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FIELD.NOTE 4

冷たくなりはじめた空気のなか外を歩くと
少しずつ色づく景色に、
足元に落ちているまあるい木の実に、
秋のおとずれを感じます。

この 秋という季節を
私たちなりに どうとらえるか。
そう考えたとき、
「とる」という言葉が浮かんできました。

山の豊かな実りを 採る
朝夕に暖を 取る
鮮やかな風景を 撮る
季節の移ろいを記録に 取る

じっくり考えてみると、
いろんな「とる」があることに気づきます。

さまざまな角度から注目することで見えてくる
秋の姿を、「とる」という切り口から
お伝えします。

とる
特集
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小さな博物館づくり
 ─食べた魚の骨格標本─

８

暖を取る
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ギャラリー「秋を撮る」12

エゴマのある暮らし18

20 「つくる」をみつめる 第 2篇
 型のない作品

フィールド・ミュージアムのたのしみ14
第 15回「ヒヨドリの大切な仕事」

「モグラとテントウムシ」



6FIELD.NOTE

２アオツヅラフジ。３ミツバアケビの実と種子。採るのにはためらいがあったが、初めて食べることができた。ぎっしり詰まっ
た種子のまわりのねっとりした白い部分をしゃぶると青く甘い味。まとまってついている３つの実のうち、ひとつの実から種子
がこれだけ採れた。のこりの実はホワイトリカーに漬けてみる。どんなお酒になるのか楽しみだ。４・5クサボケとカラタチの
実｡ 道路脇の植木から採る。カラタチの実の表面にはうぶ毛が生えていてやさしい触り心地がする。クサボケの実はいびつなか
たちをしている。採って編集室に置いておいたら、濃い甘い香りが漂ってきて驚いた。数日部屋のなかはよい香りがしていた。6
ハナミズキ。７アブラチャンの青い実と茶色く熟して落ちていたもの。８ヤブツバキ。採ってしばらくすると、頑丈な殻が割れ
て種子がでてきた。９アカマツの球果。10クリ。うぐいすホール横、山へはいる小径の入口付近でたくさん見つける。森の生き
ものたちの食糧になるのだろうと思いつつ、つやつやしたクリの実は宝物を見つけたような気分で、ひろい集めてしまう。11イ
ヌツゲ。12カラマツの球果。13ガマズミ。道路から山を見上げると赤い実がどっさりなっているのが見えた。14モミの若い球果。
／題字左：ノブドウ（10.04 やまびこ競技場付近）　題字上：カラスノゴマの莢と種子（11.02 編集室前ビオトープ）
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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。

香西恵（社会学科 3年）＝文・写真
水野孝英（社会学科 1年）＝写真

ひろいもの
2．秋の実探検隊

10月 1日、編集部員５人で大学の裏山を歩きました。
かごいっぱいに秋の実りを見つけたい。
まちはまだ、夏のなごりも感じられたこのころ、
山には一足先に秋がやってきていました。

１ホオノキの実と種子。ホオノキのものとわ
かる、大きな枯葉が積もったところでひろう。
すーっとする独特の強いにおいがする｡ 殻から
はずすのは案外むずかしく、種子はしっかりと
殻に守られていた。

とる
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魚
の
骨
を
取
る
な
ん
て
、
や
っ
て
み
る
ま
で
は

簡
単
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
だ

が
じ
っ
さ
い
は
文
字
通
り
、
骨
が
折
れ
る
作
業
だ
っ

た
。
魚
の
骨
と
い
う
の
は
と
て
も
も
ろ
く
て
、
丈
夫

そ
う
に
見
え
て
も
少
し
乱
暴
に
扱
う
と
す
ぐ
に
折
れ

て
し
ま
う
。

　
サ
ン
マ
、ア
ジ
、タ
イ
と
三
回
挑
戦
し
た
の
だ
が
、

サ
ン
マ
と
ア
ジ
は
身
を
ほ
ぐ
し
て
い
く
う
ち
に
ど
ん

ど
ん
と
か
た
ち
が
崩
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
途
中
ま

で
き
れ
い
に
残
せ
て
い
た
ア
ジ
の
頭
部
も
最
後
の
洗

浄
の
と
き
に
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
三
回
目
、
今
度
こ
そ
は
頭
部
だ
け
で
も
き
れ
い
に

残
そ
う
と
気
合
い
を
入
れ
て
買
っ
た
タ
イ
。
骨
が
硬

そ
う
で
、
サ
ン
マ
や
ア
ジ
に
比
べ
て
頭
も
大
き
い
。

意
気
込
ん
で
作
業
を
始
め
た
は
良
い
も
の
の
、
や
は

り
タ
イ
も
サ
ン
マ
や
ア
ジ
と
同
じ
く
、
少
し
で
も
気

を
抜
く
と
す
ぐ
に
骨
が
ぽ
ろ
っ
と
か
け
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
も
ど
う
に
か
頭
部
を
き
れ
い
に
残
す
こ
と
が

で
き
た
。
き
れ
い
に
で
き
た
標
本
は
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
洗
浄
を
重
ね
て
、
標
本
箱
に
並
べ
て
や
っ
と
完
成

に
な
る
。
も
う
少
し
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
が
、
で

き
上
が
り
が
非
常
に
楽
し
み
だ
。

　
ち
な
み
に
ど
の
魚
も
ほ
ぐ
し
た
身
は
し
っ
か
り
い

た
だ
い
た
。
ど
れ
も
脂
が
の
っ
て
い
て
お
い
し
く
、

自分の小さな博物館がほしいと思った。きれいに資料が並んでいて、

あとで自分の勉強にも使えるような。夏はセミの抜け殻を集めて、ど

のセミか調べて、小さな標本箱に並べたこともあった。セミの抜け殻

が姿を消した秋は何をしようか。そう考えていたときに、「食べた魚

の骨とかはどう？」と勧められた。それはおもしろそうだ。最初はす

ごく単純な理由で始めた魚の骨格標本づくり。思っていたより難しく、

そしてとても面白い作業だった。　　　　　　　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　　 持田睦乃（社会学科3年）＝文・写真

小さな博物館づくり                                                                       ―食べた魚の骨格標本―

上からサンマ、タイ、アジ
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湯
が
い
た
後
そ
の
ま
ま
お
醤
油
だ
け
で
食
べ
た
り
、

ほ
か
の
料
理
の
具
材
に
し
て
食
べ
た
り
し
た
。

　
標
本
づ
く
り
を
し
て
い
る
あ
い
だ
、
ず
っ
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
最
初
は
た
だ
本
当
に
、「
自

分
だ
け
の
標
本
箱
、
博
物
館
が
ほ
し
い
」
と
思
っ
て

い
た
だ
け
な
の
に
、
何
で
こ
ん
な
ふ
う
に
じ
っ
く
り

と
、一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
観
察
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。

魚
の
骨
な
ん
て
い
つ
も
は
捨
て
て
し
ま
う
と
こ
ろ
な

の
に
、
何
で
こ
ん
な
に
大
事
に
思
え
る
ん
だ
ろ
う
。

な
ん
で
も
っ
と
簡
単
な
、
た
だ
拾
っ
て
き
て
並
べ
れ

ば
良
い
だ
け
の
も
の
を
選
ば
ず
に
、私
は
「
魚
の
骨
」

を
選
ん
だ
ん
だ
ろ
う
。

　
魚
が
身
近
だ
っ
た
か
ら
、
誰
か
に
勧
め
て
も
ら
っ

た
か
ら
、
と
い
う
の
も
確
か
に
あ
る
。
だ
け
ど
き
っ

と
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、私
自
身
が
も
っ
と
「
魚
」

を
自
分
の
近
く
に
引
き
寄
せ
て
考
え
た
い
と
、
心
の

ど
こ
か
で
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
セ
ミ
の
抜
け
殻
を

集
め
て
い
る
と
き
に
も
、
同
じ
種
類
の
セ
ミ
同
士
に

見
ら
れ
る
個
体
差
な
ど
か
ら
、
身
の
回
り
に
い
る
生

き
も
の
の
多
様
さ
に
驚
い
た
。
そ
し
て
集
ま
っ
た
も

の
を
き
れ
い
に
並
べ
て
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
残
し

た
も
の
が
比
較
対
象
に
な
り
、
以
後
の
自
分
の
発
見

に
つ
な
げ
て
い
け
る
こ
と
に
感
動
し
て
い
た
。
何
げ

な
く
通
り
過
ぎ
て
い
っ
て
し
ま
う
も
の
、
捨
て
て
し

ま
う
も
の
の
な
か
に
、
自
分
が
生
き
も
の
を
よ
り
深

く
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
基
本
と
な
る
よ
う
な
「
定

規
」
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
。

　

食
べ
て
い
る
と
き
に
は
「
う
っ
と
う
し
い
な
あ
」

と
思
う
魚
の
小
骨
も
、
標
本
づ
く
り
を
一
度
や
っ
て

か
ら
は
な
ん
だ
か
大
事
に
思
え
る
。
い
つ
も
何
気
な

く
生
活
の
片
隅
に
あ
る
、
価
値
が
あ
る
の
か
ど
う
か

一
目
で
は
分
か
ら
な
い
小
さ
な
も
の
。
で
も
丁
寧
に

じ
っ
く
り
観
察
す
る
と
、
細
か
な
部
分
や
個
体
差
な

ど
、知
ら
な
か
っ
た
部
分
が
少
し
ず
つ
見
え
て
き
て
、

「
ど
う
し
て
こ
ん
な
形
な
ん
だ
ろ
う
」「
ど
う
し
て
こ

ん
な
ふ
う
に
違
う
ん
だ
ろ
う
」
と
、
新
し
い
疑
問
が

生
ま
れ
て
い
く
。

　
私
は
標
本
づ
く
り
を
通
し
て
、
身
近
な
も
の
と
の

か
か
わ
り
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
疑
問
を
、
ち
ゃ
ん
と

見
え
る
よ
う
に
残
し
て
お
き
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
私
が
つ
く
っ
た
骨
格
標
本
は
、
今
後
私
が

魚
を
見
る
と
き
に
、
私
の
な
か
の
「
定
規
」
と
し
て

機
能
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
比
較
し
て
じ
っ
く
り
見

る
。
そ
の
面
白
さ
と
発
見
の
多
さ
に
、
改
め
て
気
づ

い
た
経
験
だ
っ
た
。

骨格標本づくりの工程

骨格標本にする 15㎝ほどのタイ。買

うときにワタぬきをしてもらうと作

業しやすい

ひれが取れてしまわないように

ガーゼでくるんで、沸騰したお湯

で完全に火が通るまで湯がく

先の細い箸やピンセットを使って身

をほぐしていく。ピンセットも届か

ない部分は爪楊枝で身を取る

１ ２ ３

取れるだけ身を取った状態。この状

態から洗浄する。今回は入れ歯用洗

浄剤に浸けて 1週間ほどようすを見

た後、薄めのキッチン用漂白剤に一

晩浸けた

４
洗浄を重ねてほぼ身が取れた状態。

まだ脂が残って黄色みがかってい

る。これからまた漂白剤に浸けてい

く予定

５

とる
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こ
の
山
に
も
自
由
に
入
っ
て
い
っ
た
。
落
ち
て
い
る

枯
れ
木
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
拾
う
子
ど
も
を
と
が

め
る
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
い
ろ
り
で
燃
や
す
木
は
、
針
葉
樹
で
い
え
ば
ス
ギ

や
ア
カ
マ
ツ
の
枝
、
広
葉
樹
で
は
ケ
ヤ
キ
、
シ
デ
、

コ
ナ
ラ
、
カ
エ
デ
な
ど
が
優
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア

ブ
ラ
チ
ャ
ン
な
ど
の
潅か

ん
ぼ
く木
も
良
い
薪
に
な
っ
た
。
逆

に
、
ク
リ
や
ク
ル
ミ
な
ど
は
で
火
力
が
弱
い
た
め
、

い
ろ
り
で
燃
や
す
に
は
適
し
て
い
な
い
。

　
「
ヤ
セ
ン
マ
」
に
積
ん
で
持
ち
帰
っ
て
き
た
薪
は

「
シ
タ
ネ
」（
家
の
軒
下
）
に
う
ず
た
か
く
積
ん
で

お
く
。
冬
が
近
づ
け
ば
ど
こ
の
家
に
も
見
ら
れ
る

光
景
だ
っ
た
。
荻
窪
さ
ん
が
懐
か
し
そ
う
に
少
年

期
を
振
り
返
る
。

「
子
ど
も
た
ち
は
競
う
よ
う
に
し
て
木
伐
り
に
い
っ

て
、
自
分
の
シ
タ
ネ
に
ど
れ
く
ら
い
木
が
積
ん
で

あ
る
か
、
自
慢
み
た
い
な
と
こ
が
あ
っ
た
。
そ
ん

な
こ
と
が
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
ね
」。

　

遊
び
盛
り
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
薪
拾
い

は
面
倒
な
手
伝
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
問
に

思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
だ
。
競
う

楽
し
み
や
張
り
合
い
を
も
っ
て
山
に
出
か
け
て
い

く
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
、
目
の
前
に
浮
か
ん
で
く

る
よ
う
な
気
が
し
た
。

都
留
市
大
野
に
細
野
と
い
う
地
区
が
あ
る
。

荻
窪
さ
ん
は
も
と
も
と
こ
の
地
に
生
ま
れ

育
っ
た
。
法
能
に
新
し
く
家
を
建
て
た
の
は
15
年
ほ

ど
前
の
こ
と
で
、
当
時
住
ん
で
い
た
家
屋
は
今
で
も

細
野
に
残
っ
て
い
る
。

　
家
に
い
ろ
り
が
あ
っ
た
の
は
、
荻
窪
さ
ん
が
小
学

生
の
こ
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
話
は
50
年
以
上
前
に
さ

か
の
ぼ
る
。

暖
を
取
る
、
そ
の
準
備

　
寒
く
な
っ
て
く
る
と
、炊
事
や
風
呂
焚
き
に
加
え
、

暖
房
の
た
め
に
薪
を
多
く
使
う
よ
う
に
な
る
。
本
格

的
な
冬
を
迎
え
る
準
備
は
秋
口
か
ら
始
ま
っ
た
。

「
秋
に
な
る
と
、
山
に
薪
を
拾
い
に
い
っ
た
ね
。
ど

こ
の
家
も
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
は
家
族
で
い
か
な
い

で
、
子
ど
も
た
ち
が
連
れ
立
っ
て
い
っ
た
よ
ね
」。

　

薪
拾
い
は
お
も
に
子
ど
も
た
ち
の
役
割
だ
っ
た
。

学
校
が
終
わ
っ
た
あ
と
や
休
日
に
な
る
と
、
兄
弟
や

近
所
の
友
達
と
一
緒
に
山
に
入
っ
た
。
鉈な

た

や
鋸の

こ

を
持

ち
、
拾
っ
た
薪
を
積
ん
で
く
る
た
め
の
「
ヤ
セ
ン

マ
」（
シ
ョ
イ
コ
）
を
背
負
っ
て
い
く
。
細
野
で
は

「
木き

き伐
り
に
行
く
」
と
言
い
慣
わ
し
て
い
た
が
、じ
っ

さ
い
は
枯
れ
木
な
ど
落
ち
て
い
る
木
を
拾
い
集
め
る

作
業
だ
。
拾
う
場
所
は
自
分
の
所
有
地
を
含
め
、
ど

昔はどのように暖を取っていたのだろうか。家のなかに造ら

れた「いろり」が、おもに暖房の役割を果たしたことは知っ

ていたけれど、具体的にどれくらいの大きさでどんな木を燃

やしていたのか、よく考えたら知らないことばかりだった。

10 月 15 日、都留市法
ほうのう

能にお住まいの荻
おぎくぼ

窪久
ひ さ お

夫さん（60）に、

いろり端で生活したころの話をうかがった。

取材風景。丁寧に教えてくださる荻窪久夫さん
撮影：前澤志依 (2011.11.19)

暖
を
取

る

〜
い
ろ
り
端
の
記
憶
〜「ヤセンマ」(ショイコ )

・大人用と子ども用があった
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昔
は
そ
ん
な
に
話
す
こ
と
も
な
か
っ
た
け
ど
ね
」。

　
加
え
て
「
も
う
50
年
も
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
あ
ん

ま
り
覚
え
て
な
い
け
ど
」
と
は
い
う
も
の
の
、
い
ろ

り
を
囲
み
箱
膳
で
食
事
し
た
こ
と
や
、
保
存
食
と
し

て
ヘ
ビ
や
川
魚
を
焼
い
た
こ
と
、
い
ろ
り
の
ふ
ち
で

寝
て
い
た
猫
が
よ
く
炉
の
な
か
に
落
ち
て
火
傷
し
た

話
な
ど
、
数
々
の
思
い
出
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
静
か

な
面
持
ち
で
ゆ
っ
く
り
と
話
す
そ
の
視
線
の
先
に
、

荻
窪
さ
ん
は
い
ろ
り
端
で
過
ご
し
た
こ
ろ
の
風
景
を

眺
め
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　

い
ろ
り
は
そ
の
後
、
炭
の
掘
り
炬
燵
に
姿
を
変

え
、
つ
い
で
炉
の
上
に
は
板
が
張
ら
れ
て
電
気
炬
燵

を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
薪
が
燃

え
、
鉄
瓶
か
ら
湯
気
が
た
つ
往
時
の
姿
を
目
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
、
当
時
を
知
る
人
か
ら

じ
か
に
話
を
聞
く
こ
と
で
、
い
ろ
り
が
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
か
、
い
か
に
し
て
暖
を
取
っ
て
い
た
の

か
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
は
、
た
だ
史
料
を
ひ
も
と
く
だ
け
で
は
得
ら
れ

