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フィールドとフィールド・ノート
の記憶





『フィールド・ノート』では「都留の自然と人との交流」をテーマに、

地域の自然・人・文化に関する情報を記録し、発信しています。裏表紙

のロゴの絵はアメリカのナチュラリスト、ヘンリ－・ Ｄ・ソローの著書

『ウォールデン　森の生活』の初版本扉に、ソローの妹、ソフィアが描

いたものです。ロゴにそえられている「Grow　Wild」はソローの言葉で、

その思想をわたしたちも大切にしたいとの想いを込めました。
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三町商店街
さんちょう

P.28-29　「商店街と私」

1　「夢中になるものづくり」

P.26-27　「いちまいの写真から」

西涼寺
さいりょうじ

P.32-33　「陶芸」

ジェンギズ窯

今号で編集部員が訪ねた取材先を
地図にまとめました。索引がわり
にもご利用ください。



大沢
おおさわ

P.8-9　「まちをはなれて感じる涼」

P.10-11　「都留の湧水小紀行」

永寿院
えいじゅいん
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特
集

涼
む

今
年
も
あ
つ
い 

夏
が
来
た

強
い
日
差
し
が
照
り
つ
け
る

吹
い
て
く
る
風
も 
何
だ
か
な
ま
ぬ
る
い

あ
つ
さ
か
ら
逃
れ
て
部
屋
に
帰
る
と

す
ぐ
に
ク
ー
ラ
ー 

扇
風
機
を
つ
け
た
く
な
る

で
も 

リ
モ
コ
ン
を
握
る
手
を
少
し
止
め
て
考
え
る



ク
ー
ラ
ー
も 

扇
風
機
も
な
い
こ
ろ
っ
て

い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
涼
ん
で
い
た
ん
だ
ろ
う

あ
つ
さ
を
し
の
い
で
い
た
ん
だ
ろ
う

便
利
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て

頼
っ
て
し
ま
え
ば 

す
ぐ
に
涼
し
く
な
れ
る
け
ど

そ
う
じ
ゃ
な
い
涼
み
か
た
も
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず

昔
の
く
ら
し
か
ら

自
然
あ
ふ
れ
る
野
山
か
ら

私
た
ち
が
み
つ
け
た
「
涼
」
を
お
届
け
し
ま
す



私
は
昔
か
ら
あ
つ
さ
が
苦
手
で
、
毎
年
夏
が

来
る
と
、「
今
年
は
ど
う
や
っ
て
乗
り
切
ろ

う
か
」
と
考
え
る
。
今
年
は
と
く
に
、
例
年

に
比
べ
て
早
い
時
期
か
ら
夏
日
が
続
い
て
い

る
。
こ
う
も
あ
つ
い
日
が
続
く
と
、
何
を
や

る
に
も
億お

っ
く
う劫

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も

今
年
は
い
か
に
電
気
を
使
わ
ず
過
ご
そ
う
か

と
考
え
て
い
た
時
ふ
と
、
以
前
釣
り
に
行
っ

た
都
留
市
の
大
沢
や
大お

お
だ
る
み
ざ
わ

旅
沢
の
こ
と
を
思

い
出
し
た
。
今
年
は
自
然
の
な
か
で
涼
ん
で

み
よ
う
。
そ
う
思
い
、
都
留
市
鹿し

し
ど
め留

の
大
沢

に
二
度
、
足
を
運
ん
だ
。

　
　

 

持
田
睦
乃
（
社
会
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真

　

こ
の
日
は
日
差
し
こ
そ
強
く
な
い
も
の

の
、都
留
の
ま
ち
は
朝
か
ら
蒸
し
暑
か
っ
た
。

大
沢
に
到
着
し
車
を
降
り
る
と
、
ま
ず
地
面

の
柔
ら
か
さ
を
感
じ
る
。
沢
の
近
く
に
あ
る

キ
ャ
ン
プ
場
の
駐
車
場
な
の
だ
が
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
が
敷
か
れ
て
い
な
い
た
め
か
照
り
返

し
も
強
く
な
く
、土
が
む
き
出
し
の
地
面
が
、

地
上
の
熱
を
少
し
だ
け
和
ら
げ
て
く
れ
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
。

　
沢
の
あ
た
り
で
は
、
以
前
釣
り
に
来
た
時

と
比
べ
て
軽
装
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
空
気

の
冷
た
さ
を
い
っ
そ
う
感
じ
た
。
気
温
が
そ

れ
ほ
ど
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
少
し

肌
寒
い
く
ら
い
だ
。
水
に
手
を
浸
け
て
み
る

と
、
思
っ
て
い
た
よ
り
ず
っ
と
冷
た
く
て
、

手
を
出
し
て
も
し
ば
ら
く
ひ
ん
や
り
と
し
た

冷
た
さ
が
手
に
残
っ
て
い
て
心
地
い
い
。
も

っ
と
あ
つ
い
日
に
来
た
ら
、
よ
り
こ
の
涼
し

さ
を
楽
し
め
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

◆

　

そ
れ
か
ら
２
週
間
後
の
７
月
10
日
（
日
）

再
び
大
沢
へ
涼
を
求
め
て
向
か
っ
た
。
日
差

し
が
強
く
、
気
温
も
高
い
。
絶
好
の
涼
み
日

和
だ
。
前
回
と
同
じ
く
、
駐
車
場
に
降
り
る

と
そ
の
地
面
の
柔
ら
か
さ
に
驚
い
て
し
ま
っ

た
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
柔
ら
か
く
感
じ
る
の

だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ
て
足
元
を
見
て
み

る
と
、
小
さ
な
雑
草
が
点
々
と
生
え
て
い
る

の
が
わ
か
る
。
雑
草
が
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
っ

て
、
柔
ら
か
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
沢
ま
で
降
り
て
い
く
と
、
駐
車
場
と
の
気

温
差
を
顕
著
に
感
じ
た
。
水
量
は
変
わ
ら
ず

少
な
い
が
、
や
は
り
冷
た
い
の
だ
ろ
う
。
沢

の
流
れ
が
空
気
ま
で
冷
や
し
て
い
る
よ
う

だ
。
岸
辺
に
は
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い

て
、
木
陰
を
作
り
出
し
て
い
る
。
き
れ
い
な

緑
色
を
し
た
木
の
葉
を
通
し
て
そ
そ
ぐ
陽
の

光
は
、
そ
の
ま
ま
よ
り
柔
ら
か
い
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
。

　
大
沢
を
訪
れ
た
の
は
こ
れ
が
三
度
目
な
の

に
、
毎
回
新
し
い
発
見
が
あ
る
。
訪
れ
る
た

び
に
風
景
を
見
る
視
点
が
変
わ
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
一
度
目
に
釣
り
を
し
に
き
た
時
は
、

「
魚
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
」
と
意
識
的

に
か
が
ん
で
い
た
の
で
、
手
も
と
や
足
も
と

６
月
26
日
（
日
）、
朝
８
時
こ
ろ
に
大

学
を
出
発
し
、
大
沢
へ
向
か
っ
た
。

本
学
か
ら
車
で
15
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る

大
沢
に
は
以
前
69
号
の
取
材
を
か
ね
て
釣
り

に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
小
さ
な
沢
で
、
水

の
量
も
大
き
な
川
に
比
べ
て
少
な
い
が
、
風

景
を
楽
し
み
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
す
る
に
は
ち

ょ
う
ど
い
い
場
所
だ
。

まちを
はなれて

涼感じる



が
よ
く
見
え
、
小
さ
な
生
き
も
の
に
目
が
い

っ
て
い
た
。
二
度
目
と
三
度
目
は
、
そ
の
緊

張
感
が
な
く
、
じ
っ
と
目
を
凝
ら
す
こ
と
も

な
い
。
見
え
な
い
部
分
も
多
く
な
っ
た
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
代
わ
り
に
ゆ
っ
た

り
と
川
の
流
れ
の
涼
し
さ
や
木
漏
れ
日
の
柔

ら
か
さ
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
日
は
大
沢
で
養
魚
場
を
運
営
さ
れ
て

い
る
佐さ

と
う藤
和か
ず
お男
さ
ん
（
64
）
に
、
少
し
お
話

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。佐
藤
さ
ん
は
、

ご
自
身
の
お
じ
い
さ
ん
が
始
め
た
養
魚
場
を

受
け
継
ぎ
、こ
こ
で
ヤ
マ
メ
を
育
て
て
い
る
。

「
本
当
は
本
流
の
方
が
い
い
ん
だ
け
ど
ね
。

水
が
多
い
し
。
こ
こ
は
水
が
ち
ょ
っ
と
冷
た

す
ぎ
る
」
と
、
生い

け
す簀

の
魚
に
エ
サ
を
や
り
な

が
ら
仰
っ
て
い
た
。「
で
も
涼
し
く
て
い
い

で
す
ね
」
と
い
う
私
の
言
葉
に
、「
そ
う
だ

ね
え
」
と
答
え
る
佐
藤
さ
ん
。
子
ど
も
の
こ

ろ
は
本
流
の
方
で
、
石
で
水
を
せ
き
止
め
て

プ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
遊
ん
で
い
た

そ
う
だ
。
昔
の
子
ど
も
た
ち
は
、
涼
む
こ
と

と
遊
ぶ
こ
と
を
同
時
に
目
的
に
し
て
沢
を
訪

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

◆

　
取
材
の
な
か
で
、「
涼
む
っ
て
何
だ
ろ
う
」

と
、
幾
度
と
な
く
考
え
た
。
ま
ち
の
な
か
に

も
、
プ
ー
ル
や
冷
房
の
効
い
た
部
屋
の
よ
う

に
涼
し
い
場
所
は
た
く
さ
ん
あ
る
。ふ
だ
ん
、

あ
つ
い
場
所
か
ら
冷
房
の
効
い
た
部
屋
に
移

動
す
る
と
「
冷
房
っ
て
便
利
だ
な
あ
」
と
思

う
。
で
も
そ
の
当
た
り
前
の
よ
う
に
用
意
さ

れ
た
涼
が
あ
る
こ
と
で
、
沢
で
感
じ
た
よ
う

な
季
節
の
移
ろ
い
、「
あ
つ
さ
」
以
外
の
も

の
か
ら
得
ら
れ
る
「
夏
ら
し
さ
」
を
、
私
は

感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
自
然
の
な
か
に
は
、
人
間
の
た
め
に
用
意

さ
れ
た
「
涼
」
は
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
用

意
さ
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
こ

に
は
「
涼
」
だ
け
じ
ゃ
な
い
何
か
が
あ
る
。

私
に
と
っ
て
は「
安
ら
げ
る
時
間
」で
あ
り
、

昔
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は「
遊
び
」だ
っ
た
。

　
ま
ち
で
の
「
涼
」
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の

は
ほ
か
に
も
き
っ
と
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を

探
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
夏
は
「
ま
ち
を

は
な
れ
て
」
涼
ん
で
み
た
い
。

大沢の風景（2011年7月10日撮影）

9 特集：涼む



都
留
の
湧
水

小

紀

行

都
留
市
は
、
湧
水
が
あ
る
水
資
源
豊
か
な
ま
ち
で
す
。
と

く
に
十
日
市
場
を
訪
れ
る
と
、
家
の
あ
い
だ
を
縦
横
無
尽

に
流
れ
る
用
水
路
の
存
在
と
、
そ
の
水
の
透
き
通
り
具
合

に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。
暑
い
夏
、
涼
や
か
な
雰
囲
気
漂
う

十
日
市
場
へ
と
足
を
運
び
、
用
水
路
や
湧
水
と
い
っ
た
水

辺
を
散
策
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
水
辺
の
生

き
も
の
や
、
水
が
つ
む
ぎ
だ
す
暮
ら
し
を
紹
介
し
ま
す
。

偶然見つけたカワトンボ。オスのハネは、橙色と透明に
わかれる。メスのハネは透明のみ

永寿院でみられる十日市場 夏
なつがり

狩湧水群のひとつ。湧水を求めて、
東京からも観光客がやってくる。写真はすべて７月 22 日に撮影

　
「
あ
っ
、
ト
ン
ボ
！
」
永
寿
院
の
湧
水
の

そ
ば
に
腰
を
お
ろ
し
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。

ゆ
ら
り
と
視
界
に
入
っ
て
き
た
姿
は
ま
さ
に

ト
ン
ボ
で
、
胸
が
高
鳴
る
。
ど
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
見
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
生
き
も
の
と

の
遭
遇
は
、思
っ
た
以
上
に
嬉
し
い
も
の
だ
。

葉
に
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
見
届
け
て
か
ら
、

ゆ
っ
く
り
忍
び
足
で
近
寄
り
カ
メ
ラ
を
構
え

る
。
す
る
と
、
ハ
ネ
が
非
常
に
鮮
や
か
な
橙

色
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
よ
く
見

る
と
身
体
は
淡
い
水
色
を
し
て
い
た
。
ま
さ

に
水
辺
に
ぴ
っ
た
り
な
色
を
し
た
ト
ン
ボ
で

あ
る
。
図
鑑
で
調
べ
る
と
、「
カ
ワ
ト
ン
ボ
」

と
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◇　
　
　
　
　
　
　
　

　

十
日
市
場
に
あ
る
水
源
山
永
寿
院
。
住
職

の
水み

ず
に
わ庭

浩ひ
ろ
み
ち道

さ
ん(

86)

に
よ
る
と
、水
が
湧

き
出
る
土
地
を
見
つ
け
た
弘
法
大
師
が
、
延

暦
19
年(

西
暦
８
０
０
年)

に
起
き
た
富
士

山
噴
火
の
犠
牲
者
を
弔
っ
て
こ
の
寺
院
を
建

て
た
そ
う
だ
。
永
寿
院
の
湧
水
は
、「
平
成

の
名
水
百
選
」
に
も
選
ば
れ
て
い
る
ほ
ど
。

「
こ
の
水
を
使
わ
な
い
と
も
っ
た
い
な
い
」

の
精
神
か
ら
、
市
の
水
道
水
と
併
用
し
て
、

FIELD.NOTE 10



十日市場ＭＡＰ

永寿院

都留文科大学
田原の滝

ガソリン
スタンド

フィッシュ
なかの棲月院 ファミリー

マート

とおかいち
ば

つる
ぶん
かだ
いが
くま
え

赤茶色の岩肌から溢れる湧水

湧水を共同で利用するため
に設置してある貯水タンク

永寿院裏側にある森の斜面に
咲くヤマユリ

湧水の岩肌に群生するウス
バゼニゴケ

眺めるだけでも清らかな水に癒しを感じるが、手をさしだし感じ
る水の冷たさ、口に含んだときの味わいもまた「涼」だ

永寿院裏側にある湧水の流れ。水量の豊富さから、この流れの下に
ある家では水車を 2基設置し、はた織りをしていたそうだ

﨑
田
史
浩
（
社
会
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真

湧
水
専
用
の
水
道
組
合
が
つ
く
ら
れ
た
。
5

軒
の
家
庭
が
組
合
に
入
り
湧
水
を
共
同
で
利

用
し
て
い
る
。
水
道
水
が
使
え
る
今
で
も
、

自
然
に
湧
き
出
る
水
を
大
切
に
使
い
続
け
る

仕
組
み
が
生
き
て
い
る
よ
う
だ
。
水
は
私
た

ち
の
暮
ら
し
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
水
道

組
合
と
い
う
地
域
独
自
の
水
の
使
わ
れ
か
た

を
知
り
、改
め
て
水
に
つ
い
て
考
え
る
機
会

と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
暑
い
夏
の
日
、
水
の
そ
ば
に
居
心
地
の
良

