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特集：冬仕事

実り多い秋が過ぎ去り、

山も畑もしんと静まりかえって、

人も生きものも息をひそめているようです。

冬は何もない季節、

いろんなことが止まる季節。

つい、そんな風に思ってしまいます。

けれど冬の世界に

足を一歩踏み入れてみると、

想像していたよりも

ずっと広がりのある季節なのだと

気づきます。

冬にしかできないこと、

冬だからやりたいこと。

この季節におこなわれる人の営みを

私たちは「冬仕事」と名づけました。

仕事から冬を見つめたとき、

冬はどんな姿を見せてくれるのでしょうか。

水掛菜畑で「水ねぎ」の収穫をする清
しみず

水貞
ていいち

一さん (88)
十日市場では、冬でも水温の下がらない湧水を利用して田ん
ぼのあとに水掛菜をつくる。水掛菜は正月の雑煮の青物に欠
かせず、暮れになると長靴をはいての収穫作業が忙しい。こ
の日収穫ピークを過ぎた夕方の畑では、清水さんが「水ねぎ」
を収穫していた。「水ねぎ」は、秋まで畑で育てたねぎを水
掛菜畑の端に植え替えて、水を掛けながら育てたもの。ねぎ
味噌にして食べるのがおいしいそうだ。
                                                （2012.1.26 撮影：香西恵）
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さ
と
ゑ
さ
ん
が
漬
け
て
い
る
白
菜
を
見
せ
て

も
ら
う
。
漬
け
も
の
石
を
ど
か
す
さ
と

ゑ
さ
ん
の
背
後
か
ら
樽
の
な
か
を
の
ぞ
く
と
、
白

菜
と
水
が
入
っ
て
い
た
。
さ
と
ゑ
さ
ん
が
11
月
に

漬
け
た
白
菜
を
い
た
だ
く
。
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
い

て
お
い
し
い
。
し
ょ
っ
ぱ
く
も
な
く
薄
す
ぎ
て
も

い
な
い
、
ち
ょ
う
ど
い
い
塩
味
だ
っ
た
。
12
月
に

漬
け
た
も
の
は
ま
だ
塩
辛
く
て
食
べ
ら
れ
な
い

と
い
う
。
実
家
で
食
べ
て
い
る
漬
け
も
の
と
は
少

し
味
が
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
一
週
間
ほ
ど
漬

け
れ
ば
食
べ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
ど
う
も

そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
さ
っ
ぱ
り
と
し
た

塩
味
に
な
る
ま
で
に
は
一
ヶ
月
ほ
ど
か
か
る
そ
う

だ
。
味
付
け
は
塩
の
み
。
漬
け
る
と
き
に
は
塩
と

水
を
入
れ
る
の
か
と
聞
い
て
み
る
と
水
な
ん
か
入

れ
な
い
よ
、
と
言
う
。

１
月
29
日
｜
白
菜
を
漬
け
る

　
晴
天
。
さ
と
ゑ
さ
ん
に
聞
い
た
話
を
思
い
出
し

な
が
ら
白
菜
を
漬
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
12
時

ご
ろ
、
半
分
に
切
っ
た
白
菜
の
芯
に
切
り
込
み
を

入
れ
て
、
新
聞
紙
の
上
に
並
べ
て
干
す
。
15
時
ご

ろ
に
干
し
た
白
菜
を
回
収
し
た
。
小
さ
め
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
樽
と
塩
を
用
意
す
る
。
押
し
込

む
よ
う
に
白
菜
を
樽
の
な
か
へ
入
れ
て
、
塩
を
手

で
三
つ
か
み
ま
ん
べ
ん
な
く
振
り
入
れ
る
。
さ
ら

に
そ
の
上
に
白
菜
を
重
ね
て
、
も
う
一
度
三
つ
か

み
ほ
ど
の
塩
を
振
り
入
れ
た
。
塩
の
分
量
が
ど
う

も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
漬
け
も
の
石
を
乗
せ
て

作
業
を
完
了
し
た
。
意
外
に
も
作
業
は
30
分
も

か
か
ら
ず
に
終
わ
っ
た
。
も
っ
と
手
間
の
か
か
る

仕
事
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
拍
子
抜
け
し
て
し
ま

い
、
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
っ
て

く
る
。白
菜
が
漬
か
る
ほ
ど
水
が
で
て
く
る
の
か
、

味
は
し
っ
か
り
つ
く
の
か
、
半
信
半
疑
だ
が
よ
う

す
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　

2
月
2
日
、
樽
の
ふ
た
を
開
け
て
、
漬
け
も

の
石
を
ど
け
て
み
た
。
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
白
菜

が
水
に
浸
っ
て
い
る
。
た
い
し
た
手
間
を
か
け
た

わ
け
で
も
な
い
の
に
白
菜
が
水
に
浸
っ
て
い
る
と

い
う
事
実
が
嬉
し
か
っ
た
。
も
う
少
し
日
が
た
て

ば
、
さ
ら
に
水
が
で
て
く
る
だ
ろ
う
。
塩
を
入
れ

る
こ
と
で
、
白
菜
か
ら
で
た
水
に
漬
か
る
か
ら
、

漬
け
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
白
菜
が
水
に
漬
か
っ

た
ら
、
上
下
の
白
菜
を
入
れ
か
え
て
味
を
み
な
が

ら
塩
を
振
り
入
れ
る
漬
け
か
え
作
業
を
し
よ
う
。

上
下
を
入
れ
か
え
る
こ
と
で
味
が
均
等
に
つ
く
と

い
う
。
塩
の
量
が
少
な
い
と
す
っ
ぱ
く
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
そ
れ
は
避
け
た
い
。

2
月
6
日
｜
白
い
膜
が
は
る

　