な
い
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
と
思
う
。
薪
拾
い
に
い
く

子
ど
も
の
気
持
ち
や
、
火
に
当
た
っ
た
と
き
の
感
情

と
い
っ
た
実
感
を
と
も
な
う
記
憶
が
、
か
つ
て
の
生

活
の
一
端
を
よ
り
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
く
れ
た
。

　

冬
に
な
る
と
、
亡
父
・
祉よ

し

さ
ん
が
炭
を
焼
い
た
。

当
時
、
林
業
と
養
蚕
で
生
計
を
立
て
て
い
た
生
家
に

と
っ
て
、
炭
焼
き
は
冬
の
あ
い
だ
の
貴
重
な
収
入
源

と
な
っ
た
。
い
ろ
り
で
は
薪
と
と
も
に
こ
の
炭
も
併

用
す
る
。
も
ち
ろ
ん
伐
採
し
た
木
か
ら
薪
を
得
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
生な

ま
き木

を
伐
っ
て
薪
に
し
た
場
合
は

炭
と
同
様
、
お
も
に
谷
村
な
ど
の
町
場
に
販
売
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
燃
や
す
に
し
て
も
そ
の

売
れ
残
り
を
使
う
程
度
で
、
暖
を
取
る
に
も
炊
事
を

す
る
に
も
拾
っ
て
き
た
薪
だ
け
で
充
分
に
足
り
て
い

た
そ
う
だ
。

い
ろ
り
は
「
ヒ
ジ
ロ
」
と
呼
ん
だ

　
「
昔
は
『
い
ろ
り
』
と
は
呼
ん
で
な
か
っ
た
ね
」。

荻
窪
さ
ん
が
そ
う
切
り
出
し
た
。
ど
う
や
ら
、
そ
の

土
地
の
呼
び
方
が
あ
る
ら
し
い
。

「
こ
の
辺
で
は『
い
ろ
り
』な
ん
て
言
わ
な
い
よ
。『
ヒ

ジ
ロ
』（
火
代
）
っ
て
い
う
ん
だ
よ
。
い
ろ
り
と
い

う
言
葉
は
後
か
ら
知
っ
た
ん
だ
よ
ね
」。

　
い
ろ
り
は
、
ど
こ
で
も
一
様
に
「
い
ろ
り
」
と
呼

ぶ
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
正
直
と
て
も
驚
い

た
。
ほ
か
に
も
自じ

ざ
い
か
ぎ

在
鉤
を
指
す「
オ
コ
ウ
ジ
ン
サ
ン
」

（
お
荒
神
さ
ん
）と
い
う
名
前
や
、さ
き
に
触
れ
た「
シ

タ
ネ
」
な
ど
、
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
が
い
く
つ
も
連

な
る
。
そ
の
た
び
に
ど
ん
な
字
を
当
て
る
の
か
を
尋

ね
、
と
き
に
一
緒
に
考
え
な
が
ら
、
話
題
は
さ
ら
に

い
ろ
り
端
の
思
い
出
話
へ
と
進
ん
で
い
く
。

「
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
ね
え
、
ヒ
ジ
ロ
に
火
が
入
っ

た
っ
て
の
が
一
つ
の
喜
び
だ
っ
た
気
が
す
る
。
ヒ
ジ

ロ
で
（
薪
を
）
燃も

し
始
め
て
、
あ
ぁ
こ
れ
で
あ
っ
た

か
く
な
る
な
っ
て
…
…
」。

　

じ
っ
と
一
点
を
見
据
え
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
記
憶

を
手
繰
り
寄
せ
る
よ
う
に
荻
窪
さ
ん
は
話
を
続
け
る
。

「
ま
あ
、
懐
か
し
い
よ
ね
え
。
当
時
は
テ
レ
ビ
も
な

か
っ
た
し
、
ヒ
ジ
ロ
を
中
心
に
一
日
の
話
を
し
た
。

牛
丸
景
太
（
国
文
学
科
2
年
）
＝
文
・
図

いろり端の略図

「オコウジンサン｣
 （自在鉤）

鉄瓶

「カカ座｣
 ( 母親や祖母の席 )

「横座」
 (家長・父親の席)

足を置く場所
・猫がよく寝ていた

・炉は一辺が約５尺の
  正方形。深さは１尺
  ほど ※ 1尺＝約 30.3cm

鉄製の固定具
・長さを調整し固定する

「マッコウブチ」
・堅くて燃えにくい
  柿の木を用いた

いろりの上には「火
ひ だ な

棚」と呼ば
れる棚が吊り下げられ、保存食
を置くなどして使用していた。
大きさは炉とほぼ同じくらい

・



秋

撮

ギ
ャ
ラ
リ
ー

香西恵
2011.10.4 中屋敷
見上げると、アケビの実が
たくさん。手を伸ばしても
ギリギリ届きませんでした。

﨑田史浩
2011.12.10 上谷
朝8時、霜がおりたカエ
デを発見。早起きのささ
やかな喜びです。

石川あすか
2011.10.23 田原
夕日に透けた羽の青がき
れいでした。写真には写
らなくて残念です。 る

を



西教生
2011.9.28 川茂
オニグルミの実が、
秋風に揺れていました。

西教生
2011.11.16 十日市場
ススキは草原の貴公子
です。

﨑田史浩
2011.11.12 盛里
丸く引き締まったカキに
まぎれるバッタを撮りま
した。

香西恵
2011.10.1 尾崎山
はじめはクルミかと思いま
したが、よく見ると、種が
たくさんありました。おそ
らく、アケビでしょう。



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）

ヒヨドリの大切な仕事

第 15回

秋
の
山
に
は
い
ろ
ん
な
木
の
実
が
な
っ
て
い

ま
す
。
実
の
色
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
色
と
り

ど
り
の
紅
葉
も
私
た
ち
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
は
自
然
の
色
彩
の
複
雑
さ
、
精
巧
さ
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
す
が
、
い
く
つ
か
の

木
の
実
を
見
て
い
く
と
、
赤
い
も
の
と
黒
っ
ぽ
い
も

の
に
大
別
で
き
そ
う
で
す
。
ガ
マ
ズ
ミ
や
ア
オ
キ
は

赤
色
、
ク
ロ
モ
ジ
や
イ
ボ
タ
ノ
キ
は
黒
色
と
い
う
よ

う
に
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
実
は
鳥
類
が
丸
飲
み

で
き
る
大
き
さ
で
す
。
鳥
に
は
歯
が
な
い
た
め
、
食

物
を
丸
飲
み
し
ま
す
。
今
回
は
、
鳥
類
と
樹
木
の
見

事
な
関
係
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
キ
ャ
ン
パ
ス
を
歩
く
と
、
周
辺
に
親
木
が
な
い
の

に
ア
オ
キ
や
ガ
マ
ズ
ミ
、イ
ヌ
ツ
ゲ
な
ど
の
稚ち

じ
ゅ樹（
子

ど
も
の
木
）
の
見
つ
か
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
お
そ

ら
く
こ
れ
は
、
鳥
に
食
べ
ら
れ
た
種
子
が
フ
ン
と
し

て
落
と
さ
れ
、
発
芽
し
た
も
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
周
り
に
暮
ら
し
て
い
る
鳥
類
の
多
く

は
、
食
べ
た
実
を
ほ
と
ん
ど
消
化
せ
ず
に
排
泄
し
ま

す
。
親
木
の
下
に
落
ち
た
実
は
、
光
の
条
件
な
ど
の

影
響
で
大
き
く
育
つ
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
鳥
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
で
親
木
か
ら
離
れ
た

場
所
に
運
ば
れ
る
と
、
定
着
で
き
る
可
能
性
が
高
く

な
り
ま
す
。木
は
果
肉
の
部
分
を
鳥
類
に
提
供
し
て
、

ナツグミの枝に止まったヒヨドリ
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種
子
を
散
布
し
て
い
る
の
で
す
。
都
留
市
の
種
子
散

布
の
担
い
手
は
ヒ
ヨ
ド
リ
と
メ
ジ
ロ
、
ジ
ョ
ウ
ビ
タ

キ
な
ど
で
す
が
、
な
か
で
も
ヒ
ヨ
ド
リ
が
一
番
よ
く

貢
献
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

上
の
写
真
の
イ
ヌ
ツ
ゲ
と
ガ
マ
ズ
ミ
の
稚
樹
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
の
北
側
に
あ
り
ま
し

た
。
北
側
に
は
カ
シ
類
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
カ
シ
類
に
止
ま
っ
た
鳥
が
落
と
し
た
フ
ン
の
な
か

に
種
子
が
入
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
種
子

は
フ
ン
と
し
て
落
と
さ
れ
る
以
外
に
、
吐
き
戻
し
に

よ
っ
て
散
布
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
鳥
類
の
種
子
散
布
か
ら
キ
ャ
ン
パ
ス

の
植
生
を
見
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
の
北
側
で
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に

は
生
え
て
い
な
い
植
物
の
稚
樹
も
あ
り
ま
す
。
か
な

り
遠
く
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

が
、こ
れ
が
も
し
園
芸
種
で
し
た
ら
問
題
で
す
。じ
っ

さ
い
、
大
学
の
裏
山
で
は
園
芸
種
の
稚
樹
も
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
意
味
で
も
、
い
ま
、
ど

の
よ
う
な
稚
樹
が
あ
る
の
か
を
記
録
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
稚
樹
の
記
録
を
取
る
こ
と
と
並
行
し

て
、
木
か
ら
種
子
を
採
集
す
る
と
よ
り
一
層
理
解
が

深
ま
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
オ
キ
の
実
は
ほ
と
ん

ど
果
肉
が
な
い
た
め
、
鳥
類
に
と
っ
て
は
食
べ
て
も

実（上）と稚樹（下） ＊左からアオキ、ガマズミ、イヌツゲ

栄
養
価
は
低
い
で
し
ょ
う
。
ク
サ
ギ
は
花
が
咲
い
た

後
に
ガ
ク
が
赤
く
な
り
、
中
央
に
黒
っ
ぽ
い
実
を
つ

け
、
こ
の
配
色
で
鳥
類
を
お
び
き
寄
せ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
目
の
前
の
道
を
リ
ス
が
横
切
っ
た
と
か
、
セ
イ
ヨ

ウ
タ
ン
ポ
ポ
で
吸き

ゅ
う
み
つ蜜す

る
ツ
マ
グ
ロ
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
を

見
た
と
か
、
散
歩
を
続
け
て
い
る
と
こ
う
し
た
「
わ

か
り
や
す
い
出
会
い
」
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど

も
稚
樹
の
場
合
は
、
少
な
く
と
も
稚
樹
は
見
え
隠
れ

し
ま
せ
ん
の
で
、
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
気
づ
い
た
後
の
噛
み
し
め
る
よ
う

な
楽
し
さ
、
そ
こ
で
発
芽
す
る
に
至
っ
た
過
程
を
想

像
す
る
時
間
。
物
事
が
直
接
見
え
な
い
が
た
め
に
、

そ
の
経
過
を
考
え
る
余
裕
が
生
ま
れ
ま
す
。

　
い
つ
も
の
風
景
の
な
か
に
、
ふ
だ
ん
見
過
ご
し
が

ち
な
も
の
を
見
る
こ
と
、
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
は
、

身
の
周
り
の
自
然
と
は
何
か
を
察
知
す
る
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。
ヒ
ヨ
ド
リ
の
大
切
な
仕
事
は
、
自
分
が

生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
も
の
も
生
か
し
て

い
る
こ
と
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
本
当
の
共
生
と

は
、
お
互
い
が
無
意
識
の
う
ち
に
し
て
い
る
、
こ
の

よ
う
な
行
為
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
、
い
ま
の
自
然

の
動
向
や
人
び
と
の
暮
ら
し
を
記
録
に
と
り
、
残
す

こ
と
も
大
切
な
取
り
組
み
の
一
つ
と
考
え
て
い
ま

す
。
生
き
も
の
の
暮
ら
し
か
ら
も
そ
の
時
の
私
た
ち

の
自
然
と
の
関
わ
り
の
あ
り
よ
う
が
見
え
て
き
ま

す
。
ま
た
多
く
の
人
の
目
を
通
し
て
記
録
し
て
い
く

こ
と
は
、
よ
り
注
意
深
く
地
域
を
観
察
す
る
契
機
に

な
り
ま
す
。
今
回
は
、
本
学
の
２
号
館
に
毎
年
越
冬

に
訪
れ
て
い
る
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
に
つ
い
て
泉

い
ず
み

桂け

い

こ子

氏
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
砂す

な

だ田
真ま

さ
ひ
ろ宏

氏
に
は
キ
ャ
ン
パ
ス
の
モ
グ
ラ
と
の
遭
遇
に
つ
い
て

報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

11
月
13
日
、
本
部
棟
前
の
広
場
を
歩
い
て
い

る
と
、
落
ち
葉
の
ガ
サ
ガ
サ
と
い
う
音
が

聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
側そ

っ
こ
う溝
の
な
か
か
ら
で
す
。
お

そ
る
お
そ
る
な
か
を
覗
く
と
、
全
身
を
毛
に
覆
わ
れ

た
も
の
が
い
ま
す
。
私
は
す
ぐ
に
そ
れ
が
モ
グ
ラ
だ

と
分
か
り
ま
し
た
。
8
月
に
も
自
然
科
学
棟
の
前
で

モ
グ
ラ
を
見
つ
け
て
い
た
か
ら
で
す
。
ふ
と
顔
を
上

げ
る
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
隅
に
も
う
１
匹
。
そ
れ
ら

は
今
年
、
２
匹
目
と
３
匹
目
の
出
会
い
と
な
る
ア
ズ

マ
モ
グ
ラ
で
し
た
。

　
毎
年
冬
に
な
る
と
、
こ
の
広
場
に
は
モ
グ
ラ
塚
と

い
う
小
さ
な
土
の
山
が
た
く
さ
ん
で
き
ま
す
。
私
に

と
っ
て
モ
グ
ラ
は
、
モ
グ
ラ
塚
を
通
し
て
間
接
的
に

し
か
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
き
も
の

で
す
。
な
か
な
か
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
４
ヶ
月
の
あ
い
だ
の
３
匹
の
モ
グ
ラ
と
の
出
会

い
は
本
当
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
い
つ

も
は
地
中
で
生
活
し
て
い
る
モ
グ
ラ
が
な
ぜ
地
上
に

出
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
３
匹
の
モ
グ
ラ
を
見

て
い
る
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
迷
い
出
た
り
、

側
溝
に
落
ち
た
り
す
る
と
元
い
た
場
所
に
戻
る
の
は

容
易
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
土
の

境
に
沿
っ
て
モ
グ
ラ
が
地
面
を
掘
っ
た
跡
が
あ
り
ま

し
た
。
思
う
よ
う
に
進
め
な
い
モ
グ
ラ
は
う
っ
か
り

地
上
に
出
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
モ
グ
ラ
と
の
出
会
い
は
、
直
接
見
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
生
き
も
の
と
出
会
え
た
貴
重
な
経
験

で
し
た
。
生
き
も
の
が
す
ぐ
隣
で
生
活
し
て
い
る
、

私
た
ち
と
生
き
も
の
と
の
距
離
が
近
い
キ
ャ
ン
パ
ス

だ
と
感
じ
た
反
面
、
人
工
物
に
阻は

ば
ま
れ
た
生
き
も
の

の
姿
か
ら
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
く

べ
き
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

(

砂
田
真
宏

　初
等
教
育
学
科
３
年)

モグラが生息していたキャンパスの
広場。モグラ塚が見える（2011 年 11
月 13 日）

１匹目のモグラ。コンクリートに行く
手を遮られ移動できない（2011 年 11
月 13 日）

秋から冬にかけて草原などで見られるモグラ塚。
モグラ１匹で、１年に数百キログラムの土を地
中から地表にかきだす。モグラはトンネルを掘
り、地中に空気を入れ、土を地表に出してかき
まぜる働きもしている（静岡県朝霧高原にて）

モグラとテントウムシ
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毎年越冬にやってくるテントウムシ。自然科学棟 2
階にて撮影（2011 年 10 月 28 日）。かつては自然科
学棟だけで 10 万 2038 匹ものテントウムシが集まっ
ていたという記録がある（『ナチュラリスト入門　
秋』、岩波ブックレット NO.152）

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
、
レ
デ
ィ
・
バ
グ
。
な
ん
と
か

わ
い
ら
し
い
響
き
で
し
ょ
う
か
。
古
く
か

ら
こ
の
虫
が
、
幸
運
や
幸
福
の
象
徴
と
さ
れ
、
人
々

に
愛
さ
れ
て
き
た
の
は
、
鮮
や
か
で
愛
ら
し
い
前
羽

の
模
様
、
せ
わ
し
く
動
く
6
本
の
脚
、
光
の
ほ
う
へ

飛
び
立
っ
て
い
く
力
強
さ
だ
け
で
な
く
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
万
に
わ
た
る
ア
ブ
ラ
ム
シ
を
捕
食
し
、
地
域

の
農
林
業
や
景
観
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
11
月
12
日
土
曜
日
、
忘
れ
物
を
し
て
学
内
に
立
ち