さ
を
感
じ
る
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
今
回
は
そ
ん
な
水
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
出
会
い
や
発
見
が
あ
り
、
自
分
の
知
ら

な
か
っ
た
水
辺
の
世
界
が
開
け
て
き
た
。
ひ

と
つ
の
場
所
に
じ
っ
く
り
身
を
寄
せ
五
感
を

研
ぎ
澄
ま
す
。
そ
の
行
為
が
地
域
に
愛
着
を

持
つ
一
歩
で
あ
り
、
ま
た
興
味
を
広
げ
る

き
っ
か
け
と
な
る
の
だ
。
水
が
つ
む
ぎ
だ
す

生
き
も
の
の
存
在
や
人
の
暮
ら
し
を
覗
け

ば
、
き
っ
と
地
域
ご
と
に
多
様
な
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
ん
だ
か
、
水
を
頼

り
に
地
域
を
見
て
み
る
と
面
白
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
新
た
な
好
奇
心
が
芽
生
え

た
十
日
市
場
の
散
策
で
あ
っ
た
。

11 特集：涼む
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7
月
1
日
午
後
4
時
ご
ろ
、
都
留
文
科
大
学
か
ら

原
動
機
付
自
転
車
で
お
よ
そ
30
分
く
ら
い
か
け
て
毎

年
飛
び
込
み
に
行
く
滝
へ
向
か
っ
た
。
鹿
留
キ
ャ
ン

プ
場
を
通
り
過
ぎ
て
さ
ら
に
上
っ
て
い
く
と
、
徐
々

に
気
温
が
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　

滝
へ
出
る
と
、
大
き
な
音
を
立
て
て
水
が
流
れ

て
い
る
。
水
に
手
を
つ
け
る
と
と
て
も
冷
た
く
て
、

長
い
時
間
手
を
入
れ
て
い
た
ら
痺
れ
そ
う
だ
。
も

う
少
し
気
温
が
上
が
っ
た
ら
気
持
ち
よ
く
感
じ
る

だ
ろ
う
。

　

目
を
閉
じ
て
耳
を
澄
ま
し
て
み
れ
ば
、
滝
か
ら

落
ち
る
水
の
音
と
は
違
う
水
の
流
れ
る
音
が
し
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
ゆ
っ
た
り
下
の
方
を

流
れ
る
水
の
音
だ
。
ど
こ
か
遠
く
の
ほ
う
で
ヒ
グ

ラ
シ
の
鳴
き
声
も
聞
こ
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
発
す

る
音
は
雑
音
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
し
か
し
不

快
に
感
じ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
場
を
包
む
静
か

な
雰
囲
気
に
溶
け
て
混
ざ
っ
て
不
思
議
な
音
の
調

和
を
つ
く
っ
て
い
た
。

　
滝
の
方
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
風
と
湿
気
を
含
ん
だ

空
気
が
私
に
ま
と
わ
り
つ
く
。
水
し
ぶ
き
が
服
を
び

し
ょ
び
し
ょ
に
し
て
し
ま
わ
な
い
か
と
心
配
に
な
る

ほ
ど
だ
。
辺
り
を
見
回
せ
ば
大
き
な
岩
が
い
く
つ
も

あ
る
。
コ
ケ
や
倒
木
が
な
に
や
ら
神
秘
的
な
雰
囲
気

私
の
所
属
す
る
サ
ー
ク
ル
で
は
毎
年
、
夏
に
な
る

と
滝
に
飛
び
こ
む
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
。
イ
ベ
ン
ト

と
い
っ
て
も
ち
ょ
っ
と
ス
リ
ル
の
あ
る
水
遊
び

だ
。
い
つ
も
は
大
勢
で
遊
び
に
行
く
鹿し

し
ど
め留

川
上
流

に
あ
る
滝
に
、
今
回
は
一
人
で
ふ
ら
り
と
行
っ
て

み
た
。

毎年飛び込みに行く鹿留川上流にある滝。湿気が多く、周りの岩はどれもぬれている

滝
へ
行
く
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を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

し
ば
ら
く
滝
の
周
り
を
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
と
、

川
に
入
っ
て
釣
り
を
し
て
い
る
二
人
の
男
性
に
出
会

っ
た
。
地
元
の
か
た
ら
し
い
。
釣
れ
ま
す
か
と
私
が

聞
く
と
、お
二
人
は
今
日
の
成
果
を
見
せ
て
く
れ
た
。

イ
ワ
ナ
と
ニ
ジ
マ
ス
だ
。
釣
っ
た
魚
を
く
れ
る
と
い

う
の
で
、
い
た
だ
い
て
帰
路
に
つ
い
た
。

　
水
の
流
れ
を
見
て
、
音
を
聞
く
と
そ
れ
だ
け
で
な

ん
だ
か
涼
し
い
気
分
に
な
る
。
周
り
に
緑
が
あ
れ
ば

爽
や
か
な
気
分
に
な
る
。
一
人
で
滝
に
行
っ
て
み
た

ら
、
大
勢
で
遊
び
に
行
く
と
き
よ
り
も
自
然
を
感
じ

た
り
考
え
事
を
し
た
り
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
気
が
つ
き
、
意
外
に

も
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
時

間
を
楽
し
め
た
こ
と
に
驚

い
た
。
思
わ
ぬ
出
会
い
も

あ
っ
て
、
た
ま
に
は
こ
う

い
う
の
も
悪
く
な
い
。
で

も
や
っ
ぱ
り
サ
ー
ク
ル
の

仲
間
た
ち
と
遊
び
に
行
く
の
も
い
い
。
水
を
か
け
あ

っ
て
は
し
ゃ
い
だ
り
、
先
に
び
し
ょ
び
し
ょ
に
な
っ

た
先
輩
に
水
の
な
か
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
り
。
一

人
だ
と
水
に
入
ろ
う
と
す
ら
思
わ
な
い
し
、
滝
か
ら

飛
び
込
も
う
な
ん
て
絶
対
に
考
え
な
い
。
滝
の
上
か

ら
下
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
そ
の
高
さ
や
ド
キ
ド
キ
す
る

気
持
ち
を
共
感
で
き
る
か
ら
こ
そ
楽
し
い
と
思
え
る

の
だ
。

　

流
れ
る
水
や
苔
の
生
え
た
大
き
な
岩
、
周
り
の

木
々
を
見
な
が
ら
、
な
ん
だ
か
久
し
ぶ
り
に
自
然
の

な
か
に
来
た
な
と
思
っ
た
。
こ
ど
も
の
こ
ろ
は
自
然

の
な
か
に
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
気
が
す
る
。
滝
や

森
の
よ
う
な
、
人
の
生
活
の
時
間
と
は
切
り
離
さ
れ

た
空
間
の
な
か
に
足
を
運
ぶ
機
会
も
今
よ
り
多
か
っ

た
し
、
何
よ
り
遊
び
道
具
が
な
く
て
も
生
き
も
の
を

追
い
か
け
て
観
察
し
た
り
、
木
登
り
を
し
た
り
、
砂

や
石
で
遊
ん
だ
り
し
た
。
遊
び
を
通
し
て
自

然
と
い
う
空
間
に
よ
く
足
を
踏
み
入
れ
て
い

た
。
今
は
ど
う
だ
ろ
う
。
滝
や
森
の
よ
う
な

自
然
に
接
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
道
端
に

生
え
る
花
や
木
と
い
っ
た
身
近
な
自
然
に
も

接
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思

う
。
滝
に
行
っ
て
み
て
自
然
と
の
距
離
が
い

つ
の
間
に
か
遠
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
し
み

じ
み
と
感
じ
た
。
自
然
は
こ
ち
ら
か
ら
近
寄
ろ
う
と

し
な
け
れ
ば
関
わ
り
の
な
い
空
間
に
な
っ
て
し
ま

う
。
今
年
の
夏
は
自
然
を
意
識
し
な
が
ら
過
ご
し
て

み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

藤
森
美
紀
（
社
会
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真
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照
り
つ
け
る
太
陽
が
ま
ぶ
し
い
7
月

3
日
の
昼
下
が
り
、
羽
野
さ
ん
が
お

住
ま
い
の
都
留
市
宝
地
区
を
訪
ね
た
。
お
宅

は
二
階
建
て
の
大
き
な
造
り
で
、
見
上
げ
る

と
ど
っ
し
り
と
し
た
構
え
に
圧
倒
さ
れ
る
。

玄
関
へ
入
り
、
左
手
に
一
段
高
く
視
線
を
移

す
と
奥
へ
居
住
空
間
が
広
が
っ
て
い
て
、
落

ち
着
い
た
色
調
の
梁
や
、
太
く
た
く
ま
し
い

大
黒
柱
が
目
を
ひ
く
。
や
や
低
く
感
じ
る
天

井
や
大
き
な
神
棚
な
ど
も
特
徴
的
で
、
こ
の

家
の
な
か
に
あ
る
も
の
一
つ
ひ
と
つ
が
と
て

も
興
味
深
い
。

本
学
の
卒
業
生
で
あ
る
羽
野
さ
ん
が
こ

の
家
に
住
み
だ
し
た
の
は
２
年
前
の
こ
と
。

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
ア
パ
ー

ト
に
住
ん
で
い
た
が
、
学
生
の
と
き
こ
の
家

の
大
家
さ
ん
と
知
り
合
っ
た
の
が
縁
で
借
家

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
大
学
の
先

輩
で
あ
る
西に

し
ぼ
り堀
涼り

ょ
う
こ子
さ
ん
と
後
輩
の
渡わ

た
な
べ邊

理り

え恵
さ
ん
に
声
を
か
け
、
か
つ
て
同
じ
吹
奏

楽
部
で
活
動
し
て
い
た
三
人
が
こ
の
古
民
家

で
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
今
年
の

春
か
ら
は
編
集
部
の
石
川
あ
す
か
さ
ん
も
一

緒
に
住
ん
で
い
る
。

風
通
し
の
よ
さ

古
い
家
は
ど
こ
と
な
く
涼
し
い
。
以
前

か
ら
そ
ん
な
印
象
を
も
っ
て
い
た
。
羽
野
さ

ん
に
こ
の
家
の
よ
い
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
、

や
は
り
夏
の
過
ご
し
や
す
さ
と
い
う
答
え
が

真
っ
先
に
返
っ
て
く
る
。

「
夏
は
快
適
。い
ま
、一
番
い
い
季
節
で
す
ね
。

涼
し
く
て
風
通
し
が
い
い
の
で
。
夏
は
こ
の

家
の
よ
さ
を
味
わ
う
感
じ
で
す
。
そ
の
ぶ
ん

冬
は
熱
が
こ
も
ら
な
い
の
で
寒
い
で
す
ね
」

　
さ
す
が
に
真
夏
の
一
番
暑
い
時
期
に
は
扇

風
機
を
ま
わ
す
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の

家
で
過
ご
す
夏
は
と
て
も
快
適
だ
と
い
う
。

ど
う
や
ら
風
通
し
の
よ
さ
と
い
う
こ
と
が
涼

し
さ
を
感
じ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る

都
留
市
内
に
は
古
い
た
た
ず

ま
い
の
家
々
が
あ
ち
こ
ち
に

残
っ
て
い
る
。
周
り
の
風
景

に
な
じ
ん
だ
外
観
を
眺
め
る

の
も
楽
し
い
け
れ
ど
、
そ
の

内
部
も
見
て
み
た
い
。
そ
ん

な
期
待
が
膨
ら
ん
で
い
た
お

り
、
編
集
部
と
長
年
付
き
合

い
の
あ
る
羽は

の野
幸さ

ち

さ
ん(

28)

が
築
百
年
ほ
ど
の
古
い
民
家

を
借
り
て
住
ん
で
い
る
と
聞

き
、
お
宅
に
伺
わ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

お話を聞かせていただいた羽野幸さん（左側の女性）と西堀涼子さん

南側に面した家の外観

古

民

家

の

涼
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よ
う
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
心

地
よ
い
風
が
絶
え
ず
室
内
に
吹
き
込
ん
で
窓

際
の
カ
ー
テ
ン
を
穏
や
か
に
揺
ら
し
て
い

る
。
で
も
決
し
て
冷
房
機
器
か
ら
送
ら
れ
て

く
る
風
の
よ
う
に
冷
や
や
か
で
は
な
く
、
一

定
に
吹
き
続
け
る
も
の
で
も
な
い
。
ゆ
っ
た

り
と
吹
い
た
り
や
ん
だ
り
を
繰
り
返
し
、
家

の
な
か
を
行
き
来
し
て
い
る
。
そ
れ
が
身
体

に
疲
れ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
が

つ
く
り
だ
す
涼
し
さ
と
は
違
っ
た
心
地
よ
さ

を
感
じ
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
私
は
取
材
に
来
る
ま
で
感
じ
て
い
た
蒸
し

暑
さ
を
い
つ
し
か
忘
れ
、
鎌
倉
末
期
の
歌
人

で
随
筆
家
と
し
て
も
有
名
な
兼
好
法
師
の
言

葉
を
思
い
出
し
て
い
た
。

　
「
家
の
つ
く
り
や
う
は
夏
を
旨
と
す
べ

し
。
冬
は
い
か
な
る
所
に
も
住
ま
る
」（『
徒

然
草
』）。
つ
ま
り
家
の
造
り
や
構
造
は
、

夏
を
基
本
と
す
る
の
が
よ
い
の
だ
と
い
う
。

兼
好
は
つ
づ
け
て
、
夏
に
暑
さ
を
凌し

の

げ
な

い
家
は
耐
え
難
い
こ
と
だ
と
も
い
っ
て
い

る
。

　

雪
国
出
身
の
私
と
し
て
は
、
冬
は
ど
ん

な
場
所
で
も
住
め
る
と
い
う
の
は
疑
問
が

残
る
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
、
思
え
ば
昔
は

火
桶
や
火
鉢
の
よ
う
な
暖
を
取
る
器
具
は

あ
っ
て
も
、
涼
を
取
る
た
め
の
器
具
と
い
っ

た
ら
何
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
せ
い
ぜ
い

団
扇
や
扇
子
く
ら
い
し
か
思
い
つ
か
な
い
。

で
も
、
た
と
え
今
の
冷
房
機
器
に
匹
敵
す

る
も
の
が
な
く
て
も
、
か
わ
り
に
昔
の
人

は
夏
を
快
適
に
過
ご
す
た
め
の
暮
ら
し
か

た
や
家
の
建
て
か
た
を
知
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

　

空
調
設
備
が
発
達
し
た
現
在
で
は
忘
れ

ら
れ
が
ち
な
、
風
土
に
基
づ
い
た
知
恵
や

工
夫
が
き
っ
と
こ
の
家
に
も
活
か
さ
れ
て

い
る
。
風
通
し
の
よ
い
間
取
り
が
そ
れ
を

物
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

古
民
家
に
暮
ら
す

　

羽
野
さ
ん
に
と
っ
て

こ
の
家
で
暮
ら
す
魅

力
と
は
、
夏
の
過
ご

し
や
す
さ
だ
け
で

は
な
い
。
薪
で
焚

く
お
風
呂
や
日
の
あ

た
る
縁
側
、
重
量
感
の

あ
る
梁
や
柱
、
木
戸
の
趣
な
ど
枚
挙
に
暇

が
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
生
活
リ
ズ

ム
が
違
う
な
か
で
も
と
き
に
協
力
し
あ
う

四
人
の
関
係
や
、
そ
こ
か
ら
広
が
る
人
の

輪
、
地
域
と
の
繋
が
り
も
大
き
な
魅
力
と

な
っ
て
い
る
。
見
せ
て
い
た
だ
い
た
ノ
ー

ト
に
は
住
人
同
士
の
伝
言
に
加
え
、
こ
こ

を
訪
れ
た
人
た
ち
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

に
ぎ
や
か
に
書
き
込
ま
れ
て
い
て
、
ペ
ー

ジ
を
め
く
る
ご
と
に
結
ば
れ
た
人
間
関
係

の
あ
た
た
か
み
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　
連
日
猛
暑
日
が
続
く
な
か
、
以
前
か
ら
興