そ
ろ
そ
ろ
漬
け
か
え
よ
う
と
再
び
ふ
た
を
開

け
た
。
な
か
を
見
て
失
敗
の
可
能
性
が
頭
を
よ

ぎ
っ
た
。
白
菜
が
漬
か
っ
て
い
る
水
の
表
面
に
は

白
い
膜
が
は
っ
て
い
て
、
白
い
泡
も
浮
い
て
い
る
。

漬
け
も
の
独
特
の
鼻
を
つ
く
よ
う
な
臭
い
が
強

く
な
っ
て
い
る
。
思
い
返
し
て
み
れ
ば
こ
こ
何
日

か
部
屋
の
暖
房
を
つ
け
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
。
原
因

は
そ
れ
か
も
し
れ
な
い
。
白
菜
の
漬
け
も
の
を
冬

に
漬
け
る
の
は
白
菜
が
冬
に
採
れ
る
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
気
温
が
低
く
な
い
と
何
日
も
置
い
て
い

る
あ
い
だ
に
痛
む
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
失
敗
し

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
う
な
だ
れ
な
が
ら
、
ど
う
し

よ
う
も
な
く
廊
下
か
ら
ベ
ラ
ン
ダ
へ
白
菜
を
移

し
た
。

　
2
月
15
日
、
さ
と
ゑ
さ
ん
に
膜
の
は
っ
た
漬
け

も
の
の
写
真
を
見
て
も
ら
っ
た
。
編
集
室
で
失
敗

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
話
に
な
っ
た
か

ら
だ
。
さ
と
ゑ
さ
ん
に
は
食
べ
て
み
れ
ば
い
い
と

言
わ
れ
、
戸
惑
っ
た
。
あ
の
白
い
膜
の
な
か
に
手

を
入
れ
る
の
で
さ
え
勇
気
が
い
る
の
に
、
食
べ
て

み
て
大
丈
夫
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
瞬
そ
ん
な
考
え

が
頭
の
な
か
に
浮
か
ん
だ
が
、
さ
と
ゑ
さ
ん
が
平

気
な
顔
を
し
て
言
う
の
で
家
に
帰
っ
て
食
べ
て
み

る
こ
と
に
し
た
。
普
段
か
ら
見
た
目
が
良
い
も
の

ば
か
り
口
に
し
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
と
き
ど
う

し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
さ
と
ゑ
さ
ん
が
平
気

な
顔
で
、
食
べ
て
み
れ
ば
い
い
と
言
え
る
の
は
、

藤森美紀（社会学科 3年 )＝文・写真

こたつ
ほんの少し、
出てから

漬けものが好きだ。自分で漬けて食べてみ
たい。しかしどのようにして漬ければいい
のかわからなかった。そこで、毎年白菜を
漬けているという渡邊さとゑさん（80）の
お宅へ伺って話を聞き、じっさいに白菜の
漬けものを漬けてみることにした。
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自
分
の
食
べ
る
も
の
を
自
分
で
つ
く
っ
て
き
た
経

験
と
自
信
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

樽
か
ら
取
り
出
し
た
白
菜
を
良
く
洗
っ
て
切

る
。
少
し
ば
か
り
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
口
に
入
れ

た
。
味
は
少
々
薄
い
と
感
じ
た
も
の
の
食
べ
ら
れ

な
い
こ
と
は
な
い
。
残
り
の
白
菜
は
一
度
樽
を
洗

っ
た
あ
と
、
塩
を
入
れ
て
漬
け
直
し
て
み
よ
う
。

み
え
て
き
た
こ
と

　
寒
い
冬
に
す
る
仕
事
は
、
よ
し
、
や
る
ぞ
、
と

意
気
込
ん
で
や
ら
な
け
れ
ば
進
ま
な
い
と
考
え

て
い
た
。
じ
っ
さ
い
に
意
気
込
ん
で
白
菜
を
漬
け

た
が
、
や
っ
て
み
る
と
そ
の
意
気
込
み
を
持
て
余

し
て
し
ま
う
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
な
作
業
で
、
仕
事
と

言
う
よ
り
も
作
業
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
し
っ

く
り
す
る
。
複
雑
で
難
し
い
こ
と
こ
そ
、
い
い
も

の
が
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
手
早

く
作
業
を
終
え
て
気
長
に
待
つ
。
寒
く
て
動
き

た
く
な
く
な
る
冬
に
ぴ
っ
た
り
の
作
業
だ
。
待
つ

あ
い
だ
に
は
白
菜
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
楽
し
み

に
な
っ
た
。
で
き
あ
が
っ
た
漬
け
も
の
を
お
い
し

い
と
言
っ
て
も
ら
う
と
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。

　

母
に
も
漬
け
か
た
を
聞
き
、
作
業
の
工
程
は

同
じ
で
も
各
家
庭
で
干
す
時
間
、
塩
の
分
量
、

待
つ
時
間
、
味
が
違
う
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い

た
。
シ
ン
プ
ル
な
作
業
だ
か
ら
こ
そ
、
作
業
の
工

程
は
各
家
庭
に
根
づ
き
、
好
み
に
合
わ
せ
て
独

自
の
工
夫
を
重
ね
、
続
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ

う
。
畑
に
白
菜
が
た
く
さ
ん
で
き
た
か
ら
。
毎
年

漬
け
て
い
る
か
ら
今
年
も
。
そ
う
い
っ
た
簡
単
な

理
由
で
す
ぐ
に
漬
け
る
こ
と
が
で
き
る
漬
け
も
の

は
、
続
け
よ
う
と
し
て
続
け
る
も
の
で
は
な
い
気

が
す
る
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
漬
け
も
の
が
好
き
で
、

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
よ
く
食
べ
て
い
た
の
に
、
漬
け

か
た
も
白
菜
の
変
化
も
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い

っ
た
も
の
が
身
の
周
り
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
料

理
や
花
の
育
て
か
た
も
そ
う
だ
。
完
成
さ
れ
た

も
の
だ
け
を
見
て
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
み
え
る
も

の
は
わ
ず
か
だ
。
じ
っ
さ
い
に
や
っ
て
み
る
こ
と

で
、
完
成
に
至
る
ま
で
の
変
化
や
過
程
を
知
り
、

新
た
な
発
見
や
感
覚
が
私
自
身
の
糧
と
な
っ
て

い
く
。
白
菜
を
漬
け
て
み
る
と
い
う
体
験
は
、
漬

け
も
の
を
よ
り
身
近
な
も
の
に
し
た
。
知
っ
て
い

る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
言
葉
を
辞
書
で
調
べ
、

新
た
な
意
味
や
本
当
の
意
味
を
知
っ
た
と
き
に

そ
の
言
葉
が
ぐ
っ
と
自
分
に
近
づ
く
よ
う
な
感

覚
と
同
じ
だ
。
体
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
さ

と
ゑ
さ
ん
の
よ
う
な
勘
が
身
に
つ
い
て
い
く
の
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
私
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
体
験
を
大