入
っ
た
私
は
視
界
の
濁
り
と
化
学
薬
品
の
刺
激
臭
を

感
じ
、
心
が
ざ
わ
め
き
ま
し
た
。
構
内
の
壁
面
・
天

井
に
い
た
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
想
像

で
き
た
か
ら
で
す
。
明
く
る
月
曜
日
の
14
日
、
2
号

館
で
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
死

亡
、
ま
た
は
運
動
能
力
を
奪
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
下

の
表
は
そ
の
数
の
一
部
で
す
。

　
益
虫
と
害
虫
の
境
界
線
を
人
間
が
引
く
こ
と
に
は

批
判
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、野
菜
を
食
べ
な
い
人
、

木
を
使
わ
な
い
人
、
み
ど
り
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
な
い

人
は
居
ま
せ
ん
。
そ
の
基
盤
は
生
物
多
様
性
に
あ
る

の
で
す
。

　
「
3
・
11
」
が
私
た
ち
に
提
起
し
た
の
は
、
一
瞬

に
し
て
多
く
の
命
が
奪
わ
れ
た
悲
し
み
、
命
は
す
べ

て
皆
尊
い
と
こ
れ
ま
で
思
い
込
ん
で
い
な
が
ら
、
関

東
に
住
む
私
た
ち
と
福
島
の
人
々
の
あ
い
だ
、
あ
る

い
は
去
り
ゆ
く
命
と
育
ち
ゆ
く
命
の
あ
い
だ
に
厳
然

た
る
差
別
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
し
た
。
身
近

に
あ
る
小
さ
い
命
に
私
た
ち
は
共
感
し
、
共
存
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、そ
の
想
い
で
寄
稿
し
ま
し
た
。

(

泉
桂
子

　社
会
学
科
環
境
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
造

専
攻
教
員)
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知り合いの大工さんにつくってもらった

特製の脱粒機。採れたものは唐
と う み

箕で選別

した後、さらに水で洗う。いいエゴマは

油分が多く水に浮く

脱粒後、広げて除虫。水で洗った後

さらに充分に天日干し。食べてみて

できあがりを判断する。よく干すこ

とで香りとおいしさが増す

庭に面したエゴマ畑（右）。刈り取りの

見極めはいつもハラハラだ。遅すぎると

種が落ちてしまうし早すぎてもいけな

い。おおかた茶色くなったら脱粒のころ

エゴマのある暮らし

10 月、春から育ててきたエゴマがいよいよ収穫のころを

迎えた。収穫はどのようにすればいいのか。食べかたも

気になる。エゴマの種をわけていただいた、都留市鹿
ししどめ

留

にお住まいの志
し む ら ひ さ え

村久恵さん（54）にお話をうかがった。

　

10
月
末
、
エ
ゴ
マ
の
刈
り
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
エ
ゴ

マ
の
茂
み
に
近
寄
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
な
ん
と
も
い
え
な

い
か
ぐ
わ
し
さ
に
包
ま
れ
る
。
食
欲
を
そ
そ
る
、
ど
こ
か

あ
ま
や
か
で
ス
パ
イ
シ
ー
な
香
り
。
花
の
あ
と
の
茶
色
い

殻
を
下
か
ら
の
ぞ
く
と
、
や
わ
ら
か
な
毛
の
向
こ
う
に
白

っ
ぽ
い
粒
が
今
に
も
こ
ぼ
れ
落
ち
そ
う
に
の
ぞ
い
て
い
る

の
が
見
え
る
。
慎
重
に
摘
み
取
っ
て
い
く
。

　　

久
恵
さ
ん
は
、
昨
年
一
人
で
エ
ゴ
マ
を
育
て
て
（
今
年

の
５
倍
く
ら
い
広
い
畑
で
）、
あ
れ
だ
け
忙
し
く
て
大
変

だ
っ
た
の
に
病
気
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
エ
ゴ
マ
の
香

り
の
お
か
げ
か
も
し
れ
な
い
、
と
言
っ
て
い
た
。
夏
、
疲

れ
る
と
、
エ
ゴ
マ
の
茂
み
の
な
か
に
入
っ
て
休
む
。
そ
こ

は
涼
し
く
て
よ
い
香
り
が
し
て
、別
世
界
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

久
恵
さ
ん
が
今
育
て
て
い
る
エ
ゴ
マ
は
、
お
父
さ
ん
か

ら
引
き
継
い
だ
も
の
だ
。
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
、
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
の
ご
先
祖

様
か
ら
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
種
だ
。

　

久
恵
さ
ん
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
エ
ゴ
マ
は
お
客
様
が
来

た
と
き
の
お
も
て
な
し
の
と
き
に
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
、

特
別
な
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ
。
な
に
し
ろ
収
穫
に
手
間
が

か
か
る
の
で
、
ほ
ん
の
少
し
し
か
つ
く
れ
な
い
。
お
父
さ

ん
は
そ
れ
を
一
升
瓶
に
入
れ
て
保
存
し
て
い
て
、
お
ば
あ
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ち
ゃ
ん
が
「
エ
ゴ
マ
お
は
ぎ
」
に
し
た
。
煎
り
エ
ゴ
マ
を

擂す

っ
て
砂
糖
と
混
ぜ
合
わ
せ
、
半
分
く
ら
い
つ
い
た
ご
飯

に
ま
ぶ
し
た「
エ
ゴ
マ
お
は
ぎ
」は
、絶
品
だ
っ
た
と
い
う
。

「
エ
ゴ
マ
お
は
ぎ
」
が
格
別
だ
っ
た
と
い
う
話
は
、
わ
た

し
が
エ
ゴ
マ
を
育
て
て
い
る
畑
の
そ
ば
に
住
ん
で
い
る
か

た
か
ら
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
味
な

の
だ
ろ
う
。

　

特
別
な
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
ふ
だ
ん
か
ら
思
う
存
分

エ
ゴ
マ
を
食
べ
た
い
。
こ
れ
が
久
恵
さ
ん
が
エ
ゴ
マ
を
育

て
て
い
る
、
そ
も
そ
も
の
思
い
だ
。
今
で
は
採
れ
た
エ
ゴ

マ
を
２
ℓ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
れ
て
冷
蔵
庫
に
保
存

し
、
毎
日
の
食
卓
に
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
。

　

久
恵
さ
ん
は
黒
い
髪
を
バ
ン
ダ
ナ
で
ま
と
め
て
、
よ
く

し
ゃ
べ
り
よ
く
笑
う
き
れ
い
な
人
だ
。

　

こ
の
日
、
エ
ゴ
マ
畑
で
収
穫
の
時
期
や
方
法
に
つ
い
て

ひ
と
と
お
り
お
話
を
聞
い
た
あ
と
、
お
家
に
入
っ
て
ハ
ー

ブ
テ
ィ
ー
を
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
を
し
て
、
エ
ゴ
マ
を

使
っ
た
お
昼
ご
飯
を
い
た
だ
い
て
帰
っ
た
。
本
当
に
楽
し

い
ひ
と
と
き
だ
っ
た
。
エ
ゴ
マ
の
魅
力
も
た
っ
ぷ
り
う
か

が
っ
て
、い
っ
そ
う
エ
ゴ
マ
は
気
に
な
る
存
在
に
な
っ
た
。

　

自
分
た
ち
で
刈
り
取
っ
た
エ
ゴ
マ
も
、
あ
と
は
選
別
を

す
れ
ば
食
べ
ら
れ
る
。
ど
ん
な
味
が
す
る
だ
ろ
う
。
今
度

は
教
え
て
い
た
だ
い
た
レ
シ
ピ
で
「
エ
ゴ
マ
お
は
ぎ
」
を

つ
く
っ
て
み
よ
う
。

香西恵（社会学科 3年）＝文・写真

久恵さんのエゴマ料理をいただいた。煎りエゴマをルッコラと混ぜ込んだおむ

すび、漬け込んだエゴマの葉でまいたおむすび 2 種、茹でキャベツ・炒り卵・

煎りエゴマをポン酢で和えたもの。ぷちぷちとした歯触りと爽やかな風味／右：

エゴマを煎ると部屋中が香ばしい匂いで満たされる。「この匂いも、おもてなし」

（左から）久恵さんの庭には色とりどりの花が咲き乱れる／ハーブがたくさん。ジャーマンカモミールは花

を乾燥させてお茶にするとおいしい／ルッコラ。間引いて食卓へ／シカクマメ。水色の美しい花をたのしむ

熟したエゴマの粒。エゴマの味はた

とえるならクルミに近いという。久

恵さんのエゴマは上品な味と香りが

自慢だ

エゴマ（シソ科シソ属）
東南アジア原産の一年草。９月ごろ白い花を
つける。１つの花から４粒の種子が採れる
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「つくる」をみつめる　
　　　　̶第 2篇̶

型のない作品

４月に都留市つるのフラワーショップ「リエール」に立
ち寄ると、ハンドメイド展が開催されていた。
そこに飾られていた堂々とそびえる「風の塔」。
自然木の形をそのまま活かした作品の姿に心惹かれた。
自然や廃材から材料を取ってものづくりをする人がいる。
「とる」ことからものづくりが始まっている作品を見ると
なにが見えてくるのだろうか。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　前澤志依（国文学科２年）＝文・写真

大月市の「ギャラリー民」に現在飾られている作品。正面にある３つが「風の塔」

20FIELD.NOTE
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10
月
22
日
、待
ち
合
わ
せ
の
時
間
に
「
リ
エ
ー

ル
」
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
ハ
ッ
ト
と
口
髭
が
印
象
的
な
原は

ら

健け
ん
ご吾
さ
ん

（
52
）。
原
さ
ん
は
、
30
年
近
く
油
絵
を
描
き
つ
つ
、

最
近
は
自
然
木
や
廃
材
で
も
の
づ
く
り
も
し
て
い
る

作
家
だ
。

「
再
生
」

　
原
さ
ん
は
「
再
生
」
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
て
活
動

を
し
て
い
る
。
も
の
づ
く
り
の
材
料
の
ほ
と
ん
ど
が

自
然
木
か
ら
取
っ
た
り
、
建
造
物
な
ど
を
解
体
し
て

出
た
木
の
廃
材
を
も
ら
っ
た
り
し
た
も
の
だ
。
知
り

合
い
か
ら
「
廃
材
が
あ
る
か
ら
取
り
に
来
て
」
と
連

絡
が
あ
る
と
、
使
う
予
定
が
な
く
て
も
、
と
り
あ
え

ず
も
ら
い
に
行
く
と
い
う
。

「
も
ら
っ
て
も
使
わ
な
い
廃
材
と
か
は
、
家
の
薪
ス

ト
ー
ブ
で
燃
や
せ
ば
い
い
。
燃
や
し
て
灰
に
な
っ
た

も
の
は
、
畑
の
肥
料
に
す
る
。
だ
か
ら
捨
て
る
も
の

は
な
い
」

身
を
乗
り
出
し
て
力
強
く
言
い
切
る
姿
か
ら
、
そ
れ

が
原
さ
ん
の
信
念
の
ひ
と
つ
な
の
だ
と
感
じ
た
。

　
ま
た
、
原
さ
ん
は
材
料
そ
の
も
の
の
味
を
大
切
に

し
て
い
る
。
ニ
ス
を
塗
っ
た
り
、
ヤ
ス
リ
で
必
要
以

上
に
削
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
し
な
い
。
原
さ

ん
お
手
製
の
、
ロ
ー
リ
エ
の
木
か
ら
つ
く
っ
た
ピ
ン

が
あ
る
。「
リ
エ
ー
ル
」
の
お
店
の
前
に
植
え
ら
れ

て
い
る
ロ
ー
リ
エ
の
枝
を
剪せ

ん
て
い定
し
て
、
適
当
な
大
き

さ
に
切
り
、
穴
を
開
け
て
ピ
ン
を
差
し
込
ん
だ
も
の

だ
。
穴
に
接
着
剤
等
は
使
っ
て
い
な
い
。

　

廃
材
を
使
う
の
も
原
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
の
ひ
と

つ
。
切
っ
た
ば
か
り
の
木
は
暴
れ
る
（
伸
縮
す
る
）

の
で
、
落
ち
着
く
ま
で
乾
燥
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。
廃
材
だ
と
何
年
も
前
に
切
ら
れ
た
木
な

の
で
、
い
い
感
じ
に
落
ち
着
い
て
い
る
し
、
乾
燥
も

し
て
い
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
に
、

元
は
な
に
か
の
一
部
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
廃
材
の

一
つ
ひ
と
つ
に
今
ま
で
材
と
し
て
歩
ん
で
き
た
道
の

り
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
が
違
う
の
だ
。

　

原
さ
ん
が
考
え
る
「
再
生
」

に
は
、
廃
材
や
自
然
木
か
ら
も

の
を
つ
く
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
そ
の
木
々
が
辿
っ
て
き
た
道

の
り
の
上
に
、
違
う
活
か
し
か

た
と
い
う
新
し
い
道
を
ひ
ら
く

意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
い
ら

な
く
な
っ
た
か
ら
終
わ
り
、
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

　
油
絵
を
描
い
て
い
た
原
さ
ん
が
自
然
木
や
廃
材
を

使
っ
て
も
の
づ
く
り
を
始
め
た
出
発
点
は
、
額
縁
を

つ
く
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
描
い
た
絵
に
似
合
う
額
縁

が
欲
し
い
と
思
っ
た
原
さ
ん
は
、
額
縁
も
自
分
で
つ

く
っ
た
ほ
う
が
納
得
の
い
く
も
の
が
で
き
る
と
考
え

た
の
だ
と
い
う
。

「
絵
か
額
縁
、
ど
ち
ら
か
が
目
立
っ
た
ら
、
せ
っ
か

く
の
も
の
が
活
か
せ
な
く
な
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
原

さ
ん
は
、も
の
づ
く
り
を
す
る
と
き
、作
品
を
「
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
」
す
る
と
い
う
意
識
が
強
い
。
そ
う
表

現
す
る
感
覚
が
な
か
っ
た
私
は
ど
う
い
う
意
味
な
の

か
と
尋
ね
た
。

作品名「釜中にあそぶ」

ローリエの枝からつくったピン
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「
服
と
お
な
じ
で
、
一
着
だ
け
じ
ゃ

そ
の
服
の
持
ち
味
が
出
な
い
じ
ゃ

ん
。
な
に
か
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
初
め
て
服
の
魅
力
が
発
揮
さ
れ

る
。
額
縁
と
か
も
そ
れ
と
お
な
じ
感

じ
か
な
」

そ
う
お
っ
し
ゃ
る
原
さ
ん
の
表
情
は

ど
こ
か
真
剣
だ
。「
こ
の
絵
に
合
っ

た
額
縁
が
ほ
し
い
」
と
い
う
注
文
が

あ
れ
ば
、
ま
ず
は
そ
の
絵
と
じ
っ
く
り
向
き
合
い
、

ど
う
い
う
額
縁
に
し
た
ら
絵
も
額
縁
も
引
き
立
つ

の
か
を
考
え
る
。「
つ
ね
に
ハ
ー
ド
ル
は
自
分
自
身
」

と
考
え
て
い
る
原
さ
ん
は
、
依
頼
さ
れ
た
相
手
の
要

望
を
聞
き
つ
つ
も
、
最
後
に
自
分
が
納
得
い
く
形
に

な
る
ま
で
つ
く
り
あ
げ
る
。
そ
う
し
て
初
め
て
作
品

の
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
」
が
完
成
す
る
。

自
由
な
発
想

　
同
日
、
都
留
市
大お
お
は
た幡
の
原
さ
ん
の
ご
自
宅
兼
ア
ト

リ
エ
の
「
閑か

ん
げ
つ
ど
う

月
洞
」
に
う
か
が
っ
た
。
作
業
場
に
は

つ
く
り
か
け
の
額
縁
や
描
き
か
け
の
絵
、
木
端
や
小

道
具
な
ど
が
た
く
さ
ん
置
か
れ
て
い
て
、
秘
密
基
地

の
よ
う
だ
。
作
業
場
の
隅
に
段
ボ
ー
ル
が
あ
り
、
い

く
つ
か
の
枝
が
ま
と
ま
っ
て
入
っ
て
い
た
。
原
さ
ん

原
健
吾
さ
ん　

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
５
９
年
生
ま
れ
。
長
崎
県
出
身
。
本
学
の
卒
業
生
で

も
あ
る
。
80
年
に
初
の
個
展
を
お
こ
な
う
。
現
在
、
都
留

市
・
三
つ
峠
山
麓
に
て
油
絵
を
描
く
か
た
わ
ら
、
オ
ブ
ジ
ェ
・

額
縁
の
制
作
も
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
出
張

ア
ー
ト
教
室
も
展
開
中
。

は
そ
の
な
か
か
ら
一
本
の
枝
を
取
り
だ
し
て
「
こ
れ

を
泳
が
せ
た
い
ん
だ
よ
ね
」
と
枝
を
左
右
に
動
か
し

な
が
ら
呟
く
。
作
品
と
し
て
、
魚
の
よ
う
に
泳
が
す

こ
と
が
で
き
な
い
か
を
考
え
て
い
る
と
い
う
。
陸
に

あ
る
枝
を
水
中
に
も
っ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
お
も

し
ろ
い
。

「（
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
）
自
分
を
飽
き
さ
せ
な
い

こ
と
。
飽
き
っ
ぽ
い
か
ら
、
お
な
じ
も
の
を
30
個
つ

く
れ
っ
て
い
わ
れ
た
ら
、
で
き
な
い
っ
て
言
っ
ち
ゃ

う
と
思
う
の
ね
。
そ
れ
か
ら
、タ
ブ
ー
（
禁
止
事
項
）

を
つ
く
ら
な
い
。
自
分
で
こ
こ
ま
で
っ
て
天
井
を
つ

く
っ
ち
ゃ
う
と
、
結
局
は
型
通
り
に
し
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
か
ら
、
お
も
し
ろ
く
な
い
よ
ね
」

最
近
の
原
さ
ん
は
絵
を
描
く
と
き
に
キ
ャ
ン
バ
ス
で

描
か
ず
に
、板
に
描
く
こ
と
が
多
い
ら
し
い
。「
キ
ャ

ン
バ
ス
だ
と
四
角
い
形
が
多
い
け
ど
、
板
だ
っ
た
ら

絵
に
合
わ
せ
て
す
ぐ
形
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
る
」

と
い
う
原
さ
ん
の
考
え
は
、
絵
画
と
い
え
ば
四
角
い

形
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
私
に
と
っ
て
、
と

て
も
衝
撃
的
だ
っ
た
。

　
原
さ
ん
に
と
っ
て
の
「
つ
く
る
」
は
漢
字
で
表
す

な
ら
「
創
る
」
と
書
く
。
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
だ

す
「
創
造
」
の
「
創
」。
だ
か
ら
型
に
と
ら
わ
れ
す

ぎ
な
い
原
さ
ん
の
作
品
は
ど
れ
も
斬
新
だ
。

　