味
が
あ
っ
た
古
い
造
り
の
家
を
訪
ね
る
と
、

そ
こ
に
は
現
代
の
冷
房
機
器
が
つ
く
り
だ
す

涼
し
さ
と
は
違
う
快
適
さ
が
あ
っ
た
。
私

は
、
先
人
が
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
知
恵
や

工
夫
を
背
後
に
感
じ
つ
つ
、
羽
野
さ
ん
た
ち

が
こ
の
家
を
介
し
て
広
が
る
人
の
輪
を
大
切

に
し
、
家
に
愛
着
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
い
る

姿
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
家
は
百
年
と
い
う
長
い
歳
月
を
経
て

も
な
お
住
居
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
最
初
は
過
去
の
遺
構
に
思
い
を
馳
せ
る

よ
う
な
感
覚
で
こ
の
家
を
見
て
い
た
け
れ

牛
丸
景
太
（
国
文
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真

蚊帳を張るお二人 玄関付近のようす
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     初夏の公園
　　　　　　～木陰をさがす～

都
留
に
来
て
一
年
目
の
夏
、
よ
く
散
歩
を
し
て
い

た
。
街
並
み
を
知
り
た
く
て
始
め
た
も
の
だ
っ
た

が
、
気
が
付
く
と
毎
回
同
じ
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
し

ま
う
。
な
ん
と
な
く
、
公
園
の
前
を
通
り
た
く
な

る
。
公
園
が
創
り
出
す
独
特
の
雰
囲
気
に
、
ま
だ

馴
染
み
の
な
か
っ
た
都
留
で
の
く
ら
し
へ
の
緊
張

感
が
和
ら
ぐ
よ
う
な
感
覚
が
あ
っ
た
。
都
留
に
住

ん
で
３
年
が
過
ぎ
、
ふ
と
公
園
の
こ
と
を
思
い
出

し
、
あ
の
不
思
議
な
魅
力
に
ふ
れ
た
く
な
っ
て
、

都
留
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
園
を
訪
ね
て
み
た
。

　

６
月
17
日
の
午
後
1
時
前
、
友
人
と
大
学
を
出

発
。
日
差
し
が
強
い
。
最
初
に
、
田
原
に
あ
る
二

の
側
公
園
に
向
か
う
。
と
て
も
小
さ
な
公
園
で
、

屋
根
の
付
い
た
ベ
ン
チ
と
２
台
の
滑
り
台
が
一
体

と
な
っ
て
い
る
遊
具
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

日
の
快
晴
の
空
に
、
鮮
や
か
な
色
づ
か
い
の
遊
具

は
よ
く
映
え
て
い
て
、
久
し
ぶ
り
に
遊
具
で
遊
ん

で
み
た
く
な
っ
た
。
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
は
し
ご

を
上
っ
て
滑
っ
た
が
あ
ま
り
に
も
あ
っ
と
い
う
間

に
滑
り
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
ち
ょ
っ
と
物
足
り
な

か
っ
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う

に
は
公
園
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
な
い
と
感
じ
て
、

少
し
寂
し
く
思
え
た
が
、
そ
れ
で
も
変
わ
ら
な
い

自
分
の
な
か
の
公
園
の
魅
力
は
何
な
の
か
と
思
う
。

気
温
が
30
℃
を
超
え
て
日
差
し
が
強
さ
を
増
す
な

か
、
次
の
公
園
に
向
か
う
ペ
ダ
ル
を
こ
ぐ
足
に
力

が
入
る
。

　

目
指
し
た
の
は
、
下
谷
に
あ
る
白
木
山
公
園
。
地

図
で
は
山
の
ふ
も
と
に
位
置
し
て
い
た
の
で
、
木

陰
の
た
く
さ
ん
あ
る
緑
豊
か
な
公
園
を
想
像
し
な

が
ら
向
か
う
。
示
さ
れ
た
場
所
に
着
い
て
も
公
園
ら

し
い
も
の
が
見
当
ら
ず
、
心
身
と
も
に
暑
さ
に
弱
っ

て
き
た
の
で
、
近
く
に
あ
っ
た
文
化
会
館
の
職
員
の

方
に
尋
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
方
の
お
話
に

よ
る
と
、公
園
は
文
化
会
館
の
裏
に
あ
る
も
の
だ
が
、

落
石
が
あ
っ
た
の
で
現
在
は
封
鎖
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
だ
。
許
可
を
く
だ
さ
っ
た
の
で
ロ
ー
プ
を
潜
っ

て
入
る
と
、
草
木
が
生
い
茂
っ
て
い
て
、
少
し
広
い

山
道
の
よ
う
だ
っ
た
。
後
日
調
べ
て
み
る
と
、
こ

こ
は
風ふ

う
ち致

公
園
と
い
う
、
景
観
を
味
わ
う
た
め
の

公
園
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
日
の
最
後
に
、
城
南
公
園
を
訪
れ
た
。
足

を
踏
み
入
れ
る
の
は
２
年
ぶ
り
だ
っ
た
。
白
木
山

公
園
か
ら
こ
の
公
園
ま
で
が
緩
や
か
な
上
り
坂
に

な
っ
て
い
た
う
え
に
、
到
着
し
た
午
後
３
時
ご
ろ

は
こ
の
日
の
最
高
気
温
の
35
℃
と
な
っ
て
い
て
、

へ
と
へ
と
だ
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
着
い
て
す

ぐ
目
に
つ
い
た
の
は
、
ブ
ラ
ン
コ
の
あ
る
一
画
。

隣
に
大
き
な
木
が
あ
り
、
枝
葉
が
よ
く
茂
っ
て
い

て
、
ブ
ラ
ン
コ
の
あ
る
場
所
に
木
陰
を
つ
く
っ
て

い
る
。
楽
し
そ
う
、と
い
う
よ
り
涼
し
く
な
り
た
い
、

と
い
う
欲
求
か
ら
ブ
ラ
ン
コ
で
遊
び
た
く
な
っ
た
。

木
陰
の
も
と
で
の
風
を
切
る
ブ
ラ
ン
コ
遊
び
は
想

像
以
上
に
涼
し
く
て
、
ま
た
思
っ
て
い
た
よ
り
楽

し
か
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

＊          

　
７
月
13
日
、
午
後
12
時
半
ご
ろ
出
発
。
都
留
市
玉

川
に
あ
る
、
玉
川
公
園
に
向
か
っ
た
。
運
動
場
が

あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
外
に
は
植
え
込
み
や
遊
具

城南公園　6月 17 日撮影

二の側公園　6月 17 日撮影

白木山公園　6月 17 日撮影
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玉川公園　7月 13 日撮影

　
つ
る
ぶ
ん
か

だ
い
が
く
ま
え

　やむらまち

　　
つる
し

あかさか

二の側公園

楽山公園

城南公園

白木山公園

玉川公園

139

711

楽山公園　7月 27 日撮影

　訪ねた公園MAP 

も
あ
る
、
今
回
訪
ね
た
な
か
で
一
番
広
い
公
園
だ
っ

た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
隅
に
は
木
陰
と
な
っ
て
い
る

一
画
が
あ
り
、
ベ
ン
チ
も
７
、
８
台
あ
っ
て
、
運
動

場
を
見
渡
せ
る
位
置
に
あ
る
。
こ
の
日
も
30
℃
を

超
え
る
じ
り
じ
り
と
し
た
暑
さ
で
、
枝
葉
が
お
と

す
シ
ル
エ
ッ
ト
に
包
ま
れ
て
水
分
補
給
を
す
る
と

ほ
っ
と
し
た
。
と
き
お
り
吹
く
弱
い
風
が
、
木
の

葉
を
や
さ
し
く
揺
ら
す
シ
ャ
ワ
シ
ャ
ワ
と
い
う
音

が
心
地
良
く
、
日
々
誰
も
訪
れ
な
い
時
間
も
こ
ん

な
空
間
・
瞬
間
が
存
在
し
て
い
る
と
思
う
と
、
何

だ
か
も
っ
た
い
な
く
感
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

＊　

　

７
月
27
日
、
午
後
3
時
に
友
人
と
出
発
。
楽
山

公
園
に
散
歩
に
行
く
。
授
業
で
何
度
も
歩
い
た
場

所
だ
っ
た
け
れ
ど
、
季
節
と
と
も
に
雰
囲
気
も
大

き
く
変
わ
っ
て
い
た
。
入
っ
て
す
ぐ
、
20
〜
30
ｍ

ほ
ど
続
く
見
ご
ろ
の
青
紫
の
ア
ジ
サ
イ
に
目
を
奪

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
散
策
し
て
い
る
あ
い
だ
中
ず
っ

と
夏
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
、
セ
ミ
の
鳴
き

声
だ
っ
た
。
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
の
ほ
か
に
、
ヒ
グ
ラ
シ

も
鳴
い
て
い
た
。
ま
た
、
春
と
変
わ
ら
ず
生
い
茂

る
木
々
は
日
差
し
を
さ
え
ぎ
っ
て
く
れ
て
、
夏
を

目
と
耳
で
感
じ
な
が
ら
、
爽
や
か
な
気
分
で
散
策

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

や
さ
し
い
、
す
ず
し
い
空
間

　

公
園
に
行
く
、
と
い
う
と
小
さ
い
こ
ろ
は
ひ
た
す

ら
動
き
回
っ
て
遊
ぶ
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
。
け

れ
ど
、
今
回
は
、
い
ろ
ん
な
公
園
を
訪
れ
て
、
夏

の
公
園
の
魅
力
は
、
木
陰
か
ら
眺
め
る
公
園
の
風

景
そ
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
冷
房
の

よ
く
効
い
た
屋
内
か
ら
ま
っ
た
く
違
う
世
界
の
よ

う
な
灼
熱
の
戸
外
に
出
て
、
落
差
に
麻
痺
し
そ
う

に
な
り
な
が
ら
、
公
園
で
木
陰
を
見
つ
け
、
ひ
と

休
み
す
る
。
子
ど
も
た
ち
、
ブ
ラ
ン
コ
、
散
歩
す
る

人
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
植
え
込
み
…
…
い
ろ

ん
な
要
素
が
作
り
出
す
空
間
は
、
き
っ
と
ど
こ
に

で
も
あ
る
風
景
だ
け
ど
、
少
し
離
れ
て
眺
め
て
い

る
と
、
そ
の
穏
や
か
さ
に
気
づ
い
て
、
す
ご
く
心

が
和
ん
だ
。

　

家
電
製
品
の
与
え
て
く
れ
る
無
機
質
で
均
一

な
涼
に
慣
れ
て
い
る
と
、
木
陰
か
ら
得
る
涼
は

さ
さ
や
か
で
物
足
り
な
い
よ
う
に
感
じ
る
か

も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
身
を
置
い
て
い
る
う

ち
に
、
と
き
ど
き
風
が
吹
い
た
り
少
し
陰
っ
た

り
し
て
で
き
る
、
む
ら
の
あ
る
す
ず
し
い
空
間

は
、
自
然
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う

な
感
じ
が
し
て
居
心
地
が
良
く
な
っ
て
く
る
。

　

２
年
前
は
す
ず
し
く
な
っ
て
か
ら
の
散
歩
だ
っ

た
が
、
今
回
は
炎
天
下
の
な
か
だ
っ
た
た
め
、
自

分
に
と
っ
て
の
公
園
の
魅
力
の
ほ
か
に
、
自
然
の

な
か
に「
す
ず
し
さ
」が
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
た
。

ど
ち
ら
も
最
近
の
自
分
に
と
っ
て
ひ
ど
く
非
日
常

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
今
回
の
体
験

を
き
っ
か
け
に
、
今
年
は
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
だ
け

で
は
な
い
、
も
っ
と
能
動
的
な
「
涼
」
み
方
を
楽

し
み
た
い
。　
　
　
　
　

　

          

平
井
の
ぞ
実(

英
文
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真



FIELD.NOTE 18

涼
どうやったら涼しくなるだろう
その答えは、きっと身体が知っている

自分の感覚を振り返って
さあ、どこへ行こう　何をしよう

野や山、まちで水辺や日影を探して近づいてみる
風の通る家を選んでみる

涼しくなる場所、涼しくなる方法は
感覚を頼りに探してみると
おのずと見えてくるかもしれない

み終えて涼み終えて
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FIELD.NOTE 20

H・D・ソローが『ウォールデン　森の生活』（今泉吉晴訳、
小学館）で示唆した散歩のほんとうの意味とは何か。散
歩をとおして見えてくるものとは。私たちは歩くことで、
変貌する自然やまちの今を記録し、フィールド・ミュー
ジアムのたのしみを報告していきます。

●文・写真　西教生（本学非常勤講師）

その事象に立ち会うということ

第 14回

クサギで吸蜜するカラスアゲハ
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羽化してすぐのアブラゼミ

アルマンモモアカアナバチの巣

ソ
ロ
ー
は『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン　
森
の
生
活
』で
、

池
の
水
温
の
変
化
を
例
に
「
一
日
は
一
年

の
縮
図
で
す
。
夜
は
冬
、
朝
は
春
、
昼
は
夏
、
そ
し

て
夕
方
は
秋
で
す
」（
第
一
七
章　
「
春
」）
と
書
き
、

小
さ
な
世
界
に
大
き
な
全
体
を
見
る
と
い
う
観
察
の

一
例
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
表
現
が
と
て

も
気
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
自
然
観
察
を
お

こ
な
う
さ
い
に
重
要
な
視
点
で
も
あ
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。

　
一
日
の
な
か
で
も
気
温
や
日
照
条
件
は
大
き
な
変

化
が
あ
り
、
生
き
も
の
が
活
発
に
活
動
を
す
る
時
間

帯
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
ま

す
。
夏
の
散
歩
の
た
の
し
み
の
ひ
と
つ
は
、
昆
虫
を

観
察
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
ヒ
グ
ラ
シ
の

声
を
聞
い
た
り
、
そ
の
透
明
の
翅
を
見
た
い
と
望
む

の
な
ら
、
晴
れ
た
日
に
は
午
後
遅
く
に
山
に
行
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
春
か
ら
夏
の
終
わ
り
に
か

け
て
、
山
に
は
い
ろ
い
ろ
な
花
が
咲
き
ま
す
が
、
そ

こ
に
来
る
チ
ョ
ウ
や
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
仲
間
な
ど
の

昆
虫
を
見
る
に
は
、
昼
前
か
ら
出
掛
け
る
の
が
い
い

で
し
ょ
う
。

　

昆
虫
が
生
き
て
い
る
小
さ
な
世
界
の
時
間
か
ら
、

彼
ら
の
暮
ら
し
を
考
え
た
と
き
、
私
た
ち
が
目
に
す

る
事
象
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
偶
然
で
あ
り
、
予
想
の
で
き

な
い
出
会
い
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
あ
る
日
、
物
置
の
上
に
置
い
て
あ
っ
た
竹
の
穴
に