切
に
し
、
体
験
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
と
向
き
合

っ
て
い
き
た
い
。

白菜を干す。干すことで味がしみ込みや
すくなるそうだ

白菜を樽のなかへ。今回は 10ℓ用の樽
を使用した

塩を振り入れる。分量は家庭によって
違う。今回は手で 6つかみ入れた

白菜の上に漬けもの石を置く。使用した
石は 6㎏

樽の 1/3 くらいの水が出てきた表面に膜がはってしまった。手を入れる
のは勇気がいる
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れ
て
い
る
。「
き
れ
い
に
で
き
て
る
よ
」
と
言
っ
て

も
ら
え
た
し
、
は
く
製
を
見
て
愛
着
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
次
こ
そ
は
失
敗
な
く
き
れ
い
に
つ
く

り
た
い
と
思
っ
た
。

　
こ
の
一
ヶ
月
後
の
２
月
９
日
、
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
仮

は
く
製
づ
く
り
を
し
た
。
す
で
に
一
度
経
験
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
緊
張
も
な
か
っ
た
し
、
作
業
の

な
か
で
戸
惑
う
こ
と
も
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま

だ
ま
だ
時
間
が
か
か
る
。
作
業
中
に
皮
が
乾
燥
し
縮

ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
綿
を
詰
め
て
縫
う
と
、
隙
間

か
ら
綿
が
見
え
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

鼻
す
じ
の
毛
並
み
が
少
し
逆
立
っ
て
残
念
だ
け

ど
、
手
に
乗
せ
れ
ば
か
わ
い
い
ネ
ズ
ミ
に
見
え
る
。

誰
か
に
見
せ
た
い
、
見
せ
た
ら
ど
ん
な
顔
を
す
る
だ

ろ
う
。

な
ぜ
、「
残
し
た
い
」
の
か

　
魚
の
骨
格
標
本
を
つ
く
っ
た
と
き
に
も
考
え
た
こ

と
だ
。
そ
の
と
き
考
え
て
い
た
の
は
、「
自
分
に
と
っ

て
の
『
比
較
対
象
』
を
つ
く
り
た
い
か
ら
」
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
今
回
も
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。

で
も
何
か
違
う
。
私
は
完
成
し
た
は
く
製
を
見
て
、

「
ほ
か
の
人
に
見
せ
た
い
な
」
と
思
っ
た
。
仮
は
く

製
は
私
が
つ
く
っ
た
も
ろ
く
壊
れ
や
す
い
骨
格
標
本

　
今
回
つ
く
っ
た
の
は
「
仮
は
く
製
」
だ
。
台
の
上

で
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
よ
う
な
「
本
は
く
製
」
と

は
異
な
り
、
内
蔵
や
肉
な
ど
の
腐
り
や
す
い
部
分
を

取
っ
て
、
な
か
に
綿
を
詰
め
た
は
く
製
で
あ
る
。

　
「
は
く
製
を
作
っ
て
み
た
い
」
と
は
思
う
も
の
の
、

私
に
は
は
く
製
づ
く
り
の
技
術
も
知
識
も
な
い
。
そ

の
た
め
、
二
回
の
は
く
製
づ
く
り
で
は
ど
ち
ら
も
専

門
的
な
知
識
の
あ
る
か
た
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら

作
業
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
（
簡
単
な
工
程
と
、
は

く
製
に
し
た
生
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
ペ
ー
ジ

に
図
と
と
も
に
ま
と
め
た
）。

仮
は
く
製
を
つ
く
っ
て
み
る

　

１
月
８
日
に
シ
ロ
ハ
ラ
の
仮
は
く
製
を
つ
く
っ

た
。
簡
単
な
作
業
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
初
め
て

と
は
い
え
そ
ん
な
に
時
間
は
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う

と
、
少
々
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
。

　
だ
が
や
っ
て
み
る
と
す
ご
く
難
し
い
。
野
生
の
鳥

を
触
る
機
会
な
ど
な
か
っ
た
の
で
、
皮
と
肉
を
離
す

単
純
な
作
業
で
も
と
て
も
複
雑
な
も
の
に
感
じ
た
。

慎
重
に
進
め
て
い
っ
た
た
め
、
一
つ
の
は
く
製
を
作

る
の
に
丸
一
日
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
え
途

中
で
背
中
の
皮
が
少
し
破
け
て
し
ま
う
。
最
後
の
仕

上
げ
で
ど
う
に
か
隠
せ
た
が
、
背
中
の
羽
が
少
し
乱

夏休み前にセミの抜け殻標本箱をつくり、本誌71号の時に魚の骨格標本をつくり、私は

標本として「残しておくこと」の意味が、なんとなく分かったような気がしていた。

ものを残しておくには、ほかにどんな方法があるんだろう。聞くところによると、湿度や

気温が低い冬は、カビが生えにくかったり、虫が湧きにくかったりするため、動物のはく

製をつくりやすい時期なのだそうだ。今回は鳥類と哺乳類のはく製づくりに挑戦した。
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と
違
い
、
長
期
に
わ
た
っ
て
保
存
が
で
き
、
ほ
か
の

人
に
触
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
ふ
だ
ん
触
る

機
会
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
生
き
も
の
を
触
っ
て
み

た
ら
、
み
ん
な
は
ど
ん
な
顔
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
ど

こ
に
目
を
向
け
て
、ど
ん
な
興
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
聞
い
て
み
た
い
、
私
が
感
じ
た
こ
と
と
ど
う