材
を
取
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
作
品
は
、「
材
を
ど

う
と
ら
え
る
か
」
か
ら
「
つ
く
る
」
が
始
ま
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
ド
ン
グ
リ
を
拾
っ
て
よ
く
観
察
し

て
み
る
。
ド
ン
グ
リ
を
一
つ
取
っ
た
だ
け
で
も
コ
マ

に
な
っ
た
り
、
顔
に
な
っ
た
り
…
…
視
点
を
ち
ょ
っ

と
変
え
る
だ
け
で
発
想
は
ど
こ
ま
で
も
広
が
り
、
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
思

う
と
、「
つ
く
る
」こ
と
が
ま
す
ま
す
楽
し
く
な
っ
て
、

何
で
も
つ
く
れ
そ
う
な
気
が
す
る
の
だ
。

作品を見つめる原さん

原さんはこの枝を「泳がせたい」
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おわりに
「とる」。
この言葉を切り口に秋を見てみたら、
とって終わりじゃない、
「とる」ことから何かがはじまることがわかってきました。

木の実を採れば、何の実か調べたくなる。
暖を取れば、あたたかい空間が広がる。
写真を撮れば、その景色がずっと形に残る。
記録を取れば、生きものやまちの変化がよくわかる。

とったものとじっくり向き合うと、
視野が広がったり、学びが深まったり、
自分自身の成長につながるものがたくさんありました。

ほかにはどんな「とる」があるだろう。
とって見つめるその先には何があるだろう。
これからもその答えを探しながら、
私たちは秋を満喫するのです。



今
「
リ
フ
ォ
ー
ム
」
っ
て
呼
ぶ
け
ど
私
が
子
ど

も
の
こ
ろ
っ
か
ら
す
で
に
、
着
物
を
解
い

て
、
子
ど
も
の
服
を
作
る
っ
て
い
う
の
は
当
た
り
前

だ
っ
た
の
ね
。
だ
か
ら
、
別
に
不
思
議
で
は
な
か
っ

た
の
。
で
、た
と
え
ば
お
嫁
に
来
る
時
に
「
腰
巻
き
」

っ
て
い
う
の
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
、着
物
の
下
に
す
る
。

あ
ん
な
の
だ
っ
て
ほ
ら
、
い
い
生
地
で
し
ょ
。
私
の

母
の
も
ね
、オ
レ
ン
ジ
色
の
い
い
腰
巻
き
だ
っ
た
の
。

そ
し
た
ら
そ
れ
は
、
学
芸
会
す
る
時
の
ワ
ン
ピ
ー
ス

に
縫
っ
て
く
れ
た
よ
ね
、
母
が
。
そ
れ
で
こ
ん
な
と

こ
（
襟
の
辺
り
）
に
ち
ょ
っ
と
レ
ー
ス
を
つ
け
て
く

れ
た
り
ね
、
あ
と
オ
シ
ャ
レ
に
ね
、
イ
チ
ゴ
の
ボ
タ

ン
を
つ
け
て
く
れ
た
り
ね
…
…
。
ち
っ
ち
ゃ
い
こ
ろ

着
た
も
の
は
み
ん
な
覚
え
て
る
よ
、
作
っ
て
く
れ
た

も
の
だ
か
ら
。
あ
の
学
芸
会
の
時
は
こ
う
い
う
の
、

こ
の
時
は
こ
う
い
う
の
…
…
最
後
に
は
帯
を
解
い
て

ズ
ボ
ン
を
作
っ
て
く
れ
た
の
と
か
ね
、
そ
う
い
う
記

憶
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
ね
。

　
ほ
ん
と
に
よ
く
縫
っ
て
た
も
ん
ね
。
そ
れ
を
見
な

が
ら
、
ほ
ら
端は

ぎ
れ布

が
出
て
く
る
で
し
ょ
？　
そ
れ
で

お
人
形
さ
ん
の
服
を
私
が
縫
っ
た
り
し
た
の
ね
。
当

時
は
小
学
校
の
３
年
生
か
ら
「
裁
縫
」
っ
て
い
う
授

業
が
あ
っ
た
の
よ
、
学
校
の
授
業
で
。
５
年
生
に
な

れ
ば
ワ
ン
ピ
ー
ス
縫
っ
た
よ
。
そ
う
い
う
時
代
だ
っ

た
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
針
を
持
つ
こ
と
と
か
、
も
う

当
た
り
前
だ
っ
た
の
よ
ね
え
。
自
然
に
。
16
歳
で
ス

ー
ツ
縫
い
ま
し
た
よ
。
12
、３
歳
の
時
に
つ
け
た「
洋

裁
」
の
ノ
ー
ト
そ
の
ま
ま
と
っ
て
あ
る
ん
で
す
。
そ

の
時
は
ノ
ー
ト
っ
て
す
ご
く
貴
重
だ
っ
た
の
。
洋
裁

の
な
ん
て
そ
れ
に
、
な
か
な
か
な
い
の
よ
ね
。（
洋

裁
ノ
ー
ト
を
見
せ
て
も
ら
う
）
こ
れ
を
見
な
が
ら
、

一
生
懸
命
、
自
分
で
作
っ
た
の
。
だ
か
ら
こ
れ
が
、

私
の
洋
裁
の
ル
ー
ツ
。
一
番
き
ち
ん
と
し
た
ね
。
こ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
。

タ
ン
ス
か
ら
顔
を
出
し
た
、
母
の
想
い

　

そ
れ
で
、「
リ
フ
ォ
ー
ム
」
っ
て
や
り
始
め
た
き

っ
か
け
！　
そ
れ
は
、私
の
妹
が
、私
の
家
を
見
て
、

い
ろ
ん
な
趣
味
の
道
具
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
を
見

て
、「
も
し
こ
の
ま
ま
私
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
あ

と
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
を
片
付
け
る
の
が
え
ら
い
か

ら
（
大
変
だ
か
ら
）、
今
の
う
ち
に
片
付
け
た
方
が

良
い
よ
」
っ
て
、
私
が
70
歳
に
な
っ
た
と
き
。
そ
れ

で
私
も
ふ
と
「
そ
う
だ
な
」
っ
て
思
っ
た
わ
け
。

　
で
、
た
ま
た
ま
自
分
の
タ
ン
ス
を
引
き
出
し
て
み

た
ら
、
そ
の
な
か
に
、
母
が
私
に
残
し
て
く
れ
て
お

い
た
も
の
と
か
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た
わ
け
。
っ
て
い

う
の
も
、
私
が
縫
い
物
を
す
る
か
ら
、
母
が
亡
く
な

長
き
に
わ
た
る
教
員
生
活
。
そ
れ
を
終
え
た
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
講
座
や
詩

友
会
の
中
心
に
立
ち
、
油
絵
、
水
彩
と
趣
味
で
も
大
忙
し
な
の
に
ハ

ツ
ラ
ツ
と
し
た
笑
顔
が
素
敵
だ
。̶

̶

「 

ね
？

　お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
！
」

今
号
か
ら
数
回
に
わ
た
っ
て
、
遠
藤
静
江
さ
ん(

79)

の
お
話
を
お
伝

え
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
遠
藤
さ
ん
が
和
服
リ
フ
ォ
ー
ム
を
始
め

た
き
っ
か
け
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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…
… 

（
略
） 

…
…

丹
念
に
織
り
上
げ
ら
れ

三
丈
の
み
ご
と
な
内
織
り
と
な
っ
た

母
の
手
に
渡
り

ね
ん
ね
こ
ば
ん
て
ん
に
仕
立
て
ら
れ
た

私
の
弟
を
子
守
り　

私
の
娘
を
子
守
り

ご
用
を
済
ま
せ
た
は
ん
て
ん
は

母
の
手
で
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ

接
ぎ
合
わ
さ
れ　

京
染
め
に
出
さ
れ
た

黒
字
に
紅
と
銀
の
か
す
り
模
様
の

反
物
に
生
ま
れ
変
わ
り

「
昭
和
40
年
５
月
17
日 

く
す
の
き
」

と
片
置
き
札
を
つ
け
た
ま
ま
私
に
手
渡
さ
れ
た
が

三
十
余
年　

箪
笥
の
底
で
眠
ら
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た

祖
母
が
他
界
し　

母
が
他
界
し

繭
玉
の
な
か
の
虫
が
は
る
か
彼
方
か
ら
私
を
責
め
る

私
は
未
熟
な
手
で
上
着
を
縫
い
始
め
る

̶
̶
̶
̶
 

遠
藤
静
江
「
繭
を
着
る
」
よ
り

上の写真：「くすのき」の作務衣と札

っ
た
と
き
に
み
ん
な
が
「
あ
ん
た
が
も
ら
え
」
っ
て

言
っ
て
寄よ

こ越
し
た
わ
け
。
で
、
私
も
母
の
も
の
だ
か

ら
、
パ
ッ
な
ん
て
捨
て
ら
れ
な
い
し
、
も
ら
っ
て
き

た
。
そ
れ
で
（
タ
ン
ス
を
）
開
け
て
み
た
と
き
に
、

「
あ
あ
、
こ
れ
は
母
が
遺
し
て
く
れ
た
も
の
だ
か
ら
、

な
ん
と
か
し
な
き
ゃ
ね
」っ
て
フ
ッ
と
思
っ
た
と
き
、

一
番
は
じ
め
に
作
っ
た
の
が
ね
、
あ
の
、「
作さ

む

え
務
衣
」

だ
っ
た
の
。

　
（
作
務
衣
を
見
な
が
ら
）
一
番
先
に
あ
れ
（
リ
フ

ォ
ー
ム
）
し
た
の
が
こ
の
布
な
の
。
こ
れ
が
ね
、
昭

和
18
年
ご
ろ
ね
、
私
が
小
学
校
５
年
生
の
時
に
、
こ

れ
は
こ
の
色
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
。
こ
れ
は
ブ
ル
ー
の

格
子
の
、
赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
す
る
と
き
の
「
ね
ん

ね
こ
」
だ
っ
た
の
。
赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
す
る
と
き

の
着
物
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
。
こ
れ
で
、
私
の

弟
を
お
ん
ぶ
す
る
と
き
に
「
お
ぶ
い
ば
ん
て
ん
」
っ

て
言
う
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
を
着
て
い
た
の
。
と
こ
ろ

が
そ
の
子
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
、
半は

ん
て
ん纏
は
い
ら
な

く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
、
外
出
用
の
半
纏
に
し
て
お
い
た
の
。
だ

か
ら
き
れ
い
だ
っ
た
の
ね
。
そ
れ
で
、
跡
取
り
が
お

嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
て
、
着
て
く
れ
る
と
思
っ
た
ら
着

て
く
れ
な
い
の
。流
行
ら
な
い
か
ら
。そ
し
た
ら
、「
京

染
め
」
に
出
し
た
わ
け
。
全
部
解
い
て
。
そ
う
し
て

　　　　　　     遠藤静江さん
                      （えんどう・しずえ）

1932 年 11 月 23 日生まれ。1953 年か

ら 1989 年まで小学校の教師をされて

いた。その後、リフォームの講座を

開きファッションショーをおこなった

り、都留詩友会を発足させて詩誌『樹』

を年に６回発行したりと多岐にわたっ

て活躍している。好きな食べものは中

華料理と甘いもの。花 ( サザンカ ) と

題字は遠藤さんによる。

染
め
直
し
を
し
た
の
が
こ
れ
な
の
。

　

そ
の
時
こ
こ
に
ね
、「
く
す
の
き　

昭
和
40
年
５

月
17
日
」
に
こ
れ
を
染
め
に
出
し
た
わ
け
。
で
、
こ

の
札
が
付
い
て
い
て
、
反
物
に
な
っ
た
も
の
を
、
私

に
く
れ
た
わ
け
。
こ
れ
は
「
く
す
の
き
」
っ
て
い
う

柄
な
の
よ
。（
札
の
）
こ
こ
に
ね
、「
小
林
静
江
様
」

っ
て
、
私
の
名
前
（
旧
姓
）
が
書
い
て
あ
る
の
。
母

が
、
私
に
く
れ
る
よ
う
に
し
た
わ
け
。
で
、
私
は
こ

れ
を
ね
、
８
年
前
ま
で
、
タ
ン
ス
の
底
へ
、
置
い
と

い
た
の
。
こ
れ
を
引
っ
張
り
出
し
た
と
き
に
、
こ
れ

は
元
々
母
が
私
に
く
れ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
な

あ
と
、
そ
れ
で
私
は
、
母
か
ら
も
ら
っ
た
こ
れ
を
、

そ
の
ま
ん
ま
に
し
と
い
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら
っ
て
い

う
こ
と
で
、
こ
れ
を
作
っ
た
の
。
そ
の
時
は
ど
ち
ら

か
っ
て
い
う
と
、
洋
服
っ
て
い
う
よ
り
着
物
に
替
わ

る
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
、こ
れ
を
作
っ
た
の
。
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「
芸
術
の
秋
」
と
い
う
け
れ
ど
、
た
し
か
に
こ
の
季
節

特
有
の
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
は
、
何
か
に
打
ち
込
む

に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
。

都
留
の
先
生
を
探
す
こ
の
旅
も
、
良
い
出
会
い
が
あ

り
そ
う
だ
。

今
回
お
訪
ね
し
た
の
は
、
都
留
市
古ふ

る
か
わ
ど

川
渡
で
書
道
教

室
を
営
み
、
み
ず
か
ら
も
書
家
・
画
家
と
し
て
活
躍

さ
れ
て
い
る
藤
本
あ
や
子
さ
ん
（
62
）。

私
も
小
学
生
の
こ
ろ
、
書
道
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
る
。
ど
こ
か
懐
か
し
い
気
持
ち
を
抱
き
な
が
ら
、

書
道
教
室
に
お
邪
魔
し
た
。

先
生

訪

第
３
回

　道
を
究
め
る
人

藤本さんの作品（右上：カキ、右下：ビワ、左：ザクロ）
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雨
の
日
の
書
道
教
室

　
10
月
21
日
、
天
気
の
悪
さ
も
相
ま
っ
て
午
後
5
時

に
は
も
う
辺
り
は
暗
く
な
っ
て
い
た
。
富
士
急
行
線 

禾か
せ
い生
駅
か
ら
赤
坂
駅
へ
向
か
っ
て
15
分
ほ
ど
歩
く
。

ご
自
宅
の
正
面
に
建
て
ら
れ
た
小
さ
な
建
物
が
、
藤

本
さ
ん
の
書
道
教
室
だ
。
雨
に
混
じ
っ
て
墨
の
匂
い

が
微
か
に
漂
っ
て
く
る
。

入
り
口
の
引
き
戸
を
開
け
る
と
、
途
端
に
外
の

寒
さ
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
に
ぎ
や
か
さ
が
私
を
包

む
。
活
気
の
中
心
に
い
る
の
は
藤
本
さ
ん
だ
。
ぱ
っ

と
明
る
い
笑
顔
、
黒
の
洋
服
の
上
に
羽
織
っ
た
縞
と

水
玉
の
柄
の
シ
ャ
ツ
、
は
き
は
き
と
し
た
口
調
。
そ

の
姿
は
、
若
々
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
て
い
る
。

　
「
お
願
い
し
ま
す
」。
あ
る
生
徒
が
藤
本
さ
ん
の
机

に
や
っ
て
き
て
、
自
分
の
書
き
上
げ
た
書
を
差
し
出

す
。
藤
本
さ
ん
は
そ
れ
に
朱
墨
で
添
削
し
て
い
く
。

軽
や
か
な
手
つ
き
は
、
ま
る
で
風
が
吹
い
て
い
る
か

の
よ
う
。「
こ
こ
は
大
き
く
右
上
に
ぐ
う
っ
と
引
っ

張
っ
て
い
か
な
い
と
」。
藤
本
さ
ん
の
指
摘
は
簡
潔

だ
。
一
度
に
多
く
は
求
め
な
い
し
、
長
々
と
説
明
も

し
な
い
。
生
徒
は
納
得
し
た
よ
う
な
、
ま
だ
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
複
雑
な
顔
で
書
と
向
き
合
い
な
が
ら
席

へ
と
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
書
き
直
し
た
書
を

手
に
、
も
う
一
度
生
徒
が
や
っ
て
く
る
。
書
を
受
け

取
る
藤
本
さ
ん
の
表
情
が
真
剣
な
も
の
に
な
る
。
緊

張
の
一
瞬
。「
う
ん
、
よ
く
書
け
て
る
」。
満
面
の
笑

み
で
大
き
く
二
重
丸
を
描
く
。
生
徒
は
ほ
っ
と
し
た

よ
う
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
と
言
っ
た
。

　
こ
の
教
室
は
、
毎
週
金
曜
日
の
午
後
4
時
半
か
ら

7
時
半
ま
で
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
い
だ
に
学
校

の
授
業
を
終
え
た
小
学
生
や
中
学
生
が
や
っ
て
き

て
、
１
時
間
ほ
ど
練
習
を
し
て
帰
っ
て
い
く
。
1
時

間
と
い
う
目
安
は
、
子
ど
も
の
集
中
力
を
考
慮
し
て

決
め
た
も
の
だ
。「
学
校
の
授
業
も
45
分
く
ら
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
以
上
や
ら
せ
て
も
『
も
う
い
い
や
、