コ
ケ
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
竹
や
木
の
穴
に

コ
ケ
を
詰
め
て
巣
を
作
る
の
は
、
ア
ル
マ
ン
モ
モ
ア

カ
ア
ナ
バ
チ
で
す
。
ハ
チ
の
姿
を
確
認
で
き
な
く
て

も
、そ
れ
と
わ
か
る
痕
跡
に
気
づ
け
ば
出
会
え
ま
す
。

ま
た
あ
る
日
の
夕
方
、
羽
化
中
の
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
を
見

つ
け
、
そ
の
場
面
に
立
ち
会
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は

決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
普
段
の

生
活
で
は
あ
ま
り
目
に
し
な
い
事
柄
で
す
。
自
分
の

日
常
の
な
か
で
起
こ
る
出
来
事
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
の
不
思
議
さ
に
見
入
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
彼

ら
が
近
く
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
嬉
し
さ
と
も

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
あ
る
事
象
に
立
ち
会
い
、
見
届
け
る
こ
と
は
、
そ

の
も
の
と
深
く
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
お
そ

ら
く
、
そ
こ
に
長
い
時
間
は
必
要
で
は
な
く
、
大
き

な
全
体
を
捉
え
る
視
点
で
見
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ

て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
日
々
、広
く
、遠
く
歩
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
観
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。



FIELD.NOTE 22

身の丈にあった技で自然と接する

●文・写真　北垣憲二（本誌発行人）

　
７
月
27
日
、
水
田
で
水
見
を
す
る
清
水
貞て

い
い
ち

一
さ
ん

（
88
）
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
近
ご
ろ
は
ス
ズ
メ
や

ト
ン
ボ
の
姿
を
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
と
貞
一

さ
ん
は
言
い
ま
す
。
２
０
０
９
年
な
ど
は
米
の
収
穫

前
に
防
鳥
ネ
ッ
ト
が
い
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

う
い
え
ば
今
年
の
春
は
チ
ョ
ウ
が
ず
い
ぶ
ん
減
っ
た

と
い
う
話
も
大
学
内
で
聞
き
ま
し
た
が
、
こ
の
夏
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
貞
一
さ
ん
と
お
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
水
田
の

よ
う
す
が
こ
れ
ま
で
と
違
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し

た
。
十
日
市
場
で
は
豊
富
な
湧
き
水
で
稲
作
を
し
て

い
ま
す
。
湧
き
水
は
稲
作
を
す
る
に
は
水
温
が
低
い

た
め
、
こ
の
あ
た
り
で
は
水
田
の
畦
に
沿
う
よ
う
に

水
路
を
つ
く
り
ま
す
。
湧
き
水
は
水
路
を
通
る
う
ち

に
温
か
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
今
年
は
貞
一
さ

ん
の
水
田
に
こ
の
水
路
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
長
年
、
稲
作
を
や
っ
て
き
て
土
地
の
保
水
力
が
高

く
な
っ
て
き
た
そ
う
で
す
（
貞
一
さ
ん
は
「
水
持
ち

が
よ
く
な
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
）。
水
田

に
取
り
入
れ
る
水
量
を
少
な
く
し
て
も
干
上
が
る
こ

と
は
な
く
水
温
も
高
く
維
持
で
き
る
は
ず
。
そ
の
よ

う
に
考
え
て
今
年
は
水
路
な
し
で
稲
を
育
て
て
み
る

こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。
こ
の
決
断
は
長
年
の
経
験

尾崎山に残る馬
うまみち

道の跡（左側の窪地）。右の林道は現在、遊歩道となっている（2011年7月27日撮影）
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か
ら
導
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。
貞
一
さ
ん
の
判
断
と

技
に
稲
は
ど
の
よ
う
に
応
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

か
ら
生
長
が
た
の
し
み
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
貞
一
さ
ん
の
水
田
か
ら
は
大
学
裏
の
尾
崎
山
が
一

望
で
き
ま
す
。
そ
し
て
尾
崎
山
を
指
し
な
が
ら
、
む

か
し
の
山
仕
事
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
冬
期
は
毎
日
の
よ
う
に
尾
崎
山
に
通
っ
て
い
た

の
で
地
形
の
細
部
ま
で
覚
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
伐
採
し
た
木
の
運
搬
の
た
め
に
１
９
４
３
年
か
ら

１
９
６
５
年
こ
ろ
ま
で
馬
と
と
も
に
稜
線
あ
た
り
ま

で
よ
く
登
っ
た
と
言
い
ま
す
。
馬
で
木
材
を
山
か
ら

運
び
出
す
仕
事
を
こ
の
あ
た
り
で
は
「
ズ
ル
ビ
キ
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
十
日
市
場
だ
け
で
も
当
時
９
人

ほ
ど
が
こ
の「
ズ
ル
ビ
キ
」を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
現
在
の
田
原
の
滝
付
近
に
、
マ
ツ
や
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
、
線
路
の
枕
木
に
使
う
ク
リ
を
運
び
出
し
た

よ
う
で
す
。

　
木
材
を
運
び
出
す
道
は
、
地
主
に
迷
惑
を
か
け
な

い
よ
う
た
い
て
い
土
地
と
土
地
と
の
境
界
を
縫
う
よ

う
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
今
で
も
そ
の
跡
が

あ
る
は
ず
だ
よ
、
と
馬
道
の
位
置
を
教
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

　
私
は
さ
っ
そ
く
馬
道
の
今
を
確
か
め
る
た
め
に
尾

崎
山
に
向
か
い
ま
し
た
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
る
照

り
返
し
が
厳
し
い
道
路
と
は
異
な
り
、
森
の
な
か
は

適
度
に
湿
り
気
を
含
ん
だ
風
が
吹
き
抜
け
て
い
き
ま

す
。
森
に
入
り
20
分
ほ
ど
歩
く
と
、
山
道
に
沿
う
よ

う
に
つ
づ
く
幅
２
m
ほ
ど
の
窪
み
に
気
づ
き
ま
し

た
。
こ
れ
が
貞
一
さ
ん
の
言
う
馬
道
の
跡
で
す
。
そ

の
よ
う
に
教
え
て
い
た
だ
か
な
い
限
り
、
こ
の
窪
み

が
ど
う
し
て
で
き
た
も
の
な
の
か
私
に
は
ま
っ
た
く

分
か
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
貞
一
さ

ん
は
山
道
を
、
馬
は
木
材
を
曳
き
な
が
ら
そ
の
脇
を

歩
い
た
の
で
し
ょ
う
。
人
が
山
仕
事
で
行
き
交
い
賑

や
か
だ
っ
た
と
い
う
こ
の
森
の
当
時
の
よ
う
す
が
目

に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

　
尾
崎
山
の
馬
道
は
、
役
目
を
終
え
て
か
ら
す
で
に

50
年
近
く
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
い
ま
で
は

山
道
と
の
区
別
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
馬
が
木
材

を
運
搬
し
て
で
き
た
道
に
は
落
ち
葉
が
厚
く
積
も

り
、
堆
肥
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

良
質
な
土
が
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ミ
ミ
ズ
も
豊
富

な
の
で
し
ょ
う
。
モ
グ
ラ
の
ト
ン
ネ
ル
が
縦
横
に

走
っ
て
い
ま
す
。

　
貞
一
さ
ん
は
こ
の
「
ズ
ル
ビ
キ
」
に
決
し
て
巨
大

な
機
械
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
ま
せ
ん
。
稲
作
も
ほ

と
ん
ど
一
人
で
こ
な
し
て
い
き
ま
す
。
自
ら
が
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
身
の
丈
に
あ
っ
た
技
で
自
然
と
接

す
る
こ
と
が
、
ゆ
た
か
な
自
然
の
再
生
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
稲
の
生
長
の
こ
れ
か
ら
を
見
据
え
対
応
す
る
力
が

あ
る
の
も
、
長
い
時
間
を
か
け
た
自
然
と
の
関
わ
り

の
な
か
で
て
い
ね
い
に
観
察
す
る
目
を
鍛
え
て
こ
ら

れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
日
々
の
散
歩
で
も
こ
う
し
た

力
は
養
え
る
は
ず
。
日
ご
と
も
っ
と
広
く
地
域
を
歩

け
、
と
背
中
を
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
尾
崎
山
の
森

に
わ
ず
か
に
痕
跡
を
残
す
か
つ
て
の
馬
道
を
歩
き
ま

し
た
。

これまでは田に水路をつくっていた

（2009年6月8日撮影）

貞一さんは今年、田に水路をつくら

なかった（2011年7月27日撮影）





これは、今年の６月から 7月にかけて、本学コミュニケーションホー
ル横の小径を通るたびにひろった、シラカシの葉です。シラカシがこ
の時期に葉を落とすこと、さまざまな色やかたち、模様をしているこ
とに、初めて気がつきました。模様をたどってゆくと、一枚いちまい
が地図のようです。

香西恵（社会学科３年）＝文・写真

ひろいもの
１．シラカシの葉

ひろったものをそのままのかたちで残しておきたい。

並べてみるとどんな世界がみえてくるのでしょう。

わたしの「ひろいもの」をご紹介します。
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初
取
材

６
月
20
日
（
月
）
曇
り
。
夕
方
、
友
人
か
ら
自

転
車
を
借
り
、
学
校
を
飛
び
出
す
。
取
材
の
目
的
は

都
留
市
在
住
の
奥お

く
た
か
ゆ
き

隆
行
氏
の
写
真
集
『
奥
隆
行
写

真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
「
仲
良

し
」(

27
頁
中
段
の
写
真
）
に
つ
い
て
の
取
材
だ
っ

た
。
そ
れ
に
は
小
高
い
場
所
に
位
置
す
る
西
涼
寺
の

前
で
、は
に
か
ん
だ
２
人
の
女
の
子
が
写
っ
て
い
る
。

彼
女
た
ち
が
カ
メ
ラ
か
ら
わ
ざ
と
目
線
を
は
ず
し
て

い
る
姿
が
愛
ら
し
い
。
古
い
写
真
を
見
て
い
る
と
、

現
実
味
の
な
い
も
の
に
も
思
え
た
り
、
何
だ
か
安
心

す
る
よ
う
な
懐
か
し
さ
も
感
じ
た
り
す
る
。
今
回
の

写
真
も
そ
う
だ
。
見
つ
め
て
い
る
と
、
純
粋
に
そ
の

写
真
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て

き
た
。今

回
の
取
材
先
は
、
都
留
市
駅
近
く
の
西
涼
寺

の
そ
ば
に
お
住
ま
い
の
小こ

い
け
と
し
な
り

池
利
成
さ
ん(

73)

宅
。

緊
張
で
呼
び
鈴
を
鳴
ら
す
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
時
間
ぴ
っ
た
り
に
家
か
ら
出
て
き
て
、
お
宅

へ
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。
さ
ら
に
姉
の
喜き

み

こ
三
子

さ
ん(

77
）
に
も
お
話
を
伺
う
こ
と
が
出
来
た
。
撮

影
時
期
は
寺
門
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
大
火

前
だ
と
い
う
。

大
火
の
記
憶
へ

こ
こ
で
の
大
火
と
い
う
の
は
、
昭
和
24
年
に
起

こ
っ
た
谷
村
の
大
火
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
小
学
生

だ
っ
た
小
池
さ
ん
姉
弟
。
大
火
が
発
生
し
た
日
に
は

遠
足
を
控
え
て
い
た
と
い
う
。
小
池
さ
ん
宅
は
、
大

蔵
が
残
っ
た
だ
け
で
、
家
は
全
焼
し
た
。

大
規
模
な
災
害
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
犠

牲
者
が
出
な
か
っ
た
の
は
不
幸
中
の
幸
い
だ
ろ
う
。

鎮
火
後
、
町
中
に
は
手
押
し
ポ
ン
プ
が
落
ち
て
い
た

と
い
う
。
現
在
と
比
べ
て
消
火
効
率
が
よ
い
と
は
い

え
な
い
が
、
自
力
で
水
を
汲
み
上
げ
て
消
火
す
る
方

法
が
当
時
は
多
く
採
用
さ
れ
て
い
た
。
火
の
手
は
、

人
の
手
に
よ
る
消
火
ス
ピ
ー
ド
よ
り
も
速
い
。
手
押

し
ポ
ン
プ
の
残
骸
は
、人
び
と
が
命
を
守
る
た
め
に
、

消
火
活
動
を
投
げ
出
し
て
で
も
避
難
す
る
と
い
う
勇

敢
な
選
択
を
し
た｢

証
拠
」
と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う

か
。
町
に
あ
っ
た
池
の
な
か
の
鯉
は
、
大
火
で
茹
だ

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
の
食
糧
難
で
、
死

ん
だ
鯉
を
食
べ
た
人
も
い
る
そ
う
だ
。
極
限
状
態
に

お
か
れ
た
人
々
の
行
動
が
、
私
に
と
っ
て
遠
い
こ
と

の
よ
う
に
思
っ
た
。

大
火
後
、
小
池
さ
ん
一
家
は
唯
一
残
っ
た
大
蔵

の
な
か
で
家
族
５
人
が
暮
ら
し
た
。
困
っ
た
の
は
ト

イ
レ
だ
っ
た
そ
う
だ
。
庭
に
穴
を
掘
っ
て
、
焼
け
残

っ
た
板
で
小
さ
な
小
屋
を
建
て
、
し
ば
ら
く
の
あ
い

だ
は
そ
こ
で
用
を
足
し
て
い
た
ら
し
い
。
さ
ぞ
不
便

だ
っ
た
だ
ろ
う
。
家
族
と
の
思
い
出
が
詰
ま
っ
た

「
家
」
を
失
っ
た
と
き
の
感
情
を
別
に
し
て
、
淡
々

と
大
火
の
お
話
を
さ
れ
る
小
池
さ
ん
姉
弟
の
姿
は
た

く
ま
し
い
。

私
は
お
話
を
聞
い
て
い
る
あ
い
だ
ず
っ
と
、
お

二
人
が
大
火
の
発
生
し
た
昭
和
24
年
を
軸
に
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を

一枚の古い写真から広がった、谷村の大火の記憶。

当時を知る都留在住の方にお話を伺った。

　　　　　　反保智栄 ( 英文学科 3年 )＝文・写真

現在のようす。西涼寺前

い ち ま い の
か ら写 真
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受
け
た
。
そ
し
て
、
お
二
人
の
話
の
内
容
が
衝
撃
的

で
あ
っ
た
の
も
そ
う
だ
が
、
記
憶
の
鮮
明
さ
に
た
だ

た
だ
、
感
心
し
て
い
た
。

町
の
変
化

現
在
、
大
火
の
面
影
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

は
最
後
に「
昔
と
都
留
の
町
は
変
わ
り
ま
し
た
か
？
」

と
尋
ね
る
と
、「
町
並
み
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い

な
い
」
と
利
成
さ
ん
。（
利
成
さ
ん
は
大
学
進
学
で

東
京
に
引
越
し
、13
年
前
ま
で
都
留
を
離
れ
て
い
た
）

強
い
て
言
う
な
ら
ば
こ
こ
10
年
ほ
ど
で
、
新
し
い
市

立
病
院
が
で
き
た
こ
と
、
都
留
文
科
大
学
前
駅
が
で

き
た
こ
と
く
ら
い
だ
そ
う
だ
。
利
成
さ
ん
に
と
っ
て

は
町
の
景
観
よ
り
も
、
都
留
で
暮
ら
す
人
び
と
の
変

化
の
ほ
う
が
印
象
的
な
よ
う
だ
。
昔
は
近
所
付
き
合

い
が
積
極
的
だ
っ
た
が
、
今
で
は
そ
れ
が
無
く
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
が
寂
し
い
と
い
う
。
小
池
さ
ん
の
ご