違
う
の
か
、ど
こ
が
共
通
し
て
い
る
の
か
知
り
た
い
。

　
は
く
製
づ
く
り
で
、
私
は
い
ま
ま
で
知
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
多
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
力
強
く
飛
ぶ

鳥
の
皮
膚
の
も
ろ
さ
も
、
野
生
の
鳥
に
肉
が
あ
ま
り

つ
い
て
い
な
い
こ
と
も
、
不
安
に
な
る
く
ら
い
小
さ

な
体
の
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
に
し
っ
か
り
と
し
た
歯
や
爪
が

生
え
て
い
る
こ
と
も
。
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
ら
け

で
、
少
し
目
ま
ぐ
る
し
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
知
っ
て

い
く
過
程
が
楽
し
く
て
、
生
き
も
の
の
血
が
恐
い
と

か
、
気
持
ち
が
悪
い
と
か
、
そ
う
い
う
感
情
は
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
。
図
鑑
に
も
載
っ
て
い
な
い
こ
と

を
、
私
は
知
り
始
め
て
い
る
の
だ
と
思
う
と
う
き
う

き
し
た
。
学
術
的
な
難
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

だ
が
私
が
経
験
し
て
感
じ
た
こ
と
を
、
実
物
を
通
し

て
な
ら
自
分
の
言
葉
で
鮮
明
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
私
は
そ
の
た
め
に
、「
残
し
て
」い
き
た
い
の
だ
。

自
分
の
好
奇
心
が
、
誰
か
の
驚
き
や
発
見
の
き
っ
か

け
に
な
る
瞬
間
の
た
め
に
。

←← ←←

皮を裏返したところ。
残った肉を取り除く

中身を切らない
よう注意する

頭の大きさに合
わせてひねる

皮を強く引っ張らな
いように注意する

はく製にはピンを刺
さないで固定する

　
【
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
仮
は
く
製
】

形
を
調
整
し
な
が
ら
段

ボ
ー
ル
紙
に
ピ
ン
で
と
め
、

刷は

け毛
で
毛
並
み
を
整
え
、

乾
燥
さ
せ
る
。

⑤
唇
を
縫
っ
て
と
め
る
。
口

か
ら
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
絞
っ

た
脱
脂
綿
を
詰
め
る
。
き

れ
い
に
詰
め
終
え
た
ら
お

腹
を
縫
っ
て
ふ
さ
ぐ
。

④
み
ぞ
お
ち
の
辺
り
か
ら
肛

門
辺
り
ま
で
、
内
臓
を
傷

つ
け
な
い
よ
う
に
開
く
。

②
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
大
き
さ
に

合
わ
せ
脱
脂
綿
を
ち
ぎ
る
。

①
前
足
と
後
ろ
足
の
関
節
と
、

尾
を
外
し
な
が
ら
鼻
先
ま

で
皮
を
剥
が
し
、
皮
と
手

足
だ
け
の
状
態
に
す
る
。

皮
の
内
側
に
ミ
ョ
ウ
バ
ン

を
す
り
込
む
。

③

ミリ単位で測る羽毛を血で汚さな
いように注意する

図は脚の関節破けてしまったところ
から羽毛が覗いていた

縫い目はお腹の
羽毛で隠す

①
シ
ロ
ハ
ラ
の
計
測
。
全
長
、

尾
の
長
さ
な
ど
、
記
録
用

紙
に
細
か
く
記
入
す
る
。

②
お
腹
の
羽
毛
を
掻
き
分
け

て
、
皮
に
メ
ス
を
入
れ
る
。

破
か
な
い
よ
う
に
気
を
つ

け
な
が
ら
、
皮
を
剥
が
す
。

③
途
中
で
脚
の
関
節
と
、
翼

の
上
腕
骨
を
外
す
。
皮
に

残
っ
て
い
る
骨
の
周
辺
の

肉
を
、
そ
ぎ
落
と
す
。

④
眼
球
な
ど
、
腐
り
や
す
い

部
分
を
取
り
除
き
、
皮
の

内
側
に
ミ
ョ
ウ
バ
ン
と
ホ

ウ
酸
を
す
り
込
む
。

⑤
竹
串
を
芯
に
し
て
脱
脂
綿

を
入
れ
形
づ
く
る
。
き
れ

い
に
縫
っ
て
と
め
、
乾
燥

さ
せ
る
。

　【
シ
ロ
ハ
ラ
の
仮
は
く
製
】

←←←←

仮はく製作成日：2012 年 2 月 9 日／作業指導：北垣憲二さん

ハタネズミ：大きさ 10 ～ 14 センチメートル、農耕地や造林地に生息

　　　　　　2011 年 10 月、やまびこ競技場付近で編集部の卒業生が死体を拾い、その後冷凍保存

仮はく製作成日：2012年 1月 8日／作業指導：西教生さん

シロハラ：大きさおよそ25センチメートル、本州以南の平地や山地に生息

　　　　　2010年 3月、本学コミュニケーションホール西側で編集部員が死体を拾い、その後冷凍保存



雪
か
き
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
あ
る
と
聞
い

た
と
き
、
私
は
ど
こ
か
牧
歌
的
な
情

景
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。ス
コ
ッ
プ
を
手
に
、

せ
っ
せ
と
雪
を
道
の
端
に
寄
せ
、
時
折
思
い
出

し
た
よ
う
に
伸
び
を
す
る
よ
う
な
。
だ
か
ら
、

柴し
ば
さ
き崎
利と
し
は
る春
さ
ん
（
50
）
か
ら
、
作
業
の
よ
う
す

を
収
め
た
写
真
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
は

と
て
も
驚
い
た
。
大
き
な
刃
の
付
い
た
黄
色
い

大
型
車
│
│
除
雪
車
だ
。

　
1
月
17
日
午
後
4
時
こ
ろ
、
河
口
湖
の
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
に
向
か
っ
た
。
今
年
の
冬
は
ほ