飽
き
た
』
っ
て
字
に
で
て
く
る
よ
ね
」

　
藤
本
さ
ん
が
書
道
教
室
を
始
め
た
の
は
20
年
ほ
ど

前
。
主
婦
と
し
て
家
庭
を
支
え
、
夫
の
仕
事
の
手
伝

い
を
す
る
か
た
わ
ら
、
こ
の
場
所
で
子
ど
も
た
ち
の

成
長
を
見
守
っ
て
き
た
。

「
い
ろ
い
ろ
な
子
が
い
る
よ
ね
。
集
中
で
き
る
子
、

飽
き
っ
ぽ
い
子
、
1
回
注
意
し
て
直
る
子
、
す
ぐ
に

は
直
ら
な
い
子
…
…
。
で
も
、
み
ん
な
素
直
だ
よ
」

　
現
在
は
昔
に
比
べ
る
と
勉
強
に
力
を
入
れ
て
い
る

家
庭
が
増
え
た
、
と
語
る
。
字
が
上
手
く
な
っ
て
ほ

し
い
、
落
ち
着
き
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
思
い
を
込

め
て
書
道
を
習
わ
せ
る
親
は
多
い
。
け
れ
ど
、
学
年

が
上
が
り
忙
し
く
な
る
う
ち
に
、
数
あ
る
習
い
事
の

な
か
で
真
っ
先
に
や
め
て
し
ま
う
の
は
書
道
ら
し

い
。
そ
れ
で
も
藤
本
さ
ん
は
、
書
道
こ
そ
頭
を
使
う

も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。
字
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
る

か
、
墨
の
黒
と
紙
の
白
の
配
分
は
ど
の
く
ら
い
か
、

考
え
な
が
ら
筆
を
動
か
し
て
い
く
。
決
し
て
、
時
間

の
あ
る
と
き
の
た
し
な
み
で
終
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

「
身
に
つ
け
た
も
の
は
落
ち
な
い
し
、
何
よ
り
も
の

が
で
き
る
っ
て
か
っ
こ
い
い
じ
ゃ
な
い
」。
藤
本
さ

ん
は
時
代
の
流
れ
に
対
し
寂
し
そ
う
に
笑
う
い
っ
ぽ

う
で
、
確
固
た
る
信
念
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

生徒の書を添削する藤本さん
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書
の
道
、
人
の
道

　
藤
本
さ
ん
は
先
生
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
書
道
を

教
え
る
い
っ
ぽ
う
、
書
道
家
・
南な

ん
が画
家
と
し
て
の
顔

も
持
っ
て
い
る
。
雅
号
は
そ
れ
ぞ
れ
青せ

い
ら
ん嵐
・
嵐ら
ん
こ
う光
と

い
う
。
南
画
と
は
、
墨
の
濃
淡
で
表
現
す
る
水
墨
画

の
流
派
の
1
つ
で
、池い

け
の
た
い
が

大
雅
や
与よ

さ謝
蕪ぶ
そ
ん村
が
有
名
だ
。

　
藤
本
さ
ん
に
お
願
い
を
し
て
、
い
く
つ
か
作
品
を

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
見
慣
れ
た
半
紙
で
は
な
く
、

半
切
と
い
う
大
き
な
紙
に
書
か
れ
た
書
は
そ
れ
だ
け

で
迫
力
が
あ
る
。
南
画
に
限
ら
ず
水
墨
画
の
作
品
自

体
を
鑑
賞
す
る
の
も
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
筆
で

描
か
れ
た
一
筋
が
木
の
枝
に
も
葉
脈
に
も
な
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。

　

数
あ
る
作
品
の
な
か
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の

が
、
元
首
相
の
犬い

ぬ
か
い養

毅つ
よ
し（

雅
号：木も

く
ど
う堂

）
の
臨
書
だ
。

貫
く
よ
う
な
直
線
と
、
し
な
や
か
な
曲
線
で
表
現
さ

れ
た
文
字
か
ら
は
、
力
強
い
印
象
を
受
け
る
。
臨
書

と
は
、
お
手
本
を
見
な
が
ら
で
き
る
限
り
お
手
本
に

近
付
け
て
書
く
書
の
こ
と
。
創
作
の
書
も
も
ち
ろ
ん

書
く
の
だ
け
れ
ど
、
藤
本
さ
ん
は
「
書
い
た
人
の
心

意
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
し
、
そ
の

人
の
こ
と
を
詳
し
く
知
り
た
く
な
る
」
と
、
臨
書
の

魅
力
を
語
る
。

　

筆
を
と
る
時
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
か
、

と
尋
ね
る
と
、
藤
本
さ
ん
は
少
し
の
沈
黙
の
後
「
何

も
考
え
て
な
い
ね
え
」
と
笑
っ
た
。「
生
活
し
て
る

と
嫌
な
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
書
に
向
か
っ
て
集
中
し

て
る
時
は
全
部
忘
れ
ち
ゃ
う
。
こ
う
や
っ
て
ス
ト
レ

ス
ば
っ
か
り
抱
え
ず
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
時
間
が

あ
る
と
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
」。
何
も
考
え
な

い
と
言
っ
て
も
、
た
だ
ぼ
う
っ
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
意
識
を
書
だ
け
に
向
け
て
、
無
心
に
な
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
藤
本
さ
ん
は
、
自
身
も
書
道
家
で
あ
っ
た
父
親
の

影
響
で
書
道
を
始
め
た
。
4
人
兄
弟
の
長
女
と
い
う

立
場
も
あ
っ
て
か
、
や
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
気
持

ち
が
強
く
、
子
ど
も
の
こ
ろ
は
そ
ん
な
に
書
道
が
好

き
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
結
婚
し
て
か
ら
は
書
道

と
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
、
長
く
続
け
て

い
た
こ
と
は
一
度
離
れ
て
も
ま
た
や
り
た
く
な
っ
て

く
る
も
の
ら
し
い
。
父
親
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
も
う
一
度
筆
を
手
に
と
る
こ
と
を
決

め
、
富
士
吉
田
市
に
教
室
を
構
え
て
い
た
渡わ

た
な
べ邉

寒か
ん
お
う鷗

先
生
に
師
事
し
た
と
い
う
。

　
日
々
の
忙
し
さ
に
書
道
を
や
め
た
ほ
う
が
い
い
の

で
は
、
と
考
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
家
族
の
応
援

も
あ
り
現
在
ま
で
続
け
て
き
た
。「
今
思
う
こ
と
は
、

や
っ
ぱ
り
書
道
を
や
っ
て
て
よ
か
っ
た
」。
書
道
を

続
け
る
な
か
で
周
囲
の
人
か
ら
、
品
が
い
い
ね
、
と

言
わ
れ
る
こ
と
が
幾
度
と
な
く
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

の
「
品
」
と
は
一
つ
の
道
を
追
求
す
る
こ
と
で
積
み

重
な
っ
て
く
る
、
経
験
や
人
生
観
と
い
っ
た
深
み
、

自
信
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
思
う
。

　
藤
本
さ
ん
の
書
道
と
の
道
の
り
は
平
坦
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
、
藤
本
さ
ん
の
言
葉

に
は
温
か
い
響
き
が
あ
り
、
今
こ
の
と
き
書
を
楽
し

む
藤
本
さ
ん
の
喜
び
が
私
に
も
伝
わ
っ
て
き
た
。

藤本さんが書いた犬養木堂の臨書
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「
先
生
」
を
教
え
た
先
生

　
藤
本
さ
ん
は
渡
邉
先
生
の
も
と
で
書
道
助
手
を
務

め
な
が
ら
、
書
道
と
南
画
を
学
ん
だ
。
南
画
は
筆
と

墨
を
使
う
画
法
で
あ
る
た
め
、
書
道
の
技
法
と
共
通

す
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
特
に
、
藤
本
さ
ん
は
渡
邉
先

生
か
ら
題
材
と
し
て
竹
を
描
く
よ
う
に
強
く
勧
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
藤
本
さ
ん
の
書
く
線
が
強

く
勢
い
が
あ
る
か
ら
だ
そ
う
。
他
人
の
書
を
真
似
て

書
く
こ
と
は
経
験
を
積
め
ば
誰
に
で
も
で
き
る
が
、

そ
の
人
自
身
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
線
の

強
弱
は
そ
う
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
渡
邉
先
生
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
言
葉
は
、
今
も

藤
本
さ
ん
の
書
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。「
先

生
に
ほ
め
ら
れ
た
言
葉
っ
て
忘
れ
な
い
ね
」。
ほ
め

ら
れ
る
の
は
、
誰
か
ら
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
嬉
し
い

も
の
だ
。
け
れ
ど
、
自
分
が
尊
敬
し
追
い
か
け
て
い

る
人
に
認
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
自
分
の
な
か
で

も
っ
と
特
別
な
も
の
に
な
る
気
が
す
る
。

　
藤
本
さ
ん
に
「
教
え
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
か
、
と
聞
い
て
み
た
。
こ
こ
で
も
、
藤

本
さ
ん
は
渡
邉
先
生
の
言
葉
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

「
人
に
も
の
を
教
え
る
こ
と
に
は
責
任
が
伴
い
ま
す
」

　
腕
に
自
信
が
な
け
れ
ば
他
人
に
教
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
藤
本
さ
ん
は
「
人
に
飽
き

ら
れ
な
い
よ
う
自
分
が
向
上
す
る
こ
と
」
を
つ
ね
に

心
が
け
て
い
る
。
そ
ん
な
藤
本
さ
ん
の
姿
勢
に
心
打

た
れ
て
か
、
将
来
は
書
道
の
先
生
に
な
り
た
い
と
い

う
生
徒
も
い
る
。
渡
邉
先
生
の
考
え
は
藤
本
さ
ん
に

託
さ
れ
て
、
ま
た
藤
本
さ
ん
か
ら
書
道
教
室
の
生
徒

へ
と
た
し
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
今
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
学
校
や
習
い
事
の
先

生
に
も
、
い
つ
か
教
え
を
受
け
た
先
生
が
い
る
。
当

た
り
前
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
嬉
し
そ
う
に
語
る
藤
本

さ
ん
を
見
て
い
る
と
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

私
か
ら
見
た
先
生
は
、
知
識
も
人
生
経
験
も
私
よ
り

ず
っ
と
多
く
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
、
先
生

が
生
徒
だ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
な
ど
想
像
し
た
こ
と
も

な
か
っ
た
。

　
あ
の
先
生
に
も
こ
ん
な
ふ
う
に
憧
れ
、
追
い
か
け

続
け
る
誰
か
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
今
ま
で
出

会
っ
て
き
た
先
生
た
ち
の
顔
が
思
い
出
さ
れ
た
。

リ
レ
ー
を
繋
ぐ

　
教
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
私

は
今
見
え
て
い
る
「
先
生
と
生
徒
」
と
い
う
構
図
ば

か
り
を
追
い
か
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
け
れ
ど
、

も
っ
と
視
線
を
遠
く
へ
と
向
け
て
み
る
と
、
生
徒
に

何
か
を
教
え
る
先
生
の
後
ろ
に
は
、
も
っ
と
多
く
の

人
た
ち
の
存
在
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

生
徒
は
先
生
か
ら
、
知
識
や
技
術
だ
け
を
受
け

取
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
き
方
や
考
え
方
を
も

受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
直
接
教
え

て
く
れ
た
先
生
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
先
生
が
ほ
か

の
人
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
も
あ
る
。
教
え
る
こ

と
は
、
前
の
世
代
か
ら
バ
ト
ン
を
預
か
り
次
の
世
代

へ
と
託
す
リ
レ
ー
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
大
事
な
の
は
教
え
る
立
場
ば
か

り
で
は
な
い
と
思
う
。
先
生
か
ら
教
え
て
も
ら
う
、

学
ぶ
側
に
立
っ
た
と
き
に
、
き
ち
ん
と
受
け
止
め
よ

う
と
い
う
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
「
教
え
る
」
こ
と
は

成
り
立
た
な
い
。
私
に
至
る
ま
で
の
繋
が
り
を
思
え

ば
、
先
生
に
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に

は
で
き
な
い
気
持
ち
が
生
ま
れ
る
。

　
な
る
ほ
ど
教
え
る
こ
と
は
責
任
重
大
だ
。
け
れ
ど

教
え
る
こ
と
で
、
学
ぶ
こ
と
の
可
能
性
は
広
が
っ
て

い
く
。
学
ん
だ
こ
と
が
自
分
の
な
か
だ
け
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
の
は
、
受
け
取
っ
た
バ
ト
ン
の
行
き
先
が

見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
、
な
ん
だ
か
寂
し
い
。
誰
か

に
伝
え
た
い
、
と
思
っ
た
と
き
、
学
ぶ
こ
と
、
究
め

る
こ
と
は
も
っ
と
楽
し
く
な
る
の
だ
ろ
う
。

大
澤
か
お
り
（
社
会
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真

29



FIELD.NOTE 30

記
憶
の
カ
ケ
ラ

小
野
に
石
組
み
で
で
き
た
氷
室
が
あ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー

ト
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
教
え
て
く
れ
た
男
性
は
氷
を

つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
な
い
が
、
母
親
の
話

を
聞
き
、
実
物
を
見
て
、
こ
こ
が
氷
を
つ
く
っ
て
い
た

場
所
な
の
で
は
な
い
か
と
話
し
て
い
る
。
川
沿
い
に
製

氷
場
、
川
か
ら
離
れ
た
斜
面
沿
い
に
貯
蔵
ス
ペ
ー
ス
が

あ
る
。
石
垣
で
囲
わ
れ
た
場
所
に
今
は
ス
ギ
が
立
つ
。

都
留
市
小
野
在
住
・
50
代
男
性

どちらも製氷場のようす／左：石組み。コンクリートの使われた跡はない／右：上から見
たようす

山
で
氷
を
つ
く
っ
て
い
た
跡

鷹た
か
の
す巣
地
区(

つ
る
５
丁
目)

で
は
洪
水
の
時
に
草

鞋
を
履
き
投と

あ
み網
で
魚
を
捕
る
。
こ
こ
の
川(

河
川

敷
を
含
む
地
形
か)

を
知
ら
な
い
ほ
か
の
地
区
の

人
は
行
け
な
い
ら
し
い
。
投
網
は
鷹
巣
地
区
の
人

が
編
む
。
網
の
長
さ
は
約
50
ｍ
と
の
こ
と
。

都
留
市
宝
地
区
在
住
・
70
代
男
性

網
を
編
ん
で
い
る
の
を
見
た

△都留市と周辺の地図

鷹巣地区

宝地区

真木

た
く
さ
ん
の
人
の
記
憶
を
少
し
ず
つ
拾
い
集
め
て
み

る
と
一
つ
ひ
と
つ
が
宝
物
の
よ
う
で
、
お
も
し
ろ

い
。
誰
か
の
記
憶
に
ほ
か
の
誰
か
の
記
憶
を
重
ね

て
、
広
が
っ
て
い
く
と
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
…
…
。

土
地
で
暮
ら
し
て
き
た
方
々
の
思
い
出
、生
活
の
跡
、

農
作
業
、
習
わ
し
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

記
憶
の
カ
ケ
ラ

子どものころ、ヤマアカガエルを食べた。

カエルの皮をむいて囲炉裏で焼いて食べて

いた。｢( 真木にある「ギャラリー民」にて )

ここら一面田んぼ｣ だった。

大月市真木在住・60 代男性

ヤマアカガエルを食べた

ヤマアカガエル
（アカガエル科）

鼻先から尻までの長さ35～78mm。
平野から山地の森林とその周辺の田
んぼに棲む
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小
正
月
の
習
わ
し
で｢

ま
ゆ
だ
ん
ご｣

を
つ
く
り

供
え
る
。
ま
ゆ
だ
ん
ご
を
挿
す
木
は
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
、

カ
キ
、
ク
リ
。
教
え
て
く
れ
た
か
た
が
山
か
ら
挿

し
木
を
と
っ
て
い
た
と
き
は
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
を
使
っ

て
い
た
。
今
は
カ
キ
や
ク
リ
を
使
う
そ
う
。｢

い

い
も
の
を
か・

・き
こ
め｣

、｢

く・

・り
ま
わ
り
が
い
い
よ

う
に｣

と
そ
れ
ぞ
れ
縁
起
を
担
い
で
い
る
と
い
う
。

都
留
市
十
日
市
場
在
住
・
80
代
男
性

上：茹であがったまゆだんご／右：まゆ
だんごを供えているようす。カキの木に
挿したまゆだんごを米袋に飾っている。
このほか神棚などに飾る

ま
ゆ
だ
ん
ご
の
挿
し
木

本誌編集部での田植えのようす

昔はお米と同じ場所で小麦をつくっていた。だから

田植えは 7月 15 日までに終えればよかった。米・

小麦の二毛作をする本誌編集部では今年は７月８日

に田植えをおこなった。周辺の田んぼではほとんど

の場合６月におこなわれる。

都留市十日市場在住の男性・年齢わからず

田植えは７月に終えればいい

図と写真。左から右へ：水力製材所の跡を上から見たようす。小さい矢印が現在の水の流れで、太いものが過
去の水の流れを表す。図で表した石組み・コンクリートの左側面は製材所をやめた後、埋め立てられたという
／水路の入り口。水が流れている／石・コンクリート製の石垣／水路だったところには草が生えている

水力製材所の跡
戦前からの製材所は小野のあたりで３軒あっ

た。水の流れを動力に使い、製材をしていた。

製材に使っていた水路 ( コンクリートと石組

み ) は今でも残っている。

都留市小野在住の女性・年齢わからず
←

←
←

←

現
在
の
水
路

石
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
石
垣

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

下
部
は
宙
に

浮
い
て
い
る

深
く
な
っ
て
い
る
。

動
力
源(

水
車)