家
族
が
か
つ
て
「
小
池
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
下
宿

を
経
営
さ
れ
て
い
た
昭
和
30
年
ご
ろ
か
ら
昭
和
の
終

わ
り
に
お
い
て
も
学
生
の
変
化
を
感
じ
て
い
た
よ
う

だ
。
昭
和
の
半
ば
に
は
一
つ
屋
根
の
下
で
家
族
の
よ

う
な
交
流
を
し
て
い
た
学
生
た
ち
も
、
昭
和
の
終
わ

り
が
近
づ
く
と
雰
囲
気
は
変
わ
り
、
干
渉
を
好
ま
な

い
学
生
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。

「
つ
な
が
り
」

ふ
と
時
計
に
目
を
や
る
と
２
時
間
が
経
と
う
と

し
て
い
た
。
利
成
さ
ん
の
奥
様
の
カ
ツ
子
さ
ん
が
い

れ
な
お
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
茶
を
い
た
だ
き
そ
ろ
そ

ろ
お
暇い

と
ま

し
よ
う
と
し
た
時
、
利
成
さ
ん
が
ま
た
お

い
で
な
さ
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
私
は
素
直
に
嬉
し

く
な
っ
た
。
家
を
出
て
、
今
回
の
話
の
き
っ
か
け
に

な
っ
た
写
真
の
撮
影
場
所
、
西
涼
寺
の
前
に
立
っ
て

左 : 喜三子さんと一緒に
右 : 西涼寺前の小径

み
る
。
昼
間
の
暑
さ
が
遠
の
い
て
い
る
。
私
は
、
伺

っ
た
お
話
を
ま
だ
全
部
は
咀
嚼
で
き
ず
に
い
た
。
た

だ
、
新
し
い
出
会
い
の
新
鮮
さ
の
よ
う
な
も
の
に
ど

き
ど
き
し
て
い
た
。
自
分
の
足
で
現
場
に
行
き
、
そ

こ
の
空
気
を
吸
い
、
雰
囲
気
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、

そ
の
出
会
い
の
喜
び
を
あ
じ
わ
う
こ
と
が
で
き
た
よ

う
に
思
う
。

取
材
中
、
相
手
が
本
当
に
伝
え
た
い
こ
と
は
何

か
聞
き
出
す
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
て
い
た
。
も

し
か
す
る
と
小
池
さ
ん
が
伝
え
た
い
こ
と
と
、
じ
っ

さ
い
に
口
か
ら
出
る
言
葉
は
す
こ
し
ズ
レ
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聞
く
側

の
私
が
語
り
手
の
表
情
や
し
ぐ
さ
か
ら
、
自
分
と
の

「
つ
な
が
り
」
を
想
像
す
る
力
が
い
る
と
思
う
。

今
回
は
、
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
当
時
に
想
い
を

馳
せ
て
初
め
て
、
小
池
さ
ん
の
想
い
が
伝
わ
っ
て
き

た
気
が
し
た
。
そ
れ
は
都
留
の
町
と
人
と
の
「
つ
な

が
り
」、都
留
の
過
去
か
ら
現
在
へ
の
「
つ
な
が
り
」、

ま
た
、
都
留
の
人
び
と
と
私
自
身
の
「
つ
な
が
り
」

を
実
感
で
き
た
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。

◇
中
段
の
写
真
…
「
仲
良
し
」
昭
和
22
年
、西
涼
寺
前
で
撮
影
。

寺
門
は
大
火
で
焼
失(

本
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
部
門

『
奥
隆
行
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
よ
り)
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「
こ
ん
な
店
が
あ
る
ん
だ
」

こ
の
思
い
が
私
と
三さ

ん
ち
ょ
う

町
商
店
街
の
出
会
い
だ
っ
た
。

　

私
が
都
留
市
駅
の
近
く
に
あ
る
三
町
商
店
街
を

知
っ
た
の
は
、
本
学
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
」
と
い

う
授
業
で
い
っ
た
「
宝
の
山
ふ
れ
あ
い
の
里　
ネ
イ

チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
の
帰
り
道
。

　
今
年
の
春
に
都
留
へ
や
っ
て
き
た
私
は
、
都
留
に

つ
い
て
ま
だ
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
。
地
元
と
は
違
っ

た
空
気
や
雰
囲
気
に
慣
れ
よ
う
と
必
死
な
状
態
で
、

街
を
見
て
回
る
余
裕
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
け
れ

ど
「
宝
の
山
ふ
れ
あ
い
の
里　

ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
」
か
ら
大
学
に
帰
る
途
中
、
バ
ス
の
な
か
か

ら
ぼ
ん
や
り
と
外
を
見
て
い
た
私
の
目
に
、
あ
る
光

景
が
映
っ
た
。

「
…
…
商
店
街
だ
」

商
店
街
は
私
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
も
の
だ
。

私
の
地
元
に
も
商
店
街
が
あ
る
。
そ
し
て
私
の
「
初

め
て
の
お
つ
か
い
」
は
、
近
所
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
経

営
す
る
小
さ
な
商
店(
と
い
っ
て
も
幼
い
こ
ろ
の
私

に
と
っ
て
は
何
で
も
揃
う
魔
法
の
お
店
だ
っ
た)

で

卵
を
買
っ
て
く
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
私

に
と
っ
て
の
商
店
街
は
、
買
い
物
の
し
か
た
を
学
ん

だ
場
所
で
も
あ
る
。

　
さ
っ
そ
く
三
町
商
店
街
に
い
っ
て
み
た
私
を
包
ん

だ
の
は
、
懐
か
し
い
空
気
だ
っ
た
。
商
店
街
は
ぶ
ら

ぶ
ら
し
て
い
る
だ
け
で
も
、新
し
い
発
見
が
あ
っ
て
、

楽
し
い
気
持
ち
に
し
て
く
れ
る
。
見
た
こ
と
の
な

い
野
菜
を
見
つ
け
た
り
、「
こ
の
お
店
素
敵
だ
な
ぁ
」

と
思
っ
て
眺
め
て
み
た
り
、
そ
ん
な
風
に
歩
い
て
回

り
楽
し
い
一
日
が
過
ご
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
何
回
か
三
町
商
店
街
を
訪
れ
て
か
ら
授
業
で
商
店

街
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
商
店

街
の
現
状
を
「
ナ
カ
ム
ラ
薬
店
」
の
金
巻
さ
ん
に
う

か
が
っ
た
。

　
三
町
商
店
街
は
横よ

こ
ま
ち町
、
田た

ま
ち町
、
栄さ

か
え
ま
ち町と
で
構
成
さ

れ
た
自
然
発
生
的
な
商
店
街
と
し
て
発
展
し
て
き
た

の
だ
が
、一
度
、昭
和
24
年
５
月
13
日
の「
谷
村
大
火
」

で
焦
土
と
化
し
た
ら
し
い
。
そ
こ
か
ら
人
々
が
力
を

合
わ
せ
て
復
興
を
続
け
、
今
の
商
店
街
と
な
っ
た
。

「
谷
村
大
火
」
の
さ
い
、
西
涼
寺
の
儀ぎ

し
ゅ
う
い
な
り
し
ゃ

秀
稲
荷
社
だ

け
が
焼
け
残
り
、
そ
れ
が
人
々
の
心
を
捉
え
５
月
13

日
の
祭
典
が
始
ま
っ
た
。「
十
三
」
を
「
と
み
」
と

呼
び
、｢

十と
み
の
い
ち

三
の
市｣

と
し
て
昭
和
34
年
４
月
か
ら

商
店
街
は
毎
月
13
日
に
共
同
大
売
出
し
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。

商
店
街と

私

駅から見た三町商店街 駅前通りの街灯
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ま
た
、
狐
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
十と

み
き
ち

三
吉
」
が
マ

ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
も
、
そ
の
儀
秀
稲
荷

社
が
関
係
し
て
い
る
。
三
町
商
店
街
の
そ
れ
ぞ
れ
の

店
の
看
板
に
は
「
十
三
吉
」
が
い
て
、
そ
の
下
に
は

四
字
熟
語
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
四
字
熟
語
は
店

ご
と
に
違
っ
て
、
少
し
変
え
て
あ
る
の
で
見
て
回

る
と
楽
し
い
。
私
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の
は

「
深
沢
食
料
品
店
」
の
四
字
熟
語
。「
千せ

ん
ざ
い
い
ち
ぐ
う

載
一
遇
」
を

「
鮮せ

ん
さ
い
い
ち
ぐ
う

菜
市
遇
」と
し
て
あ
る
。
見
た
時「
な
る
ほ
ど
！
」

と
思
っ
た
。

　
三
町
商
店
街
は
固
定
客
が
多
く
、
お
客
さ
ん
と
の

関
係
が
深
い
。
ま
た
、
商
店
街
の
役
員
の
方
々
が

十
三
の
市
で
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
な
ど
、
積
極
的

に
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
商
店
だ
け
で
は
な

く
、
病
院
、
金
融
機
関
、
市
役
所
、
小
学
校
な
ど
生

活
の
な
か
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
機
関
に
近
い

た
め
、
利
用
し
や
す
い
。
そ
し
て
休
憩
所
と
し
て
使

え
る
三
町
亭
が
あ
り
、
歩
き
疲
れ
た
時
の
ん
び
り
で

き
る
。

　
そ
ん
な
三
町
商
店
街
だ
が
、
客
の
減
少
や
後
継
者

の
不
足
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
私
の
地
元
で
も
経
営

が
上
手
く
い
か
な
く
な
っ
た
り
、
継
ぐ
人
が
い
な
く

て
続
け
ら
れ
な
く
な
り
、
看
板
を
下
ろ
し
て
し
ま
う

店
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
光
景
を
見
て
い
る
と
、
な
ん

だ
か
小
さ
い
こ
ろ
の
思
い
出
の
場
所
も
失
わ
れ
て
い

く
よ
う
で
悲
し
い
気
分
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
大
型
の
量
販
店
で
も
買
い
物
は
出
来
る
が
、
私
は

商
店
街
の
店
の
方
が
好
き
だ
。
人
と
向
き
合
っ
て
い

る
感
じ
が
す
る
し
、
オ
ス
ス
メ
の
商
品
も
聞
け
る
。

あ
と
、
名
前
を
覚
え
て
も
ら
っ
て
世
間
話
を
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
な
ん
と
な
く
、
く
す
ぐ
っ

た
く
て
温
か
い
気
持
ち
に
な
る
。
そ
ん
な
商
店
街
が

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
交
流
の
場
も
失
わ
れ
る

し
、
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と

寂
し
く
思
う
。

　
一
人
暮
ら
し
で
人
恋
し
く
な
っ
て
、
少
し
散
歩
し

て
み
た
い
気
分
に
な
っ
た
時
、
商
店
街
に
行
く
と
人

と
触
れ
合
え
、
ま
た
故
郷
の
よ
う
な
懐
か
し
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
店
街
は
私
に
と
っ
て
の
故

郷
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
し
て
、
新
し
い
発

見
や
出
会
い
を
与
え
て
く
れ
る
場
で
も
あ
る
。
こ
れ

か
ら
も
商
店
街
を
訪
れ
て
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　岩
佐
志
保
（
社
会
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

（右写真）三町商店街のマスコットキャラクター

｢十三吉｣ と四字熟語の看板。あなたのお気に入

りを探してみてはどうだろうか

商店街の休憩所である三町亭



材
と
一
緒
に

　
６
月
25
日
に
お
会
い
し
た
の
は
、
都
留
市
宝
に
お

住
ま
い
の
高た

か
べ部
公ま
さ
し
さ
ん
（
72
）。
小
麦
色
に
焼
け
た

肌
で
、
顔
を
し
わ
く
ち
ゃ
に
し
て
笑
う
姿
が
子
ど
も

の
よ
う
に
元
気
な
印
象
を
受
け
た
。
高
部
さ
ん
は
趣

味
で
、
お
も
に
木
材
を
使
っ
た
も
の
づ
く
り
を
し
て

い
る
。
ご
自
宅
の
居
間
に
あ
る
棚
の
上
に
は
、
高
さ

30
㎝
ほ
ど
の
真
っ
赤
な
ポ
ス
ト
が
飾
ら
れ
て
い
た
。

見
た
目
が
ピ
カ
ピ
カ
し
て
い
た
の
で
、
鉄
か
何
か
で

で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
ど
こ
か
で
買
っ
た
も

の
か
な
と
思
い
伺
う
と
「
全
部
木
で
つ
く
っ
て
る
ん

だ
よ
」と
言
う
高
部
さ
ん
。
木
の
な
か
を
く
り
抜
き
、

６
つ
の
パ
ー
ツ
を
組
ん
で
つ
く
っ
た
と
い
う
。
じ
つ

は
こ
の
ポ
ス
ト
は
１
円
玉
や
５
円
玉
を
入
れ
る
貯
金

箱
に
な
っ
て
い
る
。
以
前
貯
め
て
い
た
缶
の
貯
金
箱

が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
の
で
、
代
わ
り
に
こ
の
ポ
ス

ト
を
貯
金
箱
に
し
た
ら
し
い
。「
だ
け
ど
、
お
金
を

取
り
出
す
穴
が
な
い
か
ら
、
取
り
出
す
と
き
に
は
壊

さ
な
い
と
」
と
、
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
。

　
ほ
か
に
は
ど
ん
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
う
思
っ
て
い
る
と
、
高
部
さ
ん
が
「
あ
そ
こ

に
あ
る
の
は
全
部
つ
く
っ
た
も
の
だ
よ
」
と
隣
の
部

屋
を
指
差
す
。
そ
こ
に
は
、
木
材
で
つ
く
ら
れ
た
多

だれかのために「つくる」。自分の趣味で「つくる」。
本、料理、彫刻、物語……さまざまな種類のものを「つ
くる」。「つくる」にはたくさんの想いと形がある。
私は自分の想いを形にすることが好きだ。でも、なぜ
想いを形にしたいのか、どうして「つくる」ことが好
きなのか。そもそも「つくる」ってなんだろう。
ものづくりをする方とのお話をとおして、「つくる」
ことをあらためて考えてみる。

「つくる」をみつめる　第１篇

夢中になる
　　ものづくり

部屋に置いてある高部さんの作品。
中央にあるのが全長 60㎝ほどある特大けんだま
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く
の
作
品
が
置
い
て
あ
っ

た
。
さ
っ
そ
く
近
く
で
よ
く

見
て
み
る
。
年
輪
が
き
れ
い

な
模
様
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
テ
ー
ブ
ル
や
大
き
さ
が
違

う
お
盆
、
臼う

す
や
わ
な
げ
、
特

大
け
ん
だ
ま
…
…
と
実
用
品
か
ら
遊
び
道
具
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
あ
っ
た
。
臼
な
ど
の
大
き
い

も
の
は
１
週
間
か
か
る
が
、
お
盆
な
ど
の
小
さ
い

も
の
だ
と
１
時
間
で
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
う
。

　
高
部
さ
ん
は
、
昔
か
ら
家
族
の
な
か
で
自
分
だ

け
も
の
づ
く
り
が
好
き
だ
っ
た
ら
し
い
。
い
つ
ご

ろ
か
ら
本
格
的
に
始
め
た
の
か
を
伺
う
と
、「
定

年
退
職
し
た
ら
つ
く
り
始
め
た
い
と
思
っ
て
た
」

と
の
こ
と
。
じ
っ
さ
い
は
、
退
職
す
る
５
年
く
ら

い
前
か
ら
も
の
づ
く
り
を
始
め
て
い
て
、
も
う
今

年
で
20
年
く
ら
い
に
な
る
。

　

