけでなく、たく
さんの檀家のかたが来られました。また、60 年ぶり
の貴重な行事のため、多くのかたがビデオやカメラ
で様子を撮影していました。
　式典では父から住職を引き継いだ息子さんと、参
列したほかの寺院の住職のかたがたとの禅問答が披
露されました。禅問答は禅宗の僧が悟りをひらくた
めにおこなう問答で、雷鳴のように大きな声がぶつ
かりあう迫力あるものでした。　　　　（高橋未瑠来）

真
し ん ぷ く じ

福寺の晋
し ん ざ ん し き

山式を見学しました

式典の様子 (2015.11.01)

中央自動車道

BUONO

バンカム・ツル

アルバム

１階 ロビー
２階 都留市立図書館

国道 139 号線

とおかいちば

やむらまち

つるし

ひがしかつら

つるぶんかだいがくまえ

都留文科大学附属図書館

富士急行線

ミュージアム都留

富士登山電車車内

都留文科大学前駅待合室

つるまち図書館

Koto-ya

三町亭

Cafe Natural Rhythm 

都留市まちづくり
交流センター

閲覧できる場所
New ★
・Cafe Natural Rhythm
・Koto-ya
・三町亭
・つるまち図書館
・富士急行線 富士登山電車車内

『フィールド・ノート』が読める場所

が増えました。お近くにお立ちよりの

さいには、ぜひご利用ください。

『フィールド・ノート』では、定期購読をご希望
されるかた、また、本誌を置いていただける場所
を募集しております。本誌末に記載されている
メールアドレス、または電話にてお問い合わせく
ださい。お届け、または郵送いたします。

プチ・ニュース

道志手帖とのコラボ企画

　本学卒業生である香
こうざい

西恵
けい

さんが刊行されて
いる『道志手帖』。その９号「特集 道志と都留」
に編集部有志が参加させていただきました。
特集内に５名の編集部員による記事が掲載さ
れています。
　都留市内での活動を主としている私たちに
とって、道志村と都留市のあいだにあった、
人々の交流や関わり、歴史を知る貴重な機会
となりました。

　在学中、車を持っていなかった私は、道志へ行ったことはほとんどなく、「近いけ

れど遠いところ」と感じていました。卒業後、道志へ来てはじめて、両地域には深い

関わりがあることを知り、驚きました。こうした関わりを知っている都留の人は少な

いのではないか、都留の人に道志のことを知ってもらいたい、そう思ったのが今回の

特集のきっかけです。

　文大生の目で紹介していただいたことで、道志を知らない読者にとっても読みやす

かった、という感想をたくさんもらいました。また、これも取材してみたら、という

情報提供もあり、いずれ第二弾が組めるといいなあと考えています。

香西さんより

　私は今回はじめて道志村を訪れました。都留からは峠を越えないと行くことができ

ない道志村。ずっと行ってみたいな、と思っていましたが、なかなか機会を見つけら

れずにいました。この企画に参加して、都留と道志、２つの土地のあいだにはずっと

昔から繫がれてきた文化があったのだと知りました。また道志に足を踏み入れたこと

で、まだ自分が知らない場所がたくさんある、もっといろんなところに行ってみたい

という思いが今まで以上に強くなりました。　　　　　　　　　　　　　　（長尾泉）

参加してみて

『道志手帖』に関するお問い合わせはこちらへ▼
道志村地域おこし協力隊　香西（0554-52-2118）
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もうやっていられない！そんな気持ちになったときは、

いったん考えることをやめて「寝る・食べる・笑う」こ

とが一番です。アラームをかけずに思う存分ぐっすり寝たあと

に、おいしいものを味わって食べて、友だちと腹を抱えて笑っ

て……すると、あら不思議。どんより落ち込んだ気持ちはどこ

かへ消え去り、さあもう一度頑張ってみよう！という気持ちに

なれます。さらに、寒い時期はこれらに加えて温泉に入ったら

気分は最高ですね。これが私の気分を上げるための最強ルー

ティーンです。 （今村遥香）

くたくたに疲れたときや嫌なことがあって落ち込んだと

き、私には決まって見る動画があります。それは neco

眠るの『ENGAWA DE DANCEHALL』という楽器演奏のみ

の楽曲の PV です。舞台は江戸時代。人間のほか、さまざまな

動物や鬼が登場します。みんな独特のかわいらしさがあり、農

作業やダンスをしています。そのメロディーとアニメーション

が絶妙にマッチし、キャラクターの存在感を生み出しています。

忘れていたなにかを思い出させてくれるような、穏やかな気分

になれる一曲です。 （山内利奈）

めんどうくさいことが嫌いな私は気分転換の方法をかな

り簡単なものにしています。私がふだんやっているの

は動くことです。といっても外でテニスをしたり、エクササイ

ズをしたりするわけではありません。ただ床をごろんごろんと

転がったり、鏡にむかってポーズを決めたりするだけです。転

がるときのおすすめは速度をつけること。ポーズを決めるとき

は思い切りよく、体全体をつかってポーズを決めること。お手

軽なので皆さんにもやってみてほしいです。でもほかの人から

見たらちょっと面白い光景かもしれませんね。（高橋未瑠来）

気分をぱっと明るくする方法
編 集 後 記

/ //

どれ一つとして同じかたちはない木の

年輪。自分が生きていた時代のようす

を思い浮かべながら、ついそれぞれの

年輪を数えてしまう（撮影＝北垣憲仁）

表紙写真の言葉

過去を知るため、私たちは昔の写真を手がかりに
することがあります。
これまで収集、保存してきた数多くの古写真。
次号では、そのなかから編集部員一人ひとりが気
になった古写真を手に、都留を見ていきます。

2016 年　3月発行予定

古写真を手に（仮）特集
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お
元
気
で
す
か
。
こ
の
ま
え
都
留
で
、
と
っ

て
も
す
て
き
な
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
屋
さ
ん
を
見
つ

け
ま
し
た
。
お
店
の
名
前
は
「
フ
レ
ッ
ク
ル
」。

店
主
の
小
宮
さ
お
り
さ
ん
は
明
る
て
気
さ
く
な

か
た
で
す
。

　

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
の
こ
だ
わ
り
は
都
留
で
と
れ

た
材
料
で
つ
く
る
こ
と
と
、
添
加
物
は
な
る
べ

く
使
わ
な
い
こ
と
。
野
菜
を
お
い
し
く
食
べ
て

ほ
し
い
と
い
う
お
母
さ
ん
目
線
で
つ
く
ら
れ
た

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
は
一
口
目
か
ら
う
な
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
お
い
し
さ
。
少
し
濃
い
め
の
味
付
け

で
サ
ラ
ダ
に
か
け
る
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い

で
す
。
小
宮
さ
ん
も
「
め
ざ
せ
、
万
能
調
味
料

な
の
！
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

舌
だ
け
で
な
く
、体
も
よ
ろ
こ
ぶ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
。

い
ろ
ん
な
料
理
に
使
っ
て
み
て
ね
！
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