が
あ
っ
た

石
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組
合
再
生
へ
の
兆
し

林
業
と
聞
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
で
あ
る

の
か
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
。
都
留
は
山
に
囲
ま
れ
た

土
地
だ
が
、
ど
う
や
っ
て
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
る
の

か
気
に
し
な
く
て
も
暮
ら
し
て
い
け
る
。

し
か
し
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、「
林
業
を
日
の

あ
た
る
産
業
に
し
た
い
」
と
、
林
業
を
生な

り
わ
い業

に
し
て

い
る
人
が
都
留
に
い
る
。
今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し

た
南
都
留
森
林
組
合
参
事
の
小
林
さ
ん
だ
。

　
森
林
組
合
と
は
、
山
の
所
有
者
が
組
合
員
と
な
っ

て
出
資
す
る
協
同
組
合
。
南
都
留
森
林
組
合
で
は
、

お
も
に
都
留
市
と
西
桂
町
、
道
志
村
、
そ
れ
に
旧
秋

山
村(
現
上
野
原
市)

の
民
有
林
を
中
心
に
山
の
整

備
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
事
務
所
は
都
留
市
法
能
に
あ
る
。
大
学
か
ら
自
転

車
で
約
15
分
。
な
か
に
入
る
と
、
林
業
に
関
す
る
書

類
や
作
業
現
場
の
地
図
な
ど
が
目
に
つ
く
。
長
く
林

業
に
携
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
小
林
さ
ん

と
対
面
し
た
が
、
小
林
さ
ん
は
な
ん
と
2
年
前
に
森

林
組
合
に
入
っ
た
ば
か
り
。
小
林
さ
ん
だ
け
で
は
な

い
。
ほ
か
の
職
員
も
ほ
と
ん
ど
が
同
期
と
い
う
。

森
林
組
合
は
昭
和
58
年
に
4
つ
の
森
林
組
合
が

合
併
し
今
の
形
に
な
る
が
、
そ
れ
以
降
、
赤
字
が
膨

ら
み
厳
し
い
経
営
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
2

年
前
に
職
員
を
公
募
し
、
体
制
を
ゼ
ロ
か
ら
仕
切
り

直
し
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
林
業
の
ベ
テ
ラ
ン
が
2

人
い
る
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
の
職
員
は
み
な
素
人
。

さ
ま
ざ
ま
な
業
界
か
ら
心
機
一
転
、
林
業
に
飛
び
込

ん
だ
人
ば
か
り
だ
。

　
新
体
制
後
の
経
営
状
況
は
徐
々
に
回
復
。
そ
こ
に

は
、
小
林
さ
ん
の
素
人
と
し
て
の
感
性
と
こ
れ
ま
で

培
っ
て
き
た
経
験
が
生
か
さ
れ
て
い
た
。

　
「
正
直
言
っ
て
、ま
た
か
と
。
僕
そ
ん
な
こ
と
ば
っ

か
な
ん
で
す
よ
、
今
ま
で
の
人
生
の
な
か
で
」
と
、

こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
る
小
林
さ
ん
。
こ
れ
ま

で
、
ゴ
ル
フ
場
や
家
具
の
卸
問
屋
な
ど
、
廃
業
を
迫

ら
れ
た
事
業
の
立
て
直
し
を
図
る
仕
事
を
し
て
き
た

そ
う
だ
。
そ
の
経
験
を
買
わ
れ
、
入
社
し
て
3
ヶ
月

で
参
事
に
抜
擢
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
そ
も
そ
も
小
林
さ
ん
、
当
初
は
一
次
産
業
に
ま
っ

た
く
関
心
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
け
れ
ど
、
大
月
市

に
引
っ
越
し
て
き
て
、
家
族
の
こ
と
を
考
え
身
近
に

職
を
探
す
な
か
、
偶
然
、
森
林
組
合
で
職
員
を
公
募

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
1
年
間
、
自
宅
の
田
ん

林
業
を
日
の
あ
た
る
産
業
に
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　南
都
留
森
林
組
合

森林組合の事務所 (2011.12.4)

都留の山のことを仕事として関わっている人から迫ってみようと、10 月 25 日に南都

留森林組合を訪れました。今回は、南都留森林組合参事の小
こばやし

林卓
たく や

也さん (40) の林業に

かける思いに注目しました。いったい、都留ではどのような林業が展開されているの

でしょうか。2回にわたり森林組合についてお伝えします。
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ぼ
や
畑
作
業
を
経
験
し
な
が
ら
、「
の
ん
び
り
や
っ

て
い
け
れ
ば
い
い
か
も
」
と
、
林
業
の
世
界
に
足
を

踏
み
入
れ
た
本
音
を
語
る
。

地
域
に
立
ち
返
る
視
点

組
織
が
一
新
さ
れ
た
あ
と
の
、
森
林
組
合
の
活

動
は
目
覚
ま
し
い
。
た
と
え
ば
、
旅
行
会
社
と
提
携

し
て
、
都
留
市
金
井
に
あ
る
桂け

い
り
ん
じ

林
寺
周
辺
の
里
山
を

整
備
し
、
観
光
客
を
招
き
い
れ
た
り
、
戸
沢
の
裏
山

に
ド
ッ
グ
ラ
ン
や
遊
歩
道
を
設
け
た
り
し
た
。ま
た
、

地
元
の
子
ど
も
と
の
関
わ
り
も
育
ん
で
い
る
。
小
学

生
が
ム
サ
サ
ビ
の
巣
箱
を
山
に
設
置
す
る
活
動
に
協

力
し
た
ほ
か
、
荒
廃
し
た
里
山
を
開
拓
し
、
保
育
園

児
が
山
で
遊
べ
る
空
間
づ
く
り
を
手
が
け
た
。

　
「
里
山
や
地
域
に
貢
献
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ

て
や
っ
た
ん
で
す
よ
ね
」
と
、
事
業
づ
く
り
の
動
機

を
語
る
小
林
さ
ん
。
静
岡
県
長な

が
い
ず
み
ち
ょ
う

泉
町
の
出
身
で

あ
る
小
林
さ
ん
は
、
大
月
市
に
越
し
て
き
た
際
、
過

疎
化
や
高
齢
化
の
実
情
を
目
の
当
た
り
に
し
、
子
ど

も
の
将
来
が
不
安
に
な
っ
た
と
い
う
。
将
来
を
見
据

え
て
、
林
業
の
分
野
か
ら
地
域
を
明
る
く
し
て
い
き

た
い
と
の
思
い
は
、
同
じ
地
域
に
暮
ら
す
一
人
と
し

て
心
強
い
。「
地
域
を
盛
り
上
げ
な
が
ら
、
林
業
を

再
生
さ
せ
て
い
き
な
が
ら
、
林
業
を
日
の
あ
た
る
産

業
に
し
た
い
」。
外
か
ら
や
っ
て
き
た
小
林
さ
ん
だ

か
ら
こ
そ
、
人
一
倍
、
地
域
に
貢
献
し
た
い
と
の
思

い
を
も
て
る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

　
ま
た
、こ
う
し
た
取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
の
が
、

杉す
ぎ
も
と本
光み
つ
お男
組
合
長(

75)

で
あ
る
。「
や
ろ
う
と
言
っ

た
こ
と
に
関
し
て
、
い
い
ね
、
や
ろ
う
と
言
っ
て
く

れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
森
林
組
合
の
良
さ
」。
職
員
の

意
思
を
尊
重
し
、
ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
る
組
合
長

が
い
る
か
ら
こ
そ
、
森
林
組
合
は
再
生
へ
と
舵
を

切
っ
て
い
け
た
の
だ
ろ
う
。

見
え
な
い
林
業

「
ふ
つ
う
の
業
界
に
持
ち
上
げ
た
い
と
い
う
の
が

僕
の
願
い
で
す
ね
。(

そ
う
す
れ
ば)

い
ろ
ん
な
人

と
出
会
え
る
し
、
い
ろ
ん
な
民
間
事
業
体
も
出
て
き

ま
す
し
、
森
林
組
合
も
い
ろ
ん
な
独
自
カ
ラ
ー
が
出

て
く
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
」。
小
林
さ
ん
が
言
う

ふ
つ
う
と
は
、昔
な
が
ら
の
体
質
に
引
っ
張
ら
れ
ず
、

長
期
的
な
経
営
視
点
に
立
ち
、
若
い
人
で
も
参
入
で

き
る
仕
事
へ
と
改
変
し
た
い
と
い
う
意
味
だ
。

私
は
、
山
が
ど
れ
ほ
ど
大
切
で
、
ど
の
よ
う
な

関
わ
り
方
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
小
林
さ

ん
も
「
林
業
は
見
え
な
い
こ
と
が
一
番
よ
く
な
い
」

と
指
摘
す
る
。
農
業
は
一
年
単
位
で
成
果
が
見
え
る

が
、
林
業
の
場
合
は
、
苗
木
を
植
え
て
か
ら
搬
出
す

る
の
に
約
50
年
か
か
る
。
そ
の
う
え
、
山
と
の
関
わ

り
が
少
な
い
人
は
、
山
の
仕
事
を
見
る
こ
と
が
難
し

い
。
こ
れ
が
林
業
の
問
題
で
あ
り
、
課
題
で
も
あ
る

と
い
う
。「
僕
も
林
業
の
空
気
を
出
し
て
い
る
つ
も

り
は
な
い
ん
で
す
。
ふ
つ
う
だ
っ
て
空
気
を
出
し
て

い
き
た
い
」
と
、
ご
く
ご
く
ふ
つ
う
の
仕
事
を
す
る

人
と
し
て
見
て
欲
し
い
と
い
う
小
林
さ
ん
。
誰
に

と
っ
て
も
オ
ー
プ
ン
な
仕
事
。
そ
の
礎
を
創
ろ
う
と

奮
闘
す
る
小
林
さ
ん
の
姿
が
、
非
常
に
頼
も
し
く
感

じ
た
。
小
林
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
林
業
は
、
地
域

と
自
然
と
が
一
体
の
仕
事
だ
と
考
え
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。

自
然
を
相
手
に
仕
事
を
す
る
こ
と
は
、
き
っ
と

長
い
年
月
を
要
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
も
、

地
域
の
た
め
、
人
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
を
こ

ら
し
な
が
ら
、
都
留
で
あ
ら
た
な
林
業
を
模
索
し
て

い
る
小
林
さ
ん
。
林
業
が
私
た
ち
の
身
近
な
現
場
で

あ
る
と
感
じ
る
日
も
そ
う
遠
く
な
い
だ
ろ
う
。　
　

　
　
　
　
　

           

﨑
田
史
浩(

社
会
学
科
3
年)

＝
文
・
写
真

次
回
は
、
森
林
組
合
が
と
り
く
む
細
野
山
の
集
約

化
事
業
や
、
農
と
林
を
結
ぶ
あ
ら
た
な
事
業
の
試

み
を
お
伝
え
し
ま
す
。

次
回  

後
編 

都
留
の
林
業
に
迫
る  

細野山を望む (2011.12.4) 細野山の林道 (2011.12.4) 事務所のなか (2011.12.4)



店
内
に
入
っ
て
、
一
番
は
じ
め
に
目
に
つ
く
の

が
、
30
種
類
ほ
ど
の
具
が
二
段
に
分
か
れ
て
並
ん
で

い
る
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
。
そ
こ
か
ら
好
き
な
も
の
を
選

ぶ
と
、
そ
の
場
で
お
む
す
び
を
作
っ
て
も
ら
え
る
。

「
は
ら
す
」
や
「
な
す
味
噌
」
が
人
気
で
、
若
い
お

客
さ
ん
は
「
か
つ
」
や
「
じ
ゃ
ん
ぼ
え
び
」
な
ど
の

揚
げ
物
を
注
文
す
る
こ
と
も
多
い
そ
う
。
数
種
類
注

文
し
て
み
た
が
、
ど
れ
も
美
味
し
そ
う
で
目
移
り
し

て
し
ま
い
、
選
ぶ
の
に
と
て
も
時
間
が
か
か
っ
て
し

ま
っ
た
。
個
人
的
に
は
は
じ
め
て
食
べ
た
「
わ
さ
び

菜
」
が
、
香
り
豊
か
で
塩
気
も
ち
ょ
う
ど
よ
く
、
と

て
も
美
味
し
か
っ
た
。
創
業
以
来
20
年
間
、「
お
む

す
び
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
食
べ
も
の
ひ
と
つ
を
看

板
に
し
て
き
た
。
地
元
の
人
々
を
中
心
と
し
た
た
く

さ
ん
の
お
客
さ
ん
が
訪
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
具

の
種
類
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

鉄
治
さ
ん
が
一
番
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、

お
米
を
は
じ
め
と
し
た
、
素
材
の
品
質
で
あ
る
そ
う

だ
。
も
と
も
と
お
米
屋
さ
ん
を
経
営
し
て
い
た
藤
野

さ
ん
夫
妻
が
選
び
抜
い
た
の
が
、
新
潟
県
産
の
有
機

栽
培
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
。
た
ら
こ
や
鮭
は
北
海
道
産
、

お
む
す
び
に
巻
く
海
苔
は
兵
庫
県
産
の
も
の
が
使
わ

れ
て
い
る
。
お
か
ず
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
コ
ロ
ッ

ケ
の
材
料
の
じ
ゃ
が
い
も
や
、
こ
の
日
並
べ
ら
れ
て

い
た
山
菜
お
む
す
び
の
具
は
、
地
元
で
採
れ
た
も
の

だ
。
毎
年
一
度
は
産
地
に
出
向
い
て
、
試
食
し
吟
味

し
て
仕
入
れ
先
を
決
め
る
と
い
う
。

お
む
す
び
屋
の
開
業
を
決
め
た
１
９
９
１
年
、

美
津
子
さ
ん
は
札
幌
の
同
業
者
の
も
と
で
、
お
む
す

び
の
握
り
方
を
修
業
し
た
そ
う
だ
。
見
慣
れ
な
い
か

た
ち
を
し
た
お
む
す
び
も
、「
お
に
ぎ
り
」
で
は
な

く
「
お
む
す
び
」
と
看
板
に
掲
げ
て
い
る
の
も
、
こ

の
同
業
者
の
影
響
で
あ
る
と
い
う
。　
　
　
　
　

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
横
に
は
、
数
種
類
の
お
弁
当
や

お
惣
菜
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
唐
揚
げ
や
卵
焼
き
、

野
菜
の
煮
物
な
ど
、
家
庭
料
理
の
定
番
と
い
え
る
も

都
留
市
禾か

せ

い生
に
あ
る
「
お
む
す
び
の
お
お
み
や
」
の
お
む
す
び
を
食
べ
た
。
米
は
ふ
っ
く

ら
と
し
て
い
て
、
そ
の
一
粒
ひ
と
つ
ぶ
の
食
感
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
、
平
た
い
太
巻

き
の
よ
う
な
か
た
ち
の
お
い
し
い
お
む
す
び
。
独
特
の
か
た
ち
と
お
い
し
さ
の
秘
密
を
知

り
た
く
な
り
、
10
月
19
日
、
お
店
を
営
む
藤ふ

じ

の野
鉄て

つ

じ治
さ
ん(

59)

、
美み

つ

こ

津
子
さ
ん(

56)

夫

妻
の
も
と
を
訪
ね
た
。

お
む
す
び
屋
さ
ん　　調理場に立つ鉄治さん。混雑時もてきぱきとおむすびを作る

家
庭
の
味
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ど
ん
な
と
き
に
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
か
、
と

尋
ね
る
と
、「
お
客
さ
ん
が
美
味
し
か
っ
た
と
言
っ

て
く
れ
た
と
き
」
と
返
っ
て
き
て
、
は
じ
め
て
こ
の

お
店
を
訪
れ
た
日
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
お
店
に

入
ろ
う
と
す
る
と
、
自
動
ド
ア
は
開
か
ず
、
店
内
も

暗
い
。
定
休
日
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
し
ば
ら
く
お
店

の
入
り
口
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
、「
ご
め
ん
ね
ぇ
。

今
日
は
も
う
閉
め
ち
ゃ
っ
た
の
」
と
声
が
す
る
。
振

り
返
る
と
、
バ
ン
ダ
ナ
に
エ
プ
ロ
ン
姿
の
美
津
子
さ

ん
の
姿
が
あ
り
、「
つ
い
さ
っ
き
閉
め
ち
ゃ
っ
た
の
。

あ
、
ま
だ
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
続
け
て
お
店
の

な
か
に
駆
け
て
い
き
、
す
ぐ
に
お
む
す
び
を
手
に

戻
っ
て
き
て
手
渡
し
て
く
れ
た
。ふ
い
の
出
来
事
に
、

そ
の
日
は
帰
宅
し
て
か
ら
も
ず
っ
と
ほ
く
ほ
く
し
た

気
持
ち
だ
っ
た
。

遠
方
に
出
向
き
、
熱
心
に
選
ん
だ
食
材
や
、
修

業
し
て
得
た
技
法
を
生
か
し
た
商
品
を
、
お
客
さ
ん
が

認
め
て
く
れ
る
。
そ
の
こ
と
も
も
ろ
ん
だ
け
れ
ど
、
お

客
さ
ん
に
喜
ん
で
ほ
し
い
、
と
い
う
思
い
が
根
底
に
あ

る
か
ら
こ
そ
、
そ
ん
な
ま
っ
す
ぐ
な
答
え
が
返
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
、
お
話
を
う
か
が
い
な
が
ら
考
え

た
。「
安
全
性
や
信
頼
は
大
事
だ
し
、
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
」。
素
材
選
び
に
こ
だ
わ

る
わ
け
を
、
に
こ
に
こ
と
語
る
鉄
治
さ
ん
。
食
を
提
供

す
る
人
間
と
し
て
の
真
摯
な
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ

と
ば
だ
。
し
か
し
、
ほ
が
ら
か
な
表
情
か
ら
は
、
そ
れ

が
鉄
治
さ
ん
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
伺
わ
れ

て
、
と
て
も
印
象
に
残
っ
た
。

選
り
す
ぐ
り
の
食
材
で
作
っ
た
お
む
す
び
が
食
べ

ら
れ
る
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
お
店
。
今
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
「
お
む
す
び
や
の
お
お
み
や
」
を
自
分
な
り
に