高
部
さ
ん
は
自
己
流
で
も
の
づ
く
り
を
す
る
。

雑
誌
や
新
聞
の
写
真
を
見
て
「
こ
れ
を
つ
く
り
た

い
な
」
と
直
感
的
に
思
っ
た
も
の
を
切
り
抜
き
、

高
部
さ
ん
お
手
製
の
帳
面
に
貼
る
。
そ
れ
を
見
本

に
し
て
も
の
を
つ
く
る
。
設
計
図
は
書
か
な
い
。

「
適
当
に
木
を
切
っ
て
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
大
き
さ
は
こ
れ
が
で
き
そ
う

右：作業場にある、木を削る機械
左：乾燥中の木材

だ
な
、
っ
て
い
う
の
が
自
然
と
わ
か
る
か
ら
、
そ
の

感
覚
で
つ
く
っ
て
い
る
」

　

木
を
見
た
だ
け
で
完
成
し
た
形
が
パ
ッ
と
浮
か

び
、
感
じ
た
ま
ま
に
つ
く
る
。
材
料
を
材
料
と
し
て

と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
一
緒
に
も
の
を
つ
く
っ
て

い
く
相
棒
と
し
て
、
対
話
を
し
な
が
ら
形
に
し
て
い

く
と
い
う
感
覚
な
の
か
な
と
思
っ
た
。

　
家
の
裏
に
あ
る
作
業
場
の
小
屋
に
案
内
し
て
も
ら

う
。
小
屋
の
隣
に
は
山
で
切
っ
て
き
た
り
、
仲
間
う

ち
で
も
ら
っ
た
り
し
た
サ
ク
ラ
や
ケ
ヤ
キ
、
イ
チ
イ

と
い
っ
た
木
材
が
置
い
て
あ
っ
た
。「
切
っ
て
す
ぐ

に
使
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
し
ば
ら
く
乾
か
し
て
か
ら

使
う
の
が
い
い
」
と
言
う
高
部
さ
ん
。
だ
か
ら
こ
れ

ら
の
木
材
は
乾
燥
中
だ
と
い
う
。
高
部
さ
ん
は
「
畑

を
や
っ
て
い
る
か
ら
、
作
業
は
ほ
と
ん
ど
冬
に
や
っ

て
る
。
そ
れ
に
、
夏
場
だ
と
暑
く
て
ね
」
と
し
み
じ

み
と
言
う
。
作
業
場
の
小
屋
は
屋
根
が
低
く
、
窓
も

少
な
い
。
た
し
か
に
、
暑
い
日
に
作
業
場
に
こ
も
る

の
は
大
変
そ
う
だ
。

「
つ
く
る
」
を
楽
し
む

　
高
部
さ
ん
は
つ
く
っ
た
も
の
を
紹
介
し
て
く
だ
さ

る
た
び
に
「
い
た
ず
ら
ば
っ
か
し
て
る
」
と
言
い
な

が
ら
楽
し
そ
う
に
子
ど
も
の
よ
う
な
笑
顔
を
浮
か
べ

て
い
た
。
つ
く
れ
る
も
の
や
興
味
が
あ
る
も
の
は
、

何
で
も
す
ぐ
に
つ
く
る
。

「
つ
く
っ
た
も
の
を
自
分
で
使
う
こ
と
は
あ
ま
り
な

く
て
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
眺
め
る
の
が
い
い
ん

だ
よ
ね
」

そ
う
言
っ
て
い
た
高
部
さ
ん
に
と
っ
て
「
つ
く
る
」

と
は
何
か
を
伺
う
と
、「
生
き
が
い
」
で
あ
り
「
一

番
楽
し
い
時
間
」
だ
と
言
う
。
つ
く
る
行
為
そ
の
も

の
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
姿
が
す
て
き
だ
な
あ
と

思
い
な
が
ら
何
度
も
頷
く
。

　

初
め
て
高
部
さ
ん
が
つ
く
っ
た
も・

・の
を
見
た
と

き
、
不
思
議
と
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
、
ず
っ
と
見

て
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。
お
話
を
伺
っ

て
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
高
部
さ
ん
が
楽

し
ん
で
つ
く
っ
て
い
た
想
い
が
、
も・

・の
か
ら
も
感
じ

ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
っ
た
。
私
も
、
た
と
え
ば
『
フ

ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
を
数
十
年
後
に
読
み
返
し
て

み
て
、
自
分
が
書
い
た
記
事
か
ら
、
取
材
の
と
き
や

記
事
を
つ
く
っ
て
い
る
と
き
に
感
じ
た
想
い
や
経
験

し
た
こ
と
を
再
び
味
わ
え
た
ら
い
い
な
と
思
う
。

　
も・

・の
が
、
つ
く
っ
た
人
を
語
る
。
私
も
、
も・

・の
と

そ
ん
な
関
係
を
築
い
て
い
け
た
ら
、「
つ
く

る
」
こ
と
が
も
っ
と
好
き
に
な
れ
そ
う
だ
。

　
　前
澤
志
依
（
国
文
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真

使用済みの荷物用テープ（青色と黄色）で編んだカゴ
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軽
快
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
日
本
語
の
ラ
ジ

オ
か
ら
、
ト
ル
コ
の
「
ネ
イ
」
と
い
う
笛

の
音
色
に
変
わ
り
ま
す
。
抑
揚
が
効
い
て
い
て
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
、
そ
し
て
ど
こ
か
涼
し
げ
な
音
色
で

す
。「
日
本
で
い
う
尺
八
の
よ
う
な
も
の
」
と
説
明

し
て
く
れ
る
の
は
、
ジ
ェ
ン
ギ
ズ
・
デ
ィ
ク
ド
ゥ
ム

シ
ュ
さ
ん
（
45
）。
ト
ル
コ
の
首
都
ア
ン
カ
ラ
で
生

ま
れ
育
ち
、
今
は
こ
こ
上
野
原
市
棡ゆ

ず
り
は
ら原

に
建
て
た

工
房
で
陶
芸
家
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

ジ
ェ
ン
ギ
ズ
さ
ん
の
つ
く
る
湯
呑
み
や
お
皿
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
水
色
を
表
に
出
し
た
も
の
が
多
い

印
象
で
す
。

「
ト
ル
コ
で
は
空
色
を
つ
か
う
こ
と
が
多
い
文
化
で

す
か
ら
」

と
話
す
ジ
ェ
ン
ギ
ズ
さ
ん
は
、
日
本
で
好
ま
れ
る
色

と
、
ト
ル
コ
で
好
ま
れ
る
色
を
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で

こ
う
説
明
し
ま
す
。

「
日
本
の
色
は
、
抑
え
の
効
い
た
、
で
も
よ
く
見
る

と
飽
き
な
い
色
で
、
も
や
の
か
か
っ
た
森
の
な
か
に

合
う
よ
う
な
色
。
ト
ル
コ
で
は
色
が
は
っ
き
り
し
な

い
と
ケ
チ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
向
こ
う
は
太
陽
が

ま
ぶ
し
い
の
で
。
花
は
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
か
バ
ラ

と
か
、
作
物
だ
と
東
の
ほ
う
は
ス
イ
カ
、
地
中
海
の

ほ
う
は
オ
レ
ン
ジ
、
内
陸
で
は
リ
ン
ゴ
な
ど
、
は
っ

小道の隅に付けられた小さな看板。良く見る
と、手書きで「ジェンギズ窯」と控えめに書
いてあります。あるときは看板の横に「セール」
と貼ってあることも。なんだか面白そうです。
看板が指し示す先は、車一台がようやく通れ
る細い道。人里離れた場所で暮らす、ジェン
ギズさんの工房を思いきって訪ねてみました。

ジェンギズ窯
を訪ねて

狩野慶（ゆずりはら少年自然の里）＝文・写真
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き
り
と
し
た
色
が
多
い
ん

で
す
」

　

小
道
に
付
け
ら
れ
た
手

作
り
の
小
さ
な
看
板
を
頼

り
に
し
な
け
れ
ば
、な
か
な

か
辿
り
着
け
そ
う
も
な
い

場
所
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ギ
ズ

さ
ん
の
工
房
。
隣
に
立
て

ら
れ
た
自
宅
は
、
大
き
な

屋
根
が
斜
め
に
つ
け
ら
れ

た
洋
風
の
家
。
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
今
の
よ
う
な
暮

ら
し
を
す
る
に
至
っ
た
の

か
興
味
が
湧
い
て
き
ま
す
。

　

美
術
科
と
陶
芸
科
の
二

つ
の
大
学
を
卒
業
す
る
ま

で
は
ト
ル
コ
で
暮
ら
し
て

い
た
と
い
う
ジ
ェ
ン
ギ
ズ
さ
ん
。そ
の
学
生
時
代
に
、

一
人
の
日
本
人
の
か
た
と
の
出
会
い
が
日
本
へ
向
か

う
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。「
今
で
は
70
代
」

と
い
う
そ
の
日
本
人
の
か
た
が
住
ん
で
い
た
マ
ン
シ

ョ
ン
に
は
少
し
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。当
時
、

そ
こ
に
は
水
が
と
お
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で

す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
ジ
ェ
ン
ギ
ズ
さ
ん
が
バ
ケ

ツ
に
く
ん
だ
水
を
し
ば
し
ば
運
ん
で
届
け
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、
し
だ
い
に
親
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。陶
芸
に
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
日
本
人
の

か
た
か
ら
、益ま

し
こ子

焼
で
有
名
な
栃
木
県
益
子
町
の
こ

と
を
紹
介
さ
れ
ま
す
。

「
言
葉
が
分
か
ら
な
く
て
も
、
目
の
前
の
こ
と
し
か

見
て
な
か
っ
た
で
す
か
ら
。
あ
ぁ
行
き
た
い
で
す
ね

と
言
っ
て
、
日
本
へ
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
」

当
時
25
歳
。
そ
れ
か
ら
７
年
間
、
益
子
町
で
研
修
生

と
し
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
い
だ

に
結
婚
も
し
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
棡
原
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

偶
然
テ
レ
ビ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
き
っ
か

け
だ
そ
う
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
独
立
し
よ
う
と
思
っ
て

い
た
頃
で
、
棡
原
の
素
朴
さ
と
静
か
さ
に
魅
か
れ
た

と
い
い
ま
す
。
移
り
住
ん
だ
当
初
は
地
域
の
か
た
か

ら
家
を
借
り
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
は
二
年
く
ら
い
で
ト
ル
コ
へ
帰
る
つ
も

り
が
、
今
年
で
日
本
に
移
り
住
ん
で
20
年
目
を
迎
え

ま
す
。

「
必
死
に
な
ん
で
も
吸
収
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た

か
ら
、
な
ん
だ
か
こ
れ
か
ら
な
に
が
起
き
て
も
不
思

議
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
」

ど
こ
か
俯
瞰
し
た
語
り
に
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
ま

す
。
い
っ
ぽ
う
で
、
も
っ
と
自
分
の
作
品
が
受
け
入

れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

か
、
20
年
後
く
ら
い
に
自
分
は
何
を
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
悩
み
や
不
安
は
尽
き
な
い
よ
う
で
す
。

そ
れ
で
も
「
悩
め
る
か
ぎ
り
、
ま
ぁ
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
」
と
あ
く
ま
で
前
向
き
で
す
。

　
ジ
ェ
ン
ギ
ズ
さ
ん
は
、
人
と
の
出
会
い
を
時
に
大

き
な
軸
と
し
な
が
ら
流
れ
る
よ
う
に
生
き
て
き
た
の

だ
な
、
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
少
し
見

か
た
を
変
え
る
と
、
積
極
的
に
生
き
か
た
を
選
び
取

っ
て
き
た
、
と
も
思
え
て
き
た
の
で
す
。「
悩
め
る

か
ぎ
り
、
ま
あ
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
語
り
に

少
し
勇
気
を
も
ら
っ
た
と
同
時
に
、
生
ま
れ
も
育
ち

も
大
き
く
違
う
ジ
ェ
ン
ギ
ズ
さ
ん
が
こ
う
し
て
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
生
き
る
姿
を
見
て
、
僕
自
身
、
今
ま
で

の
出
会
い
が
今
の
自
分
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

て
い
る
の
か
、
捉
え
直
し
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
さ
ら

に
丁
寧
に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
き
っ
か
け
に
な

る
よ
う
に
も
思
う
の
で
す
。

工房に並ぶ器。はっきりとした空色や千草（ちぐさ）色のものがある
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５

中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
今
昔

１号 特集：田畑
あずまや 完成N

今年から果樹園復活作業

ウメ、モモ、ビワ、キウイ
N

12号 外来種
～外国から来た生きものたち～

キウイに柵をつける

カワネズミの森づくり。石を

組んで一畳のワサビ田を数枚

つくる。カワネズミの隠れ家・

餌場に

N

15号 水辺の記憶
～こんな記憶もあったんだ～

クルミ、ハシバミを育てて

いる。スギの枝打ちをはじ

める。小屋前の小川に石組

みをつくる

N

O

｢新図書館｣のビオトープ(現

在の図書館横ビオトープの

こと)に植える苗を仕立てる

ため、十日市場の畑の一角

にスイカズラを５株植える

B

 0号 発刊！

ソーラーパネル

はじめました
N

２号 水

13号 キャンパスの
　　 自然財産を歩く

夏号
別冊フィールド・ノート

５号 水掛菜
～湧き水が育てた名脇役～

７号 味噌造り

９号 フィールドミュージアム
　　　　　　　　  へようこそ

11号 路上観察   
  ～わたしたちの、  憩いの場～

イノシシの被害あまりなし。

山芋、ジャガイモ、キュウリ

がイノシシに食べられる

N

３号 ゴミ

６号 冬じたく

８号 ①ワサビ
　　 ②野外へ誘う絵本

10号 山菜
～ちょっぴり苦い春の味～

14号 キャンパスの
　　  生きものの現

い ま

在

20022003
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の記憶

　

十
日
市
場
に
あ
る
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

柄ひ
し
ゃ
く
な
が
し

杓
流
川
沿
い
に
あ
り
、
山
の
谷
間
に
あ

る
フ
ィ
ー
ル
ド
で
す
。
こ
の
谷
間
一
帯
が
昔

｢

中
屋
敷｣

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

私
た
ち
は
こ
う
呼
ん
で
い
ま
す
。
南
向
き
の

斜
面
は
日
当
た
り
が
よ
く
、
こ
の
フ
ィ
ー
ル

ド
内
な
ら
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
い
て
も
滝
の
音

が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　

十
日
市
場
に
お
住
ま
い
の
渡わ

た
な
べ邊

宗む
ね
お男

さ

ん(

81)

は
１
９
６
２
年
か
ら
中
屋
敷
の
土

地
、
３
反
歩(

約
３
０
０
０
㎡)

で
稲
作
を

始
め
ま
し
た
。
当
時
、
渡
邊
さ
ん
の
水
田
は

全
部
で
12
枚
あ
り
、
水
田
同
士
の
境
界
は
、

柄
杓
流
川
か
ら
運
ん
で
き
た
石
を
組
ん
で
つ

く
り
ま
し
た
。
渡
邊
さ
ん
は
会
社
勤
め
と
並

行
し
て
田
畑
の
作
業
を
し
て
き
た
そ
う
で

す
。
し
か
し
、自
身
が
ご
高
齢
で
あ
る
こ
と
、

１
９
９
０
年
ご
ろ
か
ら
の
あ
い
だ
イ
ノ
シ
シ

の
被
害
が
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
く
な
っ
て
き
た

こ
と
か
ら
、
２
０
０
３
年
を
最
後
に
中
屋
敷

で
の
水
田
を
や
め
ま
し
た
。

本
誌
『
フ
ィ
ー
ル
ド･

ノ
ー
ト
』
は
今
年
で
９
周

年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
９
年
間
で
、
都
留
の
自

然
や
都
留
で
暮
ら
す
人
び
と
の
こ
と
、
そ
し
て

時
に
は
都
留
を
飛
び
出
し
て
、
見
た
こ
と
や
感

じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
記
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
９
周
年
を
記
念
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
作
業