と
ん
ど
雪
が
降
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
昨
晩

は
ま
る
で
取
材
を
見
計
ら
っ
た
か
の
よ
う
に
雪

が
降
り
積
も
っ
た
。
都
留
で
は
あ
っ
と
い
う
間

に
解
け
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ま
だ
こ
の
辺
り

に
は
積
雪
の
名
残
が
見
受
け
ら
れ
る
。

  

11
月
か
ら
3
月
ま
で
東
富
士
五
湖
道
路
で
は

雪
か
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
区
間
ご
と
に

担
当
が
あ
り
、
河
口
湖
か
ら
静
岡
県
小
山
町

須す
ば
し
り走
ま
で
が
柴
崎
さ
ん
た
ち
の
担
当
だ
そ
う

だ
。
ア
ル
バ
イ
ト
は
日
替
わ
り
の
当
番
制
に

な
っ
て
い
て
、
夕
方
の
5
時
か
ら
翌
朝
の
8
時

ま
で
、
路
面
の
状
況
を
う
か
が
い
な
が
ら
待
機

し
て
い
る
。
天
気
予
報
通
り
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

ほ
ど
苦
し
い
仕
事
で
は
な
い
。
け
れ
ど
、
今
回

の
よ
う
に
天
気
が
急
に
変
わ
り
、
雪
が
降
り
出

す
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
の
ん
び
り
し
て

い
ら
れ
な
い
。当
番
で
は
な
い
柴
崎
さ
ん
も「
呼

び
出
し
」
を
受
け
て
、
朝
か
ら
雪
か
き
の
仕
事

を
し
て
い
た
。「
最
近
だ
と
こ
ん
な
ふ
う
に
天

気
予
報
が
外
れ
る
の
は
め
ず
ら
し
い
ね
」。
柴

崎
さ
ん
は
苦
笑
し
な
が
ら
言
っ
た
。

　
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
横
に
建
て
ら
れ
て
い
る

大
き
な
車
庫
と
小
さ
な
詰つ

め
し
ょ所
。
こ
こ
が
、
柴
崎

さ
ん
の
冬
仕
事
の
拠
点
と
な
る
。
除
雪
車
は
、

大
き
な
一
枚
刃
が
「
ワ
ン
ウ
ェ
イ
」、
刃
を
折

り
た
た
ん
で
収
納
で
き
る
の
が
「
三
つ
折
り
」

と
呼
ば
れ
る
。
三
つ
折
り
を
車
庫
か
ら
出
し
て

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
折
り
た
た
ん
で
い
た
刃

を
開
く
と
、
車
体
の
幅
よ
り
も
ず
っ
と
広
く
な

る
。
高
速
道
路
を
走
ら
せ
る
と
、
一
車
線
の
道

幅
い
っ
ぱ
い
に
な
る
長
さ
だ
。「
じ
っ
さ
い
に

乗
せ
て
あ
げ
た
ら
」
と
作
業
員
の
1
人
が
声
を

か
け
て
く
だ
さ
り
、
助
手
席
に
乗
せ
て
い
た
だ

い
た
。
ド
ア
の
近
く
に
設
け
ら
れ
た
足
場
を
踏

み
台
に
し
て
、
助
手
席
へ
と
よ
じ
登
る
。
大
き

さ
に
よ
っ
て
は
ハ
シ
ゴ
で
登
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
も
あ
る
の
だ
と
か
。
運
転
席
か
ら
見

「三つ折り」の刃を広げたところ

大澤かおり（社会学科３年）＝文・写真

私は帰省するときに東富士五湖道路をたびたび
利用している。チェーン規制の字を見るたびに、
早く何とかしてほしいと思っていたけれど、誰
がどうやってあの雪を片付けているのだろう。
私の知らない仕事の裏側をのぞいてみた。雪かき

の高速道路

FIELD.NOTE 10



た
風
景
は
、
私
が
い
つ
も
見
て
い
る
も
の
と
は

全
然
違
う
。
高
い
位
置
か
ら
遠
く
ま
で
見
渡
せ

る
け
れ
ど
、
足
元
の
よ
う
す
は
ま
っ
た
く
分
か

ら
な
い
。
こ
の
視
界
で
道
幅
い
っ
ぱ
い
の
刃
を

操
り
な
が
ら
動
か
す
の
だ
か
ら
、
よ
り
慎
重
な

運
転
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
詰
所
で
は
昨
日
の
晩
か
ら
働
き
詰
め
だ
っ
た

人
た
ち
が
、
テ
レ
ビ
を
見
た
り
仮
眠
を
と
っ
た

り
思
い
お
も
い
の
形
で
休
息
を
と
っ
て
い
た
。

仕
事
自
体
は
一
段
落
し
た
よ
う
な
の
だ
が
、
大

雪
警
報
が
解
除
さ
れ
な
い
と
解
散
は
で
き
な
い

ら
し
い
。
午
後
5
時
半
こ
ろ
に
大
月
の
事
務
所

か
ら
、警
報
が
解
除
さ
れ
た
と
連
絡
が
入
っ
た
。

私
た
ち
は
こ
の
日
の
当
番
の
人
た
ち
と
入
れ
替

わ
る
よ
う
に
、
河
口
湖
を
後
に
し
た
。

　
柴
崎
さ
ん
は
こ
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
て
5

年
目
。
こ
こ
の
職
場
で
は
、
も
う
10
年
以
上
続

け
て
い
る
人
も
い
る
の
だ
と
か
。
大
型
自
動

車
免
許
を
取
得
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

20
代
の
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。「
も
っ
と
若

い
人
が
入
っ
て
き
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
だ
け

ど
ね
」。

　
　
　
　
　
＊　
　
　
＊　
　
　
＊　
　
　

　
私
の
出
身
で
あ
る
静
岡
県
で
は
雪
は
め
っ
た

に
降
ら
な
い
。
た
と
え
降
っ
て
も
積
も
ら
ず
に

す
ぐ
に
解
け
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
私
に
と
っ

て
の
雪
は
楽
し
い
も
の
、素
敵
な
も
の
だ
っ
た
。

雪
が
降
っ
て
く
れ
ば
お
お
っ
と
歓
声
を
上
げ
た

し
、
珍
し
く
積
も
れ
ば
家
族
や
友
達
と
一
緒
に

な
っ
て
は
し
ゃ
い
だ
。
都
留
に
来
て
雪
国
の
冬

を
経
験
し
て
、
初
め
て
雪
が
楽
し
い
ば
か
り
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
。
厚
く
積