表
現
す
る
と
、
そ
ん
な
風
に
な
る
。
こ
の
心
惹
か
れ
る

イ
メ
ー
ジ
は
、
藤
野
さ
ん
夫
妻
の
た
く
さ
ん
の
試
行
錯

誤
や
、
お
客
さ
ん
へ
の
温
か
い
思
い
の
も
と
に
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
飲
食
店
に
足
を
運
ん
だ
と

き
に
は
、
出
て
き
た
料
理
が
ど
ん
な
思
い
で
作
ら
れ
て

い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
料
理
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

か
、
頭
と
心
で
味
わ
い
な
が
ら
食
べ
て
み
た
い
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
食
べ
も
の
の
お
い
し
さ
は
も
っ
と
深
ま

る
は
ず
だ
。

コロッケなどの惣菜おむすび１つに 1.5 膳分ほ
どのご飯が使われている

の
ば
か
り
だ
。
お
客
さ
ん
は
地
元
の
人
が
ほ
と
ん
ど

で
、
常
連
も
多
い
そ
う
。
朝
食
を
買
っ
て
い
く
会
社

勤
め
の
人
、
学
生
、
子
ど
も
連
れ
の
主
婦
な
ど
、
年

代
を
問
わ
ず
、
午
前
6
時
の
開
店
か
ら
閉
店
の
午
後

2
時
ご
ろ
ま
で
の
あ
い
だ
、
さ
ま
ざ
ま
な
層
の
人
々

が
訪
れ
る
。
お
話
を
伺
う
な
か
で
、
美
津
子
さ
ん
は

「
家
庭
の
、
ふ
つ
う
の
お
家
で
お
母
さ
ん
が
作
る
よ

う
な
も
の
が
多
い
な
ぁ
」
と
仰
っ
て
い
た
。
ほ
っ
と

落
ち
着
く
、
飽
き
の
こ
な
い
母
親
の
味
。
老
若
男
女

を
問
わ
ず
訪
れ
る
の
に
は
、
そ
こ
に
わ
け
が
あ
る
よ

う
に
感
じ
た
。　

「
若
い
こ
ろ
は
煮
物
な
ん
か
味
付
け
が
全
然
だ
め

だ
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
長
年
の
経
験
か
ら
く
る
勘
を

生
か
し
て
、
お
い
し
い
と
言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
誰
だ
っ
て
そ
う
な
ん
だ
け
ど
ね
」。
ど
こ

か
の
家
の
お
母
さ
ん
の
口
か
ら
出
て
き
そ
う
な
こ
と

ば
に
、
美
津
子
さ
ん
が
商
売
と
し
て
料
理
し
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
。

お
客
さ
ん
を
思
う

持ち帰るお客さんが多いが、食
べていく人のための席もある

店名・おむすびの「おおみや」

の由来は、鉄治さんのご先祖が

近
おうみ

江（現在の滋賀県）出身であっ

たことから

おむすびの具。「ままけは」とい
う味噌など、珍しいものが多い

平
井
の
ぞ
実
（
英
文
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真
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写
真
屋
と
い
う
仕
事

　
古
屋
さ
ん
が
写
真
屋
を
始
め
た
の
は
、
平
成
10
年

1
月
16
日
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
画
像
を
加
工
す
る
こ

と
が
好
き
で
こ
の
店
を
開
い
た
。
そ
の
こ
ろ
古
屋
さ

ん
は
40
歳
。
そ
れ
ま
で
は
、
親
か
ら
引
き
継
い
だ
パ

ン
屋
を
経
営
し
て
い
た
が
、
40
歳
は
人
生
の
半
分
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
し
よ
う

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
パ
ン
屋
の
二
軒
隣

に
あ
る
お
店
で
、
写
真
屋
を
始
め
る
。
2
年
前
ま
で

は
な
ん
と
、
写
真
屋
と
同
時
に
パ
ン
屋
も
続
け
て
い

た
そ
う
だ
。

  

「
お
客
さ
ん
の
思
い
出
や
気
持
ち
を
、
大
切
に
し

て
い
る
」。
そ
う
言
っ
て
古
屋
さ
ん
は
微
笑
ん
だ
。

写
真
は
人
々
の
思
い
出
で
あ
り
、
そ
の
思
い
出
を
あ

つ
か
う
の
が
写
真
屋
な
の
だ
。

　
「
も
し
家
が
火
事
に
な
っ
た
場
合
、
一
番
先
に
持

ち
出
し
た
い
も
の
が
写
真
だ
ね
。
そ
れ
は
た
っ
た
紙

切
れ
一
枚
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
な
か
に
は
大
切
な

思
い
出
が
こ
も
っ
て
い
る
ん
だ
」

　
こ
の
考
え
は
、
写
真
屋
を
始
め
る
前
か
ら
自
然
と

も
ち
始
め
た
そ
う
だ
。思
い
出
と
い
う
付
加
価
値
が
、

写
真
を
さ
ら
に
大
切
な
も
の
に
し
て
い
る
。
写
真
に

込
め
ら
れ
た
思
い
出
は
、
色
褪
せ
る
こ
と
が
な
い
と

私
は
思
う
。

人
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に

　
取
材
中
、
何
度
か
お
客
さ
ん
が
訪
ね
て
き
た
。
そ

の
う
ち
の
一
人
は
、
古
屋
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は

1
年
ぶ
り
に
来
て
く
れ
た
そ
う
だ
。
お
客
さ
ん
の
名

前
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
か
た
が
最
後
に
い
つ
来
て
い

た
か
ま
で
覚
え
て
い
る
こ
と
に
は
驚
い
た
。
古
屋
さ

ん
が
近
況
を
尋
ね
、
会
話
が
弾
む
。
仲
良
く
談
笑
す

を

店主の古屋健一さん

思
い
出

あ
つ
か
う

人

都
留
市
上
谷
に
「photopa

l

」
と
い
う
写
真
屋
が

あ
る
。
本
学
で
写
真
部
に
所
属
し
て
い
る
私
は
、

こ
れ
ま
で
に
何
度
か
お
店
を
訪
ね
て
い
た
。
店
主

で
あ
る
古ふ

る

や屋
健け

ん
い
ち一

さ
ん
（
54
）
は
、
い
つ
も
気
さ

く
に
話
し
か
け
て
く
だ
さ
る
親
し
み
や
す
い
か
た

だ
。
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
も
っ
と
こ
の
人
の

こ
と
が
知
り
た
い
、
仲
良
く
な
り
た
い
と
思
い
、

10
月
7
日
に
思
い
切
っ
て
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
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る
姿
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
お
店
に
来
た
お
客
さ

ん
は
み
な
、
古
屋
さ
ん
と
楽
し
そ
う
に
話
を
し
て

帰
っ
て
行
く
。

　
そ
の
姿
を
見
て
い
る
と
、
古
屋
さ
ん
が
積
極
的
に

お
客
さ
ん
に
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い

た
。
思
い
返
す
と
、
初
め
て
お
店
に
来
た
時
、
古
屋

さ
ん
は
私
に
話
し
か
け
て
く
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

か
か
わ
る
一
人
ひ
と
り
を
、
大
切
に
し
て
い
る
か
ら

な
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
地
元
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
生
と
の

か
か
わ
り
も
豊
富
で
あ
る
。
学
生
の
相
談
に
の
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
引
越
し
の
手
伝
い
ま
で
し
た
こ
と

が
あ
る
そ
う
だ
。
そ
ん
な
古
屋
さ
ん
の
も
と
に
は
、

卒
業
生
が
遊
び
に
来
た
り
、便
り
が
届
い
た
り
す
る
。

人
と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

多
く
の
人
か
ら
好
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
私
は
す
で
に
古
屋
さ
ん
の
こ
と
が

好
き
だ
。

　
ふ
と
店
内
に
お
菓
子
が
売
ら
れ
て
い
る
ス
ペ
ー
ス

が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
な
ぜ
お
菓
子
を
売
っ

て
い
る
の
か
疑
問
に
思
い
、
尋
ね
て
み
た
。
も
と
も

と
は
お
客
さ
ん
に
お
ま
け
と
し
て
渡
し
て
い
た
そ
う

だ
が
、
誰
で
も
買
え
る
よ
う
に
売
り
始
め
て
み
た
と

い
う
。
年
配
の
方
は
、
ス
ー
パ
ー
ま
で
行
く
の
も
ひ

と
苦
労
だ
。
し
か
し
こ
の
店
に
置
い
て
あ
れ
ば
、
近

所
の
お
店
か
ら
の
帰
り
や
写
真
屋
へ
来
る
つ
い
で
、

散
歩
の
途
中
な
ど
に
、
孫
に
お
菓
子
を
買
っ
て
お
土

産
に
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
袋
は
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ

袋
で
は
な
く
、
パ
ン
屋
さ
ん
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描

か
れ
た
、
子
ど
も
が
好
き
そ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

地
域
の
人
に
少
し
で
も
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
。

そ
ん
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　
古
屋
さ
ん
は
、
私
た
ち
学
生
の
こ
と
を
優
し
く
見

守
り
、
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
私
は
ま
だ
都

留
市
に
来
て
1
年
も
経
っ
て
い
な
い
。
一
人
知
ら
な

い
土
地
で
暮
ら
し
て
い
く
な
か
で
、
頼
れ
る
大
人
の

存
在
は
と
て
も
大
き
い
も
の
だ
。
こ
の
人
に
出
会
え

て
よ
か
っ
た
、
素
直
に
そ
う
思
う
。

「
都
留
を
第
二
の
故
郷
に
し
て
ほ
し
い
」

古
屋
さ
ん
は
そ
う
話
し
て
く
れ
た
。
４
年
間
と

い
う
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
、
都
留
を
好
き
に

な
っ
て
、
こ
の
地
を
満
喫
し
な
い
と
も
っ
た
い
な
い

と
私
は
思
う
。「
親
戚
の
お
じ
さ
ん
の
よ
う
に
思
っ

て
ほ
し
い
」
と
い
う
古
屋
さ
ん
の
言
葉
が
、
と
て
も

嬉
し
か
っ
た
。

人
と
の
か
か
わ
り
が
私
は
好
き
だ
。
人
の
優
し

さ
、
あ
た
た
か
さ
に
触
れ
る
と
、
何
だ
か
自
分
ま
で

あ
た
た
か
い
気
持
ち
に
な
る
。

古
屋
さ
ん
と
話
し
て
、
気
づ
け
ば
ぬ
く
も
り
を

た
く
さ
ん
も
ら
っ
て
い
た
。
か
か
わ
っ
て
い
く
一
人

ひ
と
り
を
大
切
に
し
て
い
く
。
私
も
古
屋
さ
ん
の
よ

う
に
、こ
の
ぬ
く
も
り
を
み
ん
な
に
伝
え
て
い
こ
う
。

店内に置かれたお菓子

プリンターのインクやフィルム、アルバムなどもある

水
野
孝
英
（
社
会
学
科
1
年
）
＝
文
・
写
真



8
月
上
旬
、
ム
サ
サ
ビ
の
巣
穴
（
68
号
を
参

照
）
の
真
下
に
落
ち
て
い
る
フ
ン
の
変
化
に

気
づ
き
ま
し
た
。
正
露
丸
ほ
ど
の
大
き
さ
の

見
慣
れ
た
フ
ン
の
ほ
か
に
、
ひ
と
ま
わ
り
小

さ
い
フ
ン
が
ち
ら
ほ
ら
と
混
ざ
っ
て
い
ま

す
。
ほ
か
の
ム
サ
サ
ビ
が
巣
穴
に
出
入
り
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
虫
の
鳴
き
声
が
賑

や
か
で
、
ひ
ん
や
り
と
少
し
肌
寒
く
な
っ
た

10
月
の
夕
暮
れ
ど
き
に
、
屋
根
裏
に
起
き
た

変
化
を
追
い
ま
し
た
。

10
月
7
日
、
17
時
50
分
。
屋
根
裏
に
ラ

イ
ト
を
当
て
て
み
る
と
、
い
つ
も
な
ら
赤
い

目
が
二
つ
光
る
と
こ
ろ
が
、
四
つ
光
っ
て
い

ま
す
。
よ
く
見
る
と
二
つ
の
目
は
小
さ
く
見

え
ま
す
。
少
し
で
も
外
の
よ
う
す
を
探
ろ
う

と
競
い
合
う
か
の
よ
う
に
、
二
頭
の
ム
サ
サ

ビ
が
巣
穴
か
ら
顔
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

18
時
過
ぎ
、
ま
ず
は
大
き
い
ほ
う
の
ム

サ
サ
ビ
が
滑
空
し
て
出
巣
し
ま
す
。
巣
か
ら

15
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
南
東
の
木
に
飛
び
付
く
と

い
う
、
お
な
じ
み
の
滑
空
コ
ー
ス
で
す
。
こ

ち
ら
は
昨
年
度
か
ら
付
き
あ
い
の
あ
る
ム
サ

サ
ビ
の
よ
う
で
す
。
お
よ
そ
2
分
後
、
今
度

は
小
さ
い
ほ
う
の
ム
サ
サ
ビ
が
出
巣
し
ま
し

た
が
、
な
ん
だ
か
よ
う
す
が
違
い
ま
す
。
こ

の
ム
サ
サ
ビ
は
滑
空
せ
ず
に
、
ア
パ
ー
ト

の
外
壁
に
張
り
つ
き
、「
ジ
ャ
ッ
、
ジ
ャ
ッ
」

と
爪
を
外
壁
に
ひ
っ
か
け
な
が
ら
横
へ
と
移

動
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
電
線
の
上
を

つ
た
っ
て
、
南
西
側
の
サ
ク
ラ
の
木
へ
と
移

り
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
間
の
か
か

る
出
巣
を
す
る
の
か
疑
問
で
す
。
ま
だ
滑
空

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
大
の
字
に
な
っ
て
壁
に
張
り
つ
く
姿
は
ど

こ
か
人
の
姿
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
片

手
を
い
っ
ぱ
い
に
伸
ば
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く

り
と
ひ
と
つ
ひ
と
つ
移
動
し
て
い
く
着
実
な

姿
は
忍
者
の
よ
う
で
す
。
帰
巣
す
る
と
き
は

と
く
に
、
こ
の
方
法
を
と
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
。
巣
穴
に
暮
ら
す
こ
の
親
子
ム
サ
サ

ビ
を
し
ば
ら
く
観
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

狩野慶（ゆずりはら少年自然の里）＝文・写真

身近で自由にふるまう生きものを見守る

巣穴の下に落ちているたくさんのフン
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アパートへと続く電線の上にたたずむ三頭のムササビ。一番右が親だと思われる
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じ
つ
は
三
頭
？ 

　

部
屋
の
窓
を
開
け
て
網
戸
に
し
て
お
く

と
、
屋
根
裏
に
限
ら
ず
、
近
く
に
暮
ら
す
ム

サ
サ
ビ
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
11
月
12
日
の
夜
9
時
過
ぎ
の
こ
と
、

玄
関
先
で
鳴
い
て
い
る
の
か
と
思
う
く
ら

い
、
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
は
っ
き
り
と
し
た
鳴

き
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
あ
ま
り
聞
く
こ
と

の
な
い
「
キ
ュ
ル
ル
、
キ
ュ
ル
ル
…
…
」
と

い
う
鳴
き
声
で
す
。
キ
ー
を
ま
わ
し
て
車
の

エ
ン
ジ
ン
を
か
け
始
め
て
い
る
と
き
の
よ
う

な
音
に
似
て
い
ま
す
。

　

ラ
イ
ト
を
持
ち
、
そ
っ
と
ド
ア
を
あ
け
、

よ
う
す
を
伺
っ
て
み
る
と
5
ｍ
ほ
ど
先
の
地

面
に
ム
サ
サ
ビ
が
一
頭
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う

ど
巣
穴
の
真
下
あ
た
り
で
す
。
ア
パ
ー
ト
と

サ
ク
ラ
の
木
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い

る
電
線
の
上
に
さ
ら
に
二
頭
。
鳴
き
声
の
主

は
こ
の
二
頭
の
よ
う
で
、
体
の
向

き
か
ら
判
断
す
る
と
、
地

面
に
い
る
ひ
と
ま
わ
り

大
き
な
も
う
一
頭
の

ム
サ
サ
ビ
に
呼
び
か

け
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
し
た
。

　

そ
の
三
頭
は
電
線
の
上
で
合
流
し
た
後
、

電
線
か
ら
サ
ク
ラ
の
木
に
移
り
、
奥
の
林
へ

と
枝
づ
た
い
に
移
動
し
て
い
き
ま
し
た
。
た

だ
、
小
さ
な
一
頭
が
ど
う
し
て
も
電
線
か
ら

サ
ク
ラ
の
木
へ
と
飛
び
移
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
で
（
ほ
か
の
二
頭
が
渡
っ
た
先
で
し

ば
ら
く
待
っ
て
い
ま
し
た
）、
20
分
ほ
ど
悩

ん
だ
す
え
に
、
電
線
を
つ
た
っ
て
屋
根
裏
の

巣
穴
へ
と
戻
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
姿

か
ら
、
今
回
の
三
頭
は
屋
根
裏
に
暮
ら
す
ム

サ
サ
ビ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
観
察

を
続
け
て
い
く
と
、
11
月
14
日
に
、
確
か
に

屋
根
裏
か
ら
顔
を
だ
す
三
頭
の
ム
サ
サ
ビ
の

姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

巣
穴
か
ら
同
時
に
三
つ
の
顔
が
見
え
ま

す
の
で
、
ム
サ
サ
ビ
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
学

ぶ
の
に
良
い
機
会
と
な
り
ま
す
。
親
ム
サ
サ

ビ
は
ほ
か
二
頭
の
子
ム
サ
サ
ビ
よ
り
、
顔
も

か
ら
だ
も
や
は
り
一
回
り
大
き
く
、
必
ず
一

番
最
初
に
出
巣
し
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
二
頭
の

子
ム
サ
サ
ビ
は
耳
に
生
え
て
い
る
毛
の
量
が

多
い
よ
う
に
見
え
、
さ
ら
に
耳
先
の
毛
が
少

し
黒
み
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

電
線
を
渡
る
姿
は
一
歩
ず
つ
で
、
少
し
た
ど

た
ど
し
い
印
象
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
ど
こ
で

ど
ん
な
ム
サ
サ
ビ
に
出
会
っ
て
も
、
一
頭
ず

つ
だ
っ
た
の
で
比
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
は

っ
き
り
と
し
た
違
い
が
分
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
い
つ
も
同
じ
ム
サ
サ
ビ
を
見
て
い
る
よ