の
原
点
で
あ
り
、
現
在
も
編
集
部
員
が
と
く
に

米
・
麦
づ
く
り
の
作
業
に
取
り
組
む

｢

中
屋
敷

フ
ィ
ー
ル
ド｣

の
過
去
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

フィールトと
・

フィールト ノート

８月

８月

５月
２月 ６月

７月

９月

７月

月

４月

ズワイガニを見た！N

４号 収穫１０月

１１月

１１月

１２月

１０月

３，４月

６月

石
川
あ
す
か(

社
会
学
科
４
年)

＝
文
・
現
在
の
写
真

本
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
＝
過
去
の
写
真

中屋敷フィールド図書館横ビオトープ
中屋敷の果樹園
辺殿フィールド

大沢フィールド
三の側ビオトープ

N

N

B

OH

St.
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16号 ①｢水辺の記憶｣展を
    　 　 振り返って
  　   ② 水掛菜

ツリーハウス完成！　クルミの木、高さ

６mの位置にクルミの枝とほかの枝、ロー

プを使用

N

６月５日、中屋敷で田植えをおこ

なう。北垣さんと学生にとってこ

こでの田植えは初めてのこと。13

日、農機搬入路の側面に土と石で

石積みを築く。この時、中屋敷に

は９枚の水田があった

N

２日 田植えは二枚の田んぼで

おこなう。二枚中一枚の田ん

ぼで稲刈り。イノシシに稲穂

を食べられていた。もう一枚

はカヤネズミの観察用に残す

N

観察小屋の改築を開始。壁板、
天井板には辺殿フィールドで伐
りだしてきた材を使用する

N

６月 21 日の台風６号で倒

れた木のうち、遊歩道を

ふさいでいるものを伐る

23日 もう一枚の田んぼで稲刈り。

水田と川のあいだにあるケヤ

キの枝を伐る。枝はエンドウ

などを育てる柵にした

N

10 月 30 日佐藤さんから借りて

いる養魚場に水を引く。

10 月 17 日橋を改修。板の上に

フェルトを貼り付ける。設置

して 10 年経過していた

H

注・この年表は、「いつ、何をしたか」が書
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

いてある冊子を示しています

新図書館の横でビオトープづくり。｢さまざ

まなチョウが舞い、トンボが飛びかうキャン

パスとなるような｣ビオトープを目指す

B

４月 30 日、大切に育ててきたメダ

カ ( 富士吉田の明日見湖産 ) ８匹を

池に放す。６月７日には稚魚が見

られる

B

18号 フィールドを育てよう
～こんな作業をしています～

24号 生きものの
    　 　  住む場所
     ～身近にある自然～

20号 春だ！散歩に出かけよう

22号 水の恵み溢れるまち

25号 お茶と和菓子

26号 富士急行線の 
   　  　　 記憶をたどる

17号 ｢フィールド｣ へ行こう

19号 えほん
～おとなもはまるえほん～

21号  都留を感じて
～三ヶ国の目から見た都留の人と自然～

23号 桑をもっとよく
    　 　　見てみよう

O

29号 よってけし都留
都留観光のススメ

｢ムササビを呼ぼう計画｣ の一つ

をおこなう。樹高が 15m あるス

ギの木を枝打ちし、この木に巣

箱を設置する。葉や花がムササ

ビの食べものとなるツバキをス

ギの下に植えた

N

27号  暮らしの記憶展
～写真が語るわたしたちの町～

小屋で寝泊まりできる状態にし

た。太陽光パネルを軒に設置。

命名「渡邊小屋」

N

養魚場の水量を多くするため、

堰をかさ上げする。ここへヤマ

メ、順調に育つ

O

28号 お寺の時間 神社の時間
2004年11月にヤマメの発眼
卵約5000 個やってくる

O

31号 ①ついに３周年
②山に登ってみた ～山族のススメ～
小屋のなかに火を焚く場所を

つくった。地面を 80cmほど掘る
N

４月 30 日ヤマメの稚魚約 3000

匹、体長約７cmを川のそばに

移す

O

30号 花と暮らす。

畑にレモン、エノキ、カラ

タチを植える。エノキは間

引きしたものを植え、カラ

タチは種から育てる

N

昨年植えたレモンの木は冬

の霜で枯れた。今年新たに

レモンを２本植える

N

2005 2004

　

本
誌
発
行
人
の
北
垣
憲
仁
さ
ん
は

２
０
０
０
年
、
中
屋
敷
に
小
屋
を
建
て
ま
し

た
。
北
垣
さ
ん
は
小
屋
を｢

動
物
観
察
の
基

地｣

と
考
え
て
い
ま
す
。

よ
り
じ
っ
く
り
と
動
物

の
観
察
を
お
こ
な
う
た

め
、
２
０
０
４
年
の
一

年
間
は
中
屋
敷
と
大
沢
の
小
屋
と
の
両
方
で

生
活
を
し
ま
し
た
。
観
察
の
場
所
に
は
渡
邊

さ
ん
の
田
ん
ぼ
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

田
ん
ぼ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
も
の
が

や
っ
て
き
ま
す
。
水
を
張
る
と
ト
ン
ボ
や
カ

エ
ル
が
産
卵
に
き
た
り
、
稲
と
稲
の
あ
い
だ

に
は
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
も
や
っ
て
き
た
り
す
る
よ

う
で
す
。
田
ん
ぼ
が
な
く
な
る
と
今
ま
で
こ

こ
に
き
て
い
た
生
き
も
の
や
、
田
ん
ぼ
の
つ

く
り
だ
す
景
観
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
渡
邊
さ
ん
が
田
ん
ぼ
を
や
め
る
と

知
っ
て
、
そ
れ
を
残
念
に
思
っ
た
北
垣
さ
ん

は
２
０
０
４
年
、
学
生
と
一
緒
に
渡
邊
さ
ん

の
田
に
苗
を
植
え
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
一
枚
の
田
ん
ぼ
（
＊
マ
ッ
プ
）

で
米・麦
の
二
毛
作
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

祝
・
上
棟
！

７月

１０月

１１月

１２月

１２月

６月

４月

４月 ２月

２月

１月

１月

５月
５月

３月

３月

23 号：2000年にできた観察小屋。
右下の写真はこの小屋の棟上げ式
のようす。もちを投げた。

26 号：改築中の「渡邊小屋」

23 号：中屋敷フィールドのマップ
(＊) マップ上の○は現在田畑として利用
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9th
FIELD
・NO

T
E A
N
N
IV

ER
SARY

丸太の橋

39 号：中屋敷フィールドのマップ

57号：図書館横ビオトープに看板を設置する

39号の特集で炭を焼くことになっ

たとき、渡邊さんが作った橋です。

この橋はおおよそ半日で作りあげ

たとのこと。橋の上からは丸太の

隙間から川が見え、ぐらぐらと揺れ

ることもあったそうです。今はも

う見られない、丸太の橋です。

丸太の渡邊橋

54号 「てく」でゆこう
「渡邊小屋」にひ

・ ・ ・
さしをつ

くる ( 左写真 )
N

52号 都留、この味
３年ぶりに小屋そうじ

カワガラスとヤマネの巣箱

をかける

O

55号 フィールドとは何だろう

４月 30 日麦の土寄せN

４月 20 日ヤマメの引っ越

し。４つに分かれた池があ

り、そこへ育った年数ごと

に入れ分ける

O

11 月６日脱穀。脱穀後の麦は約 30kg。

収穫前後でスズメとネズミに食べら

れたものがかなりあった

10日麦蒔き。肥料として初めてオカ

ラを蒔く

N

10日 橋の補修作業O

53号 あの人、このこだわり
 ～インタビューで探る地

つ る

域の顔～

58号 子どものフィールド 
    　 　　　あそびの世界

60号 都留の自然財産

59号  点

１月25日下草刈り、剪定。数

年前からクリが枯れ始める
N

４月18 日麦の土寄せ。昨年

より育ちが良い。オカラ の

効果か

N

56号 ゆったりずむ
    　 　都留リズム
７月２日麦刈り、ウメの収穫

８日田植え
N

32号 初夏の散歩を楽しもう
～｢都留の生きものマップ｣を片手に～

６月１日 田植えをおこなうN

33号 川をめぐる水の旅

イノシシよけの柵づくり。６月 24 日

に麦畑、７月９日に水田の周りに取

りつけた。柵は杭にトタンを取りつ

けたもの

N

38号 つる昔ばなし
炭焼きの準備を2005 年12月から

始める。１月下旬、中屋敷の川をまた

ぐ橋を渡邊さんが作成。橋には丸

太と針金を使用。２月上旬に火入れ

をし、その２週間後に炭を取り出す

N

39号 炭焼きを楽しむ

渡邊さんの言葉：この時つくった窯

のあるところは、北向きで凍ったり

すると乾きづらいから炭焼きには適

さない。ほかの人の土地や茅、草の

あるところを避けると良い

N

34号 戦争の記憶
観察小屋前の小川へ飲料用にするた

めの水を引く。使用したパイプの直

径は 30mm。落ち葉で水がつまらない

よう、水の取り入れ口にサイズの異な

る金網を置いた

O

36号 企画展 
未来に伝えたい都留の記憶
図書館横が多くの人にとって

魅力のある場所となるように

と、12月８日｢ビオトープマッ

プ｣ 設置 ( 右上写真 )

B

40号 フィールドミュージアムへ
    　  　　　　　 ようこそ２
図書館横ビオトープは今泉吉晴氏の

設計。周辺の山の自然とキャンパスを

つなぐ「生きものの回廊」をイメージ

N

35号 秋を探しに
 ～「秋の実り」～

37号 大家さんを
    　 　　訪ねて

７月

１１月

１０月

１０月

６月

１２月

４月

２月

２月

１月

３月

７月

８月

57号 こころのそばに佇む信
か た ち

仰
１１月

６月

１月

３月 ３月

20052006

200720082009



37

9
th

FIELD
・NO

T
E

A
N
N
IV

ERSARY

渡邊さんが田んぼをやっていたころ

(左写真 )と 2011 年７月の中屋敷の

ようす。渡邊宗男さんの妻、さとゑ

さんは今の中屋敷のようすを見て

「木を伐ればいいのに」と言う。

中屋敷の移ろい

9thFI

EL
D ・NOTE

ANNIVERS
A

R
Y

47 号：「渡邊小屋」の前に池を作る

2011 年７月の「渡邊小屋」

中屋敷の田んぼ ( 右奥 ) と滝の

ようす。2011 年７月 31 日撮影  

66号 ものとつくり手のまわりには

61号  道
７月10 日に麦刈りをして14日に唐

箕 (とうみ) かけをする。60kg とれた

６月６日に苗床をつくり７月 14日

に田植えをする

N

63号  跡 
11 月 12 日稲刈り。15 日に

脱穀、麦蒔きをする。一部

をサルに食べられる。30kg

の米袋２袋分

N

65号 山と人
５月８日麦の土寄せN

６月 12 日苗床づくり

７月７日田植え
N

64号  糸重ーかさねるー
12 月 16 日米の選別 ( 唐箕

かけ )
N

12 月 23 日小屋をそうじし、

巣箱を外す。巣箱はかけて

３年目になるもの。ムササ

ビの棲んでいた跡があった

O

62号 手は語る

８月３日小屋そうじO

９月３日田んぼの草取りN

67号  材ー素材を活かすー
11 月５日に麦を蒔き、26 日に

オカラを蒔く

４日に稲刈りをし、14 日に脱

穀をする。米袋３つ分

N

68号 原点
「歩き、みて、きいて」広がる世界

１月20日麦踏み、ウメの手入れ、草刈りN

69号 春をたのしむ

70号 涼む

５月３日麦の土寄せN

46号 都留市の文化を
     　  　支える人びと

44号 ①八朔祭
    　 ②都留の水害史

９月 16、24 日小屋そうじO

41号 散歩
～都留をもっとたのしもう！～

５月 12 日昨年から壊れたままに

なっていたイノシシ用の柵の補修
N

43号 RESTAURANT FIELD NOTE 
       ～「美味しい本」へのいざない～
炭焼き小屋のそばに積んでいた炭を

納屋まで運び出す。４人でバケツリ

レーをして渡邊さん作成の橋を渡る

一昨年に引き続き梅酒を作る

N

45号 織物

３月下旬に小屋のある岸か

ら対岸の泉までホースを設

置し、９月 29 日にホース

から水を引く ( 上写真 )

N

42 号 桂川の小水力発電を    
　 　　　　　　   たずねて

５月 20 日清掃作業O

６月２日と５日に田植えと柵作り

をおこなう
N

47号 沿線の記憶
～富士急行線の今、昔～

観察小屋の前に泉から引いた水で池

を作る。12 月上旬から作業開始。広

さは３×４mで深さ 20cm

N

48号 都留でみつけた海の幸
      　   ～イルカを食べるはなし～

小屋前の池の底にシートを敷く。池

のほぼ中央に浮島を作る。シートの

上から土を盛って水を流し込んで池

にする。池の底は平らにせず、場所

によって水深を変える

N

50号 ①つる発、水だより
    　 ② 5周年、迎えました

７月６日 ｢フィールド体験Ｂ｣ の生

徒 20 名ほどで田植えをおこなう
N

49号 富士急行線
    　        途中下車の旅

泉の整備をおこなうN

文大前駅にビオトープができるSt.