も
っ
た
雪
は
、道
を
塞
い
で
人
の
生
活
を
妨
げ
、

時
に
は
命
の
危
険
も
あ
る
。
雪
か
き
が
仕
事
と

し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
人
の
生

活
の
た
め
に
必
要
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　
機
械
の
発
達
に
よ
っ
て
、
雪
か
き
を
大
規
模

に
お
こ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
雪

と
ど
う
付
き
合
っ
て
い
く
か
は
、
昔
も
今
も
難

し
い
問
題
だ
。
楽
し
い
だ
け
で
は
な
い
と
知
っ

た
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
私
は
雪
を
見

る
と
心
躍
ら
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
人
の
邪

魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
た
だ
よ
け
る
だ
け
で

は
な
く
て
、
も
っ
と
雪
と
共
生
し
て
い
け
る
よ

う
な
方
法
を
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分

が
知
ら
な
か
っ
た
仕
事
か
ら
、
新
し
い
思
考
の

広
が
り
が
生
ま
れ
て
き
た
。

右：「三つ折り」を運転する柴崎さん／左：雪かきをした後に路

面が凍結するのを防ぐためにまく、塩の袋。1袋 1000㎏の塩が入っ

ている。倉庫は２階建てになっており、袋をクレーンで釣り上げ、

除雪車に塩を積み込む

11 特集：冬仕事



　

道
祖
神
は
辻
に
立
て
ら
れ
、
悪
い
も
の

が
入
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
。
旅
の
安
全
を

守
る
神
、
五
穀
豊
穣
の
神
で
あ
り
、「
村
の

守
り
神
」
だ
。
小
正
月
の
道
祖
神
祭
り
で

は
、
そ
の
依
り
代
と
し
て
大
き
な
「
飾
り
」

（
梵ぼ
ん
て
ん
ざ
お

天
竿
、
ご
神
木
な
ど
と
い
う
）
を
立
て
る
。

一
年
の
健
康
や
豊
作
、
子
孫
繁
栄
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
願
い
が
込
め
ら
れ
る
。

　

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
を
立
て
る
の

か
。「
飾
り
」
を
見
つ
け
る
と
、
一
体
こ
れ
は

何
な
の
か
と
い
う
驚
き
と
、
よ
く
分
か
ら
な
い

も
の
へ
の
畏
敬
の
念
が
湧
く
と
と
も
に
、
そ
れ

を
立
て
る
人
々
の
思
い
が
知
り
た
く
な
る
。
何

か
は
っ
き
り
と
し
た
御
利
益
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
だ
け
大
掛
か
り
な
も
の
を

つ
く
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け

に
、
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
た
思
い
に
強
く
惹
き
付

け
ら
れ
る
。

　

か
た
ち
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
解
く
こ
と

は
、
そ
の
思
い
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考

え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
じ
っ
さ
い
に
調
べ
て
み

る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
な
ぜ
そ
れ

を
す
る
の
か
が
分
か
っ
た
と
は
い
え
な
か
っ

た
。そ
こ
に
は
意
味
づ
け
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
、

人
が
寄
せ
る
か
た
ち
の
な
い
思
い
が
あ
る
。
ひ

あ
る
と
き
ふ
と
目
に
入
る
、
街
角
に
現
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
し
る
し
。
何
か
の
儀
式
な
の
だ
ろ
う

け
れ
ど
、
そ
の
色
や
形
以
外
は
何
も
わ
か
ら
な

い
。
異
世
界
と
の
接
点
、
目
に
見
え
な
い
も
の

へ
の
信
号
。
そ
ん
な
ふ
う
に
見
え
て
い
た
も
の

が
、
そ
の
素
性
を
知
る
こ
と
で
ま
た
違
っ
た
も

の
に
見
え
て
く
る
。
小
正
月
の
前
後
、
あ
ち
こ

ち
に
現
れ
る
「
飾
り
」
に
つ
い
て
知
り
た
く
て
、

探
し
に
行
っ
た
。

縄を張ってつくられた 5重のひし形は、神
様のたくさんの「目」を表しているという。

小
正
月
の
「
飾
り
」

香
西
恵
（
社
会
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真

十日市場

三角形の飾り「ヒイチ」：火打ち袋のこと。
火除けの意味がある。山に行くときは山の
神さまが怒るので、マッチではなく火打ち袋を持
っていった。藍染の布でつくった小さな三角形の
袋。なかに火

ほ く ち

口（もぐさと火薬をまぜたもの）と
火打石（石英）を入れ、袋の端に取り付けられた
ひもでくるくる巻き火打ちがねをはさんでとめた。
藍には、マムシを寄せ付けないことから魔除けの
意味がある。／バケツやかご：本来はなく、最近
取り付けるようになったものだそうだ。「よいも
のがたくさん入るように」という意味が付け
られているようだ。

４

２

５

１

【
図
中
の
番
号
は
解
説
と
対
応
】

十日市場　1月 9日撮影　ガソリンスタンド前と
小篠神社の広場の 2ヶ所

２
１
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小野　1月 15日撮影（西教生）　
小俣製材所をすぎて都留文科大学附属小学校ま
での川沿い右岸にひとつ立っていた。子どもの
習字が吊るされる

宮
みやばら

原　1月 17日撮影　田んぼ脇

と
つ
の
答
え
が
見
つ
か
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う

だ
っ
た
。

　
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
突
き
詰
め
る
こ
と
は
あ

ま
り
重
要
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
飾

り
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
、
あ
と
か
ら
付
け

加
え
ら
れ
た
り
、
立
て
る
人
に
よ
っ
て
違
う
解

釈
が
な
さ
れ
た
り
し
て
い
た
。
中
身
が
変
わ
り

な
が
ら
も
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
す
が
お
も
し

ろ
い
。続
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
大
事
な
の
だ
。

　