う
な
不
思
議
な
感
じ
が
し
て
い
た
の
で
、
今

で
は
少
し
だ
け
す
っ
き
り
し
た
気
分
で
す
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
観
察
か
ら
得
た

経
験
を
再
び
組
み
直
す
必
要
も
出
て
き
ま
し

た
。
南
東
の
木
へ
の
滑
空
コ
ー
ス
に
限
ら
れ

て
い
た
親
ム
サ
サ
ビ
が
、
最
近
は
南
西
へ
の

コ
ー
ス
も
と
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
子
ム
サ

サ
ビ
二
頭
は
出
巣
の
さ
い
に
、
滑
空
す
る
こ

と
も
あ
れ
ば
電
線
を
つ
た
っ
て
サ
ク
ラ
の
木

に
飛
び
移
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
な
ど
が
分
か

っ
て
き
ま
し
た
。
比
較
的
早
い
夜
9
時
過
ぎ

に
、
親
ム
サ
サ
ビ
が
一
度
、
な
ぜ
か
巣
に
戻

り
、
そ
の
あ
と
再
び
一
度
出
巣
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
没
後
す
ぐ
に
必
ず
し

も
三
頭
す
べ
て
が
出
巣
す
る
と
は
限
ら
な
い

よ
う
で
し
た
。
子
ム
サ
サ
ビ
は
、
１
時
間
ほ

ど
観
察
し
て
い
て
も
顔
さ
え
出
さ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

＊

　
　＊

　
　＊

　
ふ
と
思
う
の
は
、
こ
う
し
た
身
近
な
生
き

も
の
の
行
動
を
記
録
に
残
し
た
り
、
行
動
の

意
味
を
考
え
た
り
し
よ
う
と
す
る
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
僕
た
ち
の
何
気

な
い
暮
ら
し
の
す
き
ま
に
巧
み
に
潜
り
込
ん

で
、
た
く
ま
し
く
生
き
続
け
る
生
き
も
の
を

見
守
り
た
い
、
応
援
し
た
い
と
い
う
思
い
。

な
か
な
か
味
わ
え
な
い
自
分
自
身
の
ユ
ニ
ー

ク
な
経
験
と
し
て
、
記
憶
に
こ
と
こ
ま
か
に

刻
み
込
み
た
い
と
い
う
思
い
。
こ
の
二
つ
の

思
い
が
僕
に
と
っ
て
、
身
近
な
生
き
も
の
を

見
つ
め
続
け
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

彼
ら
の
行
動
の
意
味
を
決
め
つ
け
ず
に

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
考
え
を
及
ば
せ
て
、
ふ

り
ま
わ
さ
れ
な
が
ら
も
気
な
が
に
、
屋
根
裏

の
ム
サ
サ
ビ
た
ち
を
見
守
っ
て
い
こ
う
と
思

い
ま
す
。

屋根裏から顔を出す三頭

壁に張りついて移動する
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本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

テントウムシの越冬　

2011 年 11 月 4 日　都留市田原

今年も自然科学棟にテントウムシが越冬に来ました。

初認日は 10月 24 日です。

ツチイナゴ　

2011 年 11 月 24 日　都留市十日市場

ツチイナゴは草原に住むバッタのなかまです。成虫で

越冬するそうです。

ツキノワグマのフン　

2011 年 11 月 10 日　都留市上谷

大学の裏山にツキノワグマのフンがありました。フン

の中身はヤマブドウの実のようです。

オオムラサキの幼虫　

2011 年 11 月 24 日　都留市十日市場

観察小屋前のエノキの根元の落ち葉をめくると幼虫が

いました。ここで幼虫が見つかるのは初めてです。

大学キャンパスの生きもの情報

・アオマツムシ

　10 月 6日～ 11 月 19 日まで、キャンパスでアオマツムシの声が聞かれた。

・ジョウビタキ

　10 月 28 日、冬鳥のジョウビタキが渡来した。

・ハイタカ

　11 月 24 日、自然科学棟の窓ガラスにハイタカ（メス）が衝突した。この個体

　は地域交流研究センターで一晩保護し、25 日の朝に外に放した。

10～11月に都留市で見られる生きものを紹介します。
引き続き地域のかたからの生きものの情報を募集して
いますので、ぜひ、編集部までお寄せください。

窓ガラスに衝突して保護されたハイタカ

FIELD.NOTE 40FIELD.NOTE 40



ニホンジカ　2011 年 8 月 2 日

農道になっている場所にカメラを設置すると、ニホンジ

カが写りました。

アナグマ　2011 年 8 月 5 日

上のニホンジカが撮影された場所では、アナグマも確認さ

れています。

アライグマ　2011 年 6 月 4 日

中屋敷フィールドで初めて、アライグマが確認されました。

本種は外来種で、在来種への影響が懸念されています。

ハクビシン　2011 年 9 月 1 日

ハクビシンは 6月もこの場所で撮影されました。ここは、

彼らの通り道になっているようです。

アカネズミ　2011 年 8 月 4 日

左端が洞窟の出入り口になっており、このアカネズミは洞

窟に入って行ったようです。

タヌキ　2011 年 8 月 31 日

雨の日、タヌキが何かをくわえてカメラの前を横切って行

きました。

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 6月と、8～ 9月に
撮影された動物たちです。

41



魚類は、今から 5億年ぐらい前に初めて地球上にあらわれた背骨をもった
動物で、わたしたちのず～っと昔のご先祖様です。わたしたちの体を支え
る背骨や、手足のもとになるひ

・ ・

れ、食べものを噛むためのあ
・ ・

ごなどは、大
昔に魚類が獲得した体の仕組みです。現在魚類は、世界に 25000 種類以上
いて日本にも約 3600 種類います。海がない山梨県には真水にすむ淡水魚が
50 種類ぐらいいて、都留市には約 10 種類いると思われます。

都留市で見られる魚類（淡水魚）を紹介します。

うら山図鑑　第12弾
「魚類」

●小口尚良（東桂小学校教諭）＝文・写真

ヤ
マ
メ
（
サ
ケ
科
）

　

渓
流
を
代
表
す
る
魚
。
イ
ワ

　

ナ
と
同
様
に
釣
り
人
か
ら
人

　

気
が
あ
り
、
多
く
が
放
流
さ

　

れ
た
も
の
で
す
。
自
然
繁
殖

　

し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

カ
ジ
カ
（
カ
ジ
カ
科
）

　

水
の
き
れ
い
な
流
れ
や
湧

　

水
地
の
そ
ば
に
い
ま
す
。

　

以
前
よ
り
川
の
水
が
き
れ

　

い
に
な
っ
た
た
め
か
、
最

　

近
は
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

コ
イ
（
コ
イ
科
）

　

飼
っ
て
い
た
コ
イ
を

　

放
し
た
も
の
が
、
川か
わ

　

茂も

の
堰え
ん
て
い堤
な
ど
で
見

　

ら
れ
ま
す
。ア

ユ
（
ア
ユ
科
）

　

海
で
生
ま
れ
、
川
を
の
ぼ
り
ま
す
。

　

今
は
す
べ
て
が
放
流
の
ア
ユ
で
す
。

　

釣
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
は
秋
に
な

　

る
と
黒
く
な
り
、
川
を
く
だ
り
ま

　

す
が
、
ダ
ム
で
行
き
止
ま
り
に
な

　

り
ま
す
。

ニ
ジ
マ
ス
（
サ
ケ
科
）

　

養
魚
場
で
飼
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

　

放
流
も
さ
れ
て
ま
す
。
も
と
も
と

　

は
外
国
の
魚
で
す
。
自
然
繁
殖
も

　

し
て
い
る
（
川
で
卵
を
産
ん
で
増

　

え
て
い
る
）
と
思
わ
れ
ま
す
。



こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
、
カ

ワ
マ
ス
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
と
も
に
釣
り
堀

か
ら
逃
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）。
ほ
か
に
ヨ
シ
ノ

ボ
リ
、
ウ
ナ
ギ
（
大
月
や
山
中
湖
で
放
流
さ
れ
た

も
の
）
な
ど
が
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

ド
ジ
ョ
ウ
（
ド
ジ
ョ
ウ
科
）

　

田
ん
ぼ
の
環
境
が
変
わ
っ

　

て
い
く
な
か
で
、
だ
ん
だ

　

ん
い
な
く
な
っ
て
き
て
い

　

ま
す
。　

ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
（
タ
ニ
ノ
ボ
リ
科
）

　

日
本
の
絶
滅
危
惧
種
。
以
前
、
地
元
の

　

子
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
で
い
る
こ
と

　

が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
２
０
０
９
年

　

４
月
、
調
査
に
よ
り
再
び
生
息
が
確
認

　

さ
れ
ま
し
た
。

ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
（
コ
イ
科
）

　

川
で
一
番
よ
く
見
ら
れ

　

る
魚
で
す
。
稚
魚
を
メ

　

ダ
カ
と
間
違
え
て
い
る

　

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ウ
グ
イ
（
コ
イ
科
）

　

渓
流
を
除
く
桂
川
流
域
で

　

見
ら
れ
ま
す
。
産
卵
期
に

　

は
色
が
大
き
く
変
わ
り
ま

　

す
。
以
前
と
比
べ
少
な
く

　

な
っ
て
い
ま
す
。

ア
マ
ゴ
（
サ
ケ
科
）

　

ヤ
マ
メ
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に
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れ
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も
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で
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体
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す
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よ
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標

　

高
の
高
い
と
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に
す
み
ま

　

す
。
食
欲
旺
盛
。
釣
り
人
か

　

ら
の
人
気
が
高
く
、
多
く
が

　

放
流
さ
れ
た
も
の
で
す
。



　2011年 9月 3～ 11日まで、長野県松本市のカモシカスポーツで「Mountain Color」という成
なるせ

瀬洋
ようへい

平さんの

原画展がおこなわれるという情報をいただきましたので、初日に見に行きました。

　成瀬さんは本学の卒業生で、在学中には「フィールド・ノート」の創刊のころから編集に携わっていまし

た。現在は山岳雑誌に絵や文章を提供されています。こうした個展は、ご自

身では3回目とのこと。会場では雑誌で目にしたことのある絵のほかに、黒

一色で描かれたものもあります。8年ほど前から彼の絵を見ていますが、色の

使いかたが変わったように感じました。私は数週間前に白馬岳を縦走したば

かりでしたので、白馬の絵は感慨深いものでした。作品はやはり原画に触れ

るほうが良く、会場で作者と会話ができるのが個展の良さですね。（西教生）

Field Note News 2011.9~11

成瀬洋平さんの原画展

2011.9.3 　原画展のようす

ビオトープ
　11月2日と10日の両日、編集室前と図書館横ビオトープの手入れをしました。

春、夏、秋と私たちの目をたのしませてくれたビオトープの植物も、冬が近づ

き来年の出番までしばし休息。雑草を抜いて土に混ぜ込んだり、剪定をしたり、

ヒャクニチソウやアサガオの種を取り、来年を迎える準備をしました。現在、

編集室前のプランターでは、ビオトープに興味を持つ学生がホウレンソウを育

てているところです。　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　( 﨑田史浩 )
2011.11.2  編集室前ビオトープ

稲刈り
   11月３日、中屋敷フィールドで育ててきた稲を刈り取りました。

　今年は稲の実りがよくありませんでした。水見がゆきとどかず、水を枯ら

して田をひび割れさせてしまったためです。刈り取り後、実のついたものを

足踏み脱穀機にかけました。収量はわずかでとても残念でしたが、今年も

無事稲の収穫を終えることができました。来年は水見が課題です。（香西恵）

オープンキャンパス・ツアー
　10月17日～28日、本学の秋季オープンキャンパスが開催され、本誌編集部

員がキャンパスツアーのガイドを務めました。夏のオープンキャンパスとは違い、

それぞれの担当が少人数のツアーとなったので、そのぶん夏の経験を活かしながら

より丁寧に大学や都留のまちを紹介することができました。　　　　　（牛丸景太）

2011.10.24　ツアーのようす

2011.11.3　脱穀のようす
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　中屋敷フィールドで作った小麦は、まいとし上野原市の小俣トシコさん（84）にお願いして小麦粉にし

てもらっている。小俣さんは精麦に来た人の名前、その人がどこから来て、どのくらいの量を持ってきたの

か、などを一冊のノートに手書きでまとめている。このノートは1990年の９月から書かれていて、あちこ

ちから来た人の名前が並ぶ。小俣さんいわく、匂いの良くない麦にはクサイと書き、乾ききっていないもの

は製粉できないからと持ち帰ってもらうのだそう。

　小俣さんのノートには本誌で初めて麦を持って行った日付けも記されていた。今年の出来はどうだろう。

小俣さんは麦の粒が入った袋に手を入れ、片手で小麦をすくう。こするようにして一粒ひとつぶを四方へ散

らし、よく見て香りを嗅ぐ。少し冷たくて湿った感覚のする小麦。鼻を近づけると、ほのかに麦の香りがし

た。「まあまあじゃないか。畑に植わっているときに麦が倒れて水につかったんじゃないか」。小俣さんにそ

う聞かれたけれど、麦刈りの時に麦はしっかりと立っていた。思い当たることと言えば、畑近くの小屋にゴ

ザを敷いて干しているさい、台風がきていたことくらいだ。大型の台風だったから、小屋のなかに湿り気が

入っていてもおかしくない。とはいえ、その台風が麦の出来に影響したかどうかの確信はない。

　中屋敷では、畑でとれた麦の粒のうち来年に播く分だけ製粉しないで残してお

く。｢３年同じところで作ったら畑を替えるといいよ｣。３年間、同じ畑に同じ麦

を作ったら麦と畑の組み合わせを替えると良いそうだ。たとえば、いつもの畑で

作っている麦は別の畑に播いて、別の畑で作った麦をここの畑に播く、ということ。

二毛作をしているいつもの畑に加え、今回はそばにある小屋の正面にも麦を播い

た。この違いが麦にどう影響するか、たのしみである。　　 　　　(石川あすか）

来年に向けて麦播き

精麦

麦づくり

プチ Filed Note News
■ 大学入り口にてトチの実拾い （9月 10 日）  　
■ 秋の実探検隊（10 月 1 日）
■ 編集部写真撮影コンテスト（11 月 2 日）
■ 宗男さんにいただいたさつまいもで
　スイートポテト作り（11 月 6 日）
■ 駅の展示替え （11月 9日）

美容室「U・B」発行のフリーペーパー
『月刊カミカミ』14号。本誌編集長３人
のインタビューが載っています。郵便局
など、市内各所でご覧いただけます。
　　　　　　　　　　　　（11月 29日）

　11月 6日、少し肌寒い陽気のなか、来年に向けての麦づくりがはじま

りました。渡
わたなべ

邊宗
むねお

男さん（80）に指導してもらいながら耕した畑からは、

やわらかい土の良い香りがします。畑を耕し、麦や肥料を播いていくうち

に寒さなんか忘れて夢中になり、あっという間に時間が過ぎていきました。

少し播く時期が遅くなってしまいましたが、この冬を無事に越して、来年

良い麦がとれるようにと願って播きました。今回は敷地を広げ新しい畑に

も播いたので今後の成長を見るのがたのしみです。        ( 小佐野めぐみ）
2011.11.6　麦播きのようす

）

『月刊カミカミ』の取材を受けました 

2011.10.29
麦をすくう小俣さん
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おなじ秋なのに、去年までの二年間とちがって妙にそわそわし

てしまいます。あれもこれもやってないのに、夜に、秋に、

そして大学３年の後半になっている……。気ばかり焦ってどうしよ

うもないときに、衝動的に始めてしまう、小掃除。ふだん拭かない

場所を拭いたり、思い切って要らないものを捨てたり。とてもすっ

きりして、小さな達成感とともに眠りに就くことができます。何も

解決してないけど前向きになるので、何ごとも気の持ちようだよな

あ、としみじみ感じます。　　　　　　　　　　　　　（平井のぞ実）

ばんごはんを食べて一息ついたあと、机に向かうのがこの頃の

日課です。虫の涼しげな声がちょうどいいBGMとなって、

夜の作業はいつもよりはかどるような気がします。キーボードをぱ

ちぱち叩くかたわらで、ちょこんと居座っているのがマグカップ。

その日の気分で中身は変わります。ほうじ茶、ホットミルク、レモ

ンティー、しょうが湯……。今日は何にしようか？　長い夜のお供

を考えるのも最近の楽しみになってきました。               （大澤かおり）

ちからを抜いてみる。例えばカメラ。カメラを買ってから、

シャッターチャンスを求めて、昼間はいつだってキョロキョ

ロしています。秋のよく晴れた日は、余計にそうです。色鮮やかな

紅葉にはカメラを向けたくなるものです。しかし、夜は違います。

ほどよい夜風にさらされ、星明かりに目をうばわれる。夜の写真は

難しい。そう考えると、カメラには頼らず、自分の目だけで、いつ

までも星を見ていられます。　　　　　　　　　　　　(﨑田史浩 )

秋の夜長におもう
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