51号 都留、建物探訪。
10 月 8 日橋の修理

小屋の掃除をおこなう
O

８月

７月

６月

６月

１月

３月

３月
７月

９月

９月

１１月
１０月

１２月
６月

５月

１月

８月

１１月

６月

１月

３月

2007

20102011
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本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

ヒバカリ　2011 年 7 月 6 日　都留市十日市場

夜、ヒバカリの成
せ い だ

蛇を見つけました。おもに早朝や夕

方に活動するヘビです。

クサギの花　2011 年 8 月 4 日　都留市井倉

夏に白い花を咲かせます。名前の由来は、葉や枝をち

ぎったときに臭気がすることによります。

オオムラサキ　2011 年 7 月 14 日　都留市田原

今年は大学キャンパスでオオムラサキがよく飛んでお

り、少なくとも 3頭を確認しました。

サワグルミの実　2011 年 7 月 17 日　都留市鹿留

細長く垂れ下がっているのが、サワグルミの実です。

市内では標高 600mほどの沢沿いで見られます。

メジロの巣　2011 年 7 月 6 日　都留市十日市場

十日市場在住の清水貞一さんに鳥の巣があることを教

えてもらい、観察に行きました。すると、ウメモドキ

にメジロの巣があり、親鳥が抱卵中でした。清水さん

によると、7月 20 日ごろにヒナが巣立ったそうです。

セミの鳴き声の初認時期

都留市内でのセミの初鳴き情報です

・ニイニイゼミ　　7月 05 日　　都留市田原

・ヒグラシ　　　　7月 08 日　　都留市十日市場

・アブラゼミ　　　7月 22 日　　都留市田原

・ミンミンゼミ　　8月 04 日　　都留市井倉

7 ～ 8月に都留市で見られる生きものを紹介しま
す。ここでは、地域のかたからの情報も掲載して
いますので、ぜひ、編集部までお寄せください。



39 特集：涼む

ニホンジカ　2011 年 6 月 13 日

近年、都留市でもニホンジカは増加しているようで、山で

は声も耳にします。

キクガシラコウモリ　2011 年 5 月 3 日

キクガシラコウモリはこの洞窟で、年間を通して撮影され

ています。

イノシシ　2011 年 6 月 19 日

夏になり、フィールドではイノシシが土を掘った跡をよく

見かけます。

ニホンザル　2011 年 7 月 6 日

今年はニホンザルが少なく、群れの数も少ない傾向にあり

ます。

キツネ　2011 年 6 月 4 日

このところ、しばらく確認されていませんでしたが、久し

ぶりにキツネが写りました。

ハクビシン　2011 年 6 月 13 日

春から秋にはよく写りますが、冬には生息していないよう

です。

センサーカメラが写した動物たち
中屋敷フィールドでは、赤外線のセンサーカメラを設置
して動物の調査をしています。下の写真は、2011 年 5
～ 7月に撮影された動物たちです。



うら山図鑑　第11弾
「両生類」

　両生類は卵と生まれてからしばらくは水のなかで、大人になると陸で生活する動

物です。水と陸と両方で生活するので「両生類」といいます。今から 3億 5千万

年ほど前に最初に陸地に進出した動物で、そのとき獲得したものを私たちも引き継

いでいます。たとえば、4本の手足、声を出す仕組み、音を聞く鼓膜、動かせる首、

まぶたなどです。

　両生類は今ではどんどん減っていて、世界に3000種類ほどしかいません。地球

温暖化や紫外線、カエルツボカビ病などで将来絶滅するおそれがあるなかまです。

日本には60種類ほどいて、山梨県には14種類、都留市では10種類（９種類のカ

エルと１種類のサンショウウオ）が確認されています。おもなものを紹介します。

　

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ア
オ
ガ
エ
ル

声
は
す
れ
ど
も
姿
は
な
か
な
か
見
え
な
い

カ
エ
ル
で
す
。
泡
状
の
卵
を
、
岸
辺
ま
た

は
土
の
な
か
に
産
み
ま
す
。

ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル

田
ん
ぼ
の
そ
ば
で
見
か
け
る
カ
エ
ル
。

背
中
を
通
っ
て
い
る
１
本
の
緑
の
線
が

特
徴
で
す
。

ニ
ホ
ン
ア
マ
ガ
エ
ル

田
ん
ぼ
に
水
が
入
る
と
合
唱
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
近
づ
い
て
観
察
す
る
と
、
の
ど
を
大
き
く
膨
ら

ま
せ
て
、声
を
出
し
て
い
る
よ
う
す
が
観
察
で
き
ま
す
。

田
ん
ぼ
に
い
る
の
は
繁
殖
期
の
夜
だ
け
で
、
普
段
は
草

む
ら
や
樹
上
に
い
ま
す
。

　

　

カ
ジ
カ
ガ
エ
ル

沢
に
す
み
、
き
れ
い
な
声
で
鳴
き
ま
す
。
石

の
上
に
よ
く
い
る
の
で
す
が
、
模
様
が
石
の

よ
う
で
、
見
つ
け
に
く
い
カ
エ
ル
で
す
。
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　都
留
で
は
こ
の
ほ
か
に
、
ナ
ガ
レ

タ
ゴ
ガ
エ
ル
、
ツ
チ
ガ
エ
ル
も
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。

　両
生
類
は
、
陸
上
生
活
に
必
要
な

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
（
手
足
、
声
帯
、

ま
ぶ
た
、
動
く
首
、
鼓
膜
…
…
）
を

獲
得
し
て
く
れ
た
偉
大
な
ご
先
祖
様
。

キ
ラ
イ
な
ん
て
言
わ
な
い
で
、
よ
く

観
察
し
て
み
よ
う
!!

    

　
　

小
口
尚
良
（
東
桂
小
学
校
教
諭
）
＝
文
・
写
真

ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ

き
れ
い
な
沢
に
す
ん
で
い
ま
す
。
幼
体
は

比
較
的
よ
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、
成
体
は

夜
行
性
で
、
昼
間
は
石
な
ど
の
下
に
か
く

れ
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
お
目
に
か
か

れ
ま
せ
ん
。

ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル

山
で
見
か
け
る
大
き
な
カ
エ
ル
。春
、き
ま
っ

た
水
場
に
集
団
で
産
卵
し
ま
す
。
ひ
も
状
の

大
量
の
卵
は
、
し
ば
ら
く
し
て
大
量
の
ミ
ニ

ガ
エ
ル
に
な
り
、
一
斉
に
山
に
散
ら
ば
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ほ
か
の
動
物

た
ち
に
捕
食
さ
れ
る
こ
と
で
、
生
態
系
を
支

え
て
い
ま
す
。

ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル

山
で
見
か
け
る
中
型
の
カ
エ
ル
。
ヒ
キ
ガ
エ
ル
と

違
い
ジ
ャ
ン
プ
力
が
あ
り
ま
す
。
地
面
や
落
ち
葉

の
模
様
に
同
化
す
る
の
で
、
見
つ
け
る
こ
と
は
難

し
い
で
す
。
春
、
山
中
の
池
や
、
川
の
水
た
ま
り

な
ど
に
産
卵
し
ま
す
。

タ
ゴ
ガ
エ
ル

沢
の
石
の
下
な
ど
、
鳴
き
声
が
す
る
と
こ
ろ
を
探
し

て
み
る
と
こ
の
カ
エ
ル
が
見
つ
か
り
ま
す
。
卵
は
白

く
大
き
な
粒
で
、
生
ま
れ
た
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
も
白

色
で
す
。
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
と
似
て
い
ま
す
が
、
水

か
き
や
の
ど
の
模
様
で
識
別
で
き
ま
す
。
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Field･Note  News 2011.06~07

イラクサ採り03

麦のネット張り02

01 苗床づくり

 ６月 13日、十日市場にある渡
わたなべ

邊宗
むねお

男さん（81）

の畑で、イネの苗床づくりをおこないました。宗

男さんは「毎年初心者だ」といいます。私は一昨

年も参加したのですが、新しい専用の道具が増え

ていました。種
たねもみ

籾は水に2、3日ひやかして（浸

けて）芽だししたものを使います。昔は育ちすぎ

た苗の頭を馬が食べてしまったこともあったと

か。また、そのおかげでちょうどよく育ったのだ

とも。おもしろいお話を聞くことができ楽しいひ

とときでした。　　　　　　　　　　　（香西恵）

　麦畑にネットを張った後、中屋敷フィールドに向かう道に生え

ているイラクサの若い葉を採りました。イラクサは全体にトゲが

あり、素手で触るとそれが刺さるため、軍手をはめて慎重に採

ります。採ったイラクサは、都留市中央にあるイタリア料理店

「Buono」にお届けしました。「Buono」ではこのイラクサを使

用した「カネデルリ」という料理があります。調理後はトゲがし
・

な
・ ・ ・

しなになり、食べても刺さることはありません。ぜひ、地域の

食材を使った「カネデルリ」をご賞味ください。　　　　（西教生）

　6月 23日、育てている麦にネットをかけました。ス

ズメやイノシシなど、野生動物に麦を食べられないよう

にするための防護ネットです。私自身は気づきませんで

したが、今年はスズメの数が少ないという話を聞きまし

た。脱穀はまだおこなっていませんが (８月１日現在 )、

麦刈りをした時点ではほとんど食べられていないように

見えました。　　　　　　　　　　　　　（石川あすか）
2011.6.23

2011.6.13

2011.6.23
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田植え

麦刈り05

梅の収穫と梅酒・梅シロップづくり04

06

中屋敷スペシャル

特集

　6月 23日、強い日差しが照りつけるなか、梅を収穫しました。ち

ょうどよい具合に梅の木の横にある観察小屋の屋根に上り、かたくて

青い梅の実を一粒ずつも
・ ・ ・

いでいきます。香りはなく、赤い斑点のある

ものもありました。一本の梅の木から、全部で約2kg採れました。

　アクを抜くために水につけておいた梅は、翌日には黄味がかった斑

模様になり、甘い香りがしていました。ていねいにな
・ ・ ・

り口をとり、ホ

ワイトリカーと氷砂糖につけて梅酒を、砂糖に埋めて梅シロップを、

それぞれ仕込みました。梅シロップは3週間ほどで完成。梅酒は、

まだまだ熟成中です。これからどんな味になっていくのか、日々見守

っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（香西恵）

　7月5日、麦刈りをおこないました。よく晴れて暑いな

か、宗男さんが来て下さり、刈る時のコツや鎌の持ちかた、

また収穫後には束ねるときに用いるわらの縄の作りかたを

教わりながらの作業となりました。強い日差しのもと、休

憩をはさみながら。4時間ほどかけて全作業を終えること

ができました。種を蒔いてから数ヶ月間、定期的に手入れ

をおこなって無事豊かに実った麦が、今度は小麦粉になる

のがとても楽しみです。                         ( 平井のぞ実 )

　７月８日、田んぼで田植えをしました。宗男さんが事前に

ひいてくださった格子状の線に合わせて、２・３本ずつ苗を

植えていきます。小さな田んぼに対して総勢5人で行った

のですが意外に時間がかかってしまいました。泥に足を取ら

れながらも自分の手で一つひとつ植えた苗。これから少しず

つ大きくなって、秋には美味しいご飯になってくれることを

今から楽しみに世話をしていきたいです。　　　（持田睦乃）

2011.7.5

2011.7.8

夏が近づくにつれ、暑さとともに街が活気づいているのを感じ

ます。田畑も今が一番忙しい季節。中屋敷フィールドでは、麦

と稲を二毛作で育てています。そこで今回は、「中屋敷スペシャ

ル」と題して中屋敷での私たちの活動のようすをお届けします。

フィールド・ノート編集部 =文・写真

2011.6.24仕込んだばかりの梅酒
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　６月18日、本学地域交流研究センター、フィールド・

ミュージアム部門主催の観察会「初夏の山を歩こう」が

おこなわれました。参加者９名、スタッフ９名の計18

名です。梅雨の真っただ中でしたが、雨で中止になるこ

となく観察会を終えることができました。

　都留文科大学前駅を９時過ぎに出発し、キャンパスの

裏山を歩く行程で、学生が見られる生きものたちを紹介

します。私はセイヨウタンポポやビロードモウズイカな

ど7つの植物を紹介しました。予定していたもの以外

にもさまざまな生きものが見つかります。ある男の子は

植物よりも地面にいたテントウムシやカタツムリに興味

津々で、大人の目線との違いを感じました。参加者とス

タッフがそうした発見を共有しながら観察ができたと思

います。この経験を生かして次回はもっと楽しんでいた

だける観察会をつくっていきたいです。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　（初等教育学科3年　砂田真宏）

　７月16日、観察会「夏の森を歩こう」が開催されま

した。参加者6名、スタッフ8名の計14名で、朝８時

に都留文科大学前駅を出発し、２～３時間かけて楽山公

園など本学周辺の森を歩きながら、スタッフによる自然

観察をしました。学生スタッフは事前に調べてきた生き

ものに関する豆知識の紹介や、パネルを使ったクイズな

ど、さまざまな方法で生きもの紹介をしていきます。偶

然私が紹介したヤマホタルブクロに、ニイニイゼミの脱

け殻がくっついているなど、夏の訪れをそこかしこに感

じた観察会でした。参加者の方もスタッフも一緒になっ

て楽しみながら歩くことができました。　　（持田睦乃）

初夏の観察会

夏の観察会

大学周辺イベント

2011.7.16

2011.6.18
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　７月23日、本学のオープンキャンパスが実施さ

れ、『フィールド・ノート』の編集部員がキャンパ

スツアーのガイドを務めました。大学内を一周しな

がら、豆知識も交えて施設の説明をしていきます。

高校生や保護者の方々は大学の環境に興味津々で、

何度か「へえー」という声もありました。真剣なま

なざしをしている皆さんを前に、私たちガイドも説

明する声に熱が入りました。　　　　　（前澤志依）

　7月27日、一ヶ月に一度の富士急行線 都留文科

大学前駅の展示替えをおこないました。今回の展示

のメインは、『地域交流研究Ⅱ』の授業でおこなった、

身近な生きものを対象とした分布調査の結果です。

タンポポ、ウマノアシガタ、スミレ類、アオキ、シュ

ロの5つを対象に、10グループの調査結果をパネ

ルにしています。駅にお立ち寄りのさいは、ぜひご

覧ください。　　　　　　　　　　　（大澤かおり）

　7月 22日に図書館横のビオトープの手入れをし

ました。今年は一週間に一度ていど作業をおこなっ

ています。この日は、草刈りを中心に作業を進めま

した。すると、6月に苗を植えたコスモスには赤い

花が咲き、ヤマユリの甘い匂いが漂っていました。

また、紫色をしたブッドレアの花では、アゲハチョ

ウが蜜を吸っているようすも見られました。身近な

ところで植物が確実に命を育んでいることを改めて

実感できました。　　　　　　　　　　(﨑田史浩 )

オープンキャンパス

駅の展示替え

ビオトープ

Field･Note  News

2011.7.23

2011.7.22

2011.7.27
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工藤真純

ス
ゥーっと、スイスイと、なめらかに、道のカタ

チをたどるように走る。これが最近とてもたの

しい。今年の春からビュンビュンと車を走らせる日々

が続く。長き旅を共にする我が相棒は頼もしいけれど、

ときどき調子が悪いのかな？　と心配になることがあ

る。｢愛車｣ の ｢愛｣ とはこういうことか、と思った。

車窓を開け放して下り坂を駆け下りる。それが暑い日

のたのしみになっている。　　　　　　（石川あすか）

イ
カとジャガイモの煮物が食べたくなる。暑い日

がつづいてバテ気味のとき、イカのワタで煮た、

濃い味のしみこんだこれを食べると元気がでる。都留

に来て畑を始めてから、毎年新じゃがが収穫できるの

を待ってつくるようになった。つくろうと思えば年中

できるのだけど、年に数回、この時期につくるのが格

別だ。今年も夏の味わいをたっぷりたのしみたい。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（香西恵）

カ
が飛び交う季節になりました。夜中に耳元まで

近寄られると聞き苦しくて寝ていられないほど

です。そんなときには、やっぱり蚊取り線香が大活躍。

あの独特な香りと煙で、蚊を追い払います。私にとっ

て夏をたのしむための大事なお供の蚊取り線香。今年

の夏も、幾度となくお世話になることでしょう。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(持田睦乃）

no .70 Ａｕｇ.

夏のたのしみ
編集後記

      ｢記憶｣ を集めています
読者のみなさんが都留で見たこと、経験したこと
の記憶を集めています。いつごろ、都留のどのあ
たりで、どんなことをしたかをひとまとまりの「記
憶」とし、本誌で紹介していく予定です。また、
差し支えなければご年齢も教えていただきたいと
考えています。「記憶」を寄せていただける場合、
本誌編集部へ直接お越しいただくか、電子メール
もしくは郵送にてお送りください。みなさんのご
協力をお待ちしています！

（例）

どんな
こと

いつの
こと

どこの
こと

だれに
聞いた

都留市在住の

山田さん（年齢）

金山神社付近

昭和 30 年ころ

冬に田んぼの水
をひいて凍らせ
て遊んだ

〔　〕は編集担当ページ
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