目
に
見
え
な
い
不
確
か
で
あ
い
ま
い
な
も

の
。
け
れ
ど
、
確
か
に
あ
る
も
の
。「
飾
り
」

と
し
て
姿
を
与
え
、
目
に
見
え
る
も
の
に
現
す

こ
と
で
、
そ
う
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
そ
こ
に

込
め
ら
れ
て
い
た
中
身
は
失
わ
れ
た
り
変
わ
っ

た
り
し
た
と
し
て
も
、
何
か
、
そ
こ
に
込
め
ら

れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、

「
飾
り
」
を
立
て
る
た
び
、
見
る
た
び
に
気
が

付
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
い
ま

い
だ
か
ら
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
思
い
を
重
ね

ら
れ
、
そ
の
存
在
が
残
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　　
「
目
に
見
え
な
い
」
も
の
が
気
に
な
っ
て
、

そ
の
正
体
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
違

う
関
係
の
持
ち
か
た
も
あ
り
そ
う
だ
。
そ
の
方

法
を
も
う
少
し
探
っ
て
み
た
く
な
っ
た
。

＊「飾り」の意味は都留市郷土研究会の安
やすとみかずお

富一夫さん（84）にうかがいました。ありがとうございました

宮原

道祖神に取り付けられた五色の紙
し で

垂
は、五行を表し、一年を表す（青：春、
赤：夏、黄：土用、白：秋、黒（紫か緑）：
冬）。各側面に 3箇所ずつ、計 12 箇
所とりつける。（うるう年は正面に 4
箇所で、計 13箇所）柱に使う木はおもにスギやヒノキ。

スギ：まっすぐ、素性がいい／ヒ
ノキ：「火の木」。昔は火をおこすのに使
われたことから。火除けの祈りが込めら
れる。

梵天竿先端の竹 12 本の飾り（オ
ヤナギサン）のとりつけかた（放
射状）には、四方八方から魔を防

ぐという意味が込められている。12 と
いう数は 12 ヶ月を表し、「一年中」の
意味がある。うるう年には 13 本取り付
ける。
四方にむけて素縄を張り端は杭
で止めて、梵天竿が倒れないよ
うにした。4本の縄は四方（東西南北）
を表し、すべての方角から悪いものを寄
せ付けないという意味がある。

３
１

５

４

３

４

５
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ま
ゆ
だ
ん
ご
は
お
蚕
の
繭
を
模
し
た
紅
白
の
団
子
を
木

の
枝
に
さ
し
た
も
の
だ
。
小
正
月
の
前
に
各
家
庭
で
つ

く
り
、
一
年
の
豊
作
や
健
康
を
願
い
神
様
に
お
供
え
す
る
。
小

正
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
ど
ん
ど
焼
き
で
、
こ
れ
を
焼
い
て
食
べ

る
。
団
子
を
さ
す
の
に
使
う
木
は
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
と
決
ま
っ
て
い

る
。
な
に
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
飾
り
」
の
意
味
を

う
か
が
っ
た
（
前
頁
参
照
）
安
富
一
夫
さ
ん
に
よ
る
と
、
ヤ
マ

ボ
ウ
シ
は
「
ダ
ン
ゴ
バ
ラ
ノ
キ
」
と
呼
ば
れ
る
。
花
に
大
き
な

白
い
ガ
ク
が
４
枚
十
字
に
つ
く
よ
う
す
か
ら
別
名
「
四し

し
ょ
う
か

照
花
」

と
も
い
い
、
四
方
を
照
ら
し
て
、
悪
い
も
の
を
寄
せ
付
け
な
い

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
そ
う
だ
。
今
は
ま
ゆ
だ
ん
ご
を
つ
く

る
人
も
減
り
形
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
が
、
昔
は
も
っ
と
大
き

く
こ
し
ら
え
た
と
い
う
。
中
心
に
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
の
枝
を
置
き
、

両
脇
に
カ
キ
と
ク
リ
の
枝
を
添
え
、
フ
ジ

の
つ
る
で
縛
る
。
こ
れ
は「
フ
ジ（
富
士
）

の
山
ほ
ど
カ
キ（
掻
き
）取
っ
て
ク
リ（
繰

り
）
ま
わ
し
が
よ
い
よ
う
に
」
と
い
う
意

味
ら
し
い
。
以
前
聞
い
た
も
の
と
は
少
し

違
う
（
71
号
参
照
）。
お
話
を
聞
く
た
び

に
関
心
は
尽
き
な
い
。（
香
西
恵
）

渡邊さとゑさんのまゆだんごづくり
（2011.1.12）／右下：十日市場の水
路で見つけた、水神様にお供えされ
たまゆだんご（2011.1.14）

ま
ゆ
だ
ん
ご

特集：冬仕事

風景に見つけた冬仕事
外を歩いていて見つけたこの季節ならではの風景。

そこに込められた意味や役割をたどっていくと、変

わっていく「冬仕事」の姿が見えてきました。

東
桂
か
ら
十
日
市
場
へ
と
下
り
て
い
く
坂
の

途
中
に
、
渡わ

た
な
べ邊
宗む

ね
お男
さ
ん(

81)

の
田
ん

ぼ
が
あ
る
。
そ
こ
で
秋
か
ら
冬
の
あ
い
だ
、
ぽ
こ

ぽ
こ
と
生
え
て
き
た
か
の
よ
う
に
重
ね
た
藁
が
現

れ
る
。
藁わ

ら
に
お堆

と
い
う
ら
し
い
。
束
ね
た
藁
を
斜
め

に
積
み
重
ね
る
こ
と
で
雨
や
雪
を
流
し
て
、
藁
を

乾
い
た
状
態
で
保
管
で
き
る
。
遠
く
か
ら
見
た
と

き
は
ま
た
げ
る
く
ら
い
の
大
き
さ
だ
と
思
っ
て
い

た
け
れ
ど
、
近
づ
い
て
み
る
と
首
ま
で
届
く
ほ
ど

の
高
さ
が
あ
り
、
意
外
と
大
き
い
。
重
ね
た
藁
の

束
の
う
え
に
は
藁
を
編
ん
で
作
っ
た
笠
が
乗
っ
て

い
る
。
俵
を
つ
く
る
と
き
に
使
う
「
俵
編
み
」
と

い
う
編
み
か
た
だ
そ
う
（
左
写
真
）。
こ
う
し
て

冬
を
越
す
藁
は
堆
肥
、
草ぞ

う
り鞋

作
り
、
苗
床
の
覆
い

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
わ
れ
る
。
藁
は
秋
冬

の
馬
の
餌
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
戦
前

は
馬
を
飼
っ
て
い
る
人
の
畑
で
よ
く
見
ら
れ
た
。
昔
の
写
真
を

見
て
み
る
と
、
形
も
大
き
さ
も
ま
っ
た
く
違
う
藁
堆
が
写
っ
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
の
藁
堆
の
姿
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
見

届
け
て
い
き
た
い
。（
大
澤
か
お
り
）

右：戦前のものらしい藁堆。右手の
人物と比べるとかなり大きい（『奥隆
行写真コレクション』より）／左：
渡邊さんの田んぼにある藁堆を見せ
ていただいた（2012.2.10）

藁
堆
（
わ
ら
に
お
）

FIELD.NOTE 14
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特集：冬仕事15

特集を終えて

事

冬にしかできないこと。冬にやりたいこと。

私たちはこれを「冬仕事」と名づけ、じっさいに人に会い、

近くに行ってよく見て、それから自分たちでやってみました。

なぜ冬にやるのか。ただの風物詩ではなく、仕事であるのは、

それを冬にやらなければならない理由があるからです。

見ているだけでは「風景」に過ぎないけれど、近づいてみると

「仕事」として見えてきます。

冬仕事は「次のため」の仕事です。

生活をつづけるために雪をかく。

これからの一年の無事を願ってお祭りをする。

とったものを別のかたちで使うために、少し手を加えておく。

どれもが、これから先に思いを寄せてすること。

冬仕事とは、秋がおわって春が来るまでの、あいだにすること。

「仕事」をとおして、めぐる季節のなかでの「冬」が見えてきました。

そして「冬仕事」をとおして、都留という地域が見えてきました。

同じ「冬」でも、地域によって仕事はさまざま。

私たちは「冬仕事」を探るなかで、どれもが都留ならでは
4 4 4 4

であることに

あらためて気づきました。

仕事から冬を見る。「冬仕事」から地域を見る。

私たちが眺めている景色のなかには、まだまだ「冬仕事」がありそうです。



だ
け
ど
ね
、
や
っ
ぱ
り
人
間
の
付
き
合
い
っ
て

い
う
の
は
ね
、
と
こ
と
ん
ね
。
今
と
こ
と

ん
し
て
な
い
じ
ゃ
な
い
の
。
子
ど
も
の
時
か
ら
喧
嘩

も
し
な
い
で
し
ょ
。
や
っ
ぱ
り
ね
、
と
こ
と
ん
し
て

欲
し
い
ね
。

　
だ
か
ら
あ
た
し
学
級
の
な
か
で
ね
…
…
。
Ｎ
ち
ゃ

ん
っ
て
い
う
男
の
子
が
ね
、
お
腹 

痛
く
な
っ
て
保

健
室 

行
っ
た
の
、
そ
れ
で
休
み
時
間
に
わ
た
し
が

見
に
行
っ
た
の
。
そ
し
た
ら
一
緒
に
い
た
子
が
ね

「
先
生
Ｎ
ち
ゃ
ん
ね
、
洋
服
の
下
に
な
ん
に
も
シ
ャ

ツ
着
て
な
い
よ
」
っ
て
こ
う
言
っ
た
の
。「
Ｎ
ち
ゃ

ん
、
な
ん
で
シ
ャ
ツ
着
て
な
い
の
、
こ
ん
な
寒
い

の
に
」
っ
て
言
っ
た
ら
、「
お
母
さ
ん
が
ど
っ
か
行
っ

ち
ゃ
っ
た
」っ
て
言
う
の
。着
る
も
の
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
ん
で
し
ょ
。
そ
れ
で
ね
、
そ
こ
の
家
に
放
課

後
「
ご
め
ん
く
だ
さ
い｣

っ
て
行
っ
た
ら
お
父
さ
ん

が
出
て
ね
、
そ
れ
で
お
父
さ
ん
に
、｢

お
母
さ
ん
ど

う
し
た
ん
で
す
か｣

っ
て
言
っ
た
ら
、｢

ど
こ
行
っ

た
か
わ
か
ら
な
い｣

っ
て
言
う
の
。
だ
か
ら
怒
っ

た
よ
、お
父
さ
ん
に
。「
お
父
さ
ん
ね
、今
日
Ｎ
ち
ゃ

ん
が
お
腹
が
痛
い
っ
て
言
っ
た
け
ど
ね
、
下
に
な
ん

に
も
着
て
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
の
子
ど
も
を
育
て
る

に
は
お
母
さ
ん
が
ど
こ
行
っ
た
、
じ
ゃ
育
ち
ま
せ
ん

よ
。
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
っ
た
の
。

と
こ
と
ん
関
わ
る

　

そ
の
次
の
日
は
保
存
食 

持
っ
て
行
っ
た
の
。
そ

し
た
ら
ね
、
家
の
な
か
に
い
っ
ぱ
い
人
が
い
る
の
。

｢

な
ん
で
す
か ｣

っ
て
言
っ
た
ら｢

こ
こ
の
お
じ
い

ち
ゃ
ん
が
危
篤
だ｣

っ
て
言
う
の
。
そ
こ
の
家
で

一
番
大
き
い
お
姉
ち
ゃ
ん
呼
ん
で｢
お
母
さ
ん
ど

こ｣

っ
て
言
っ
た
ら｢

横
須
賀
の
妹
の
と
こ
行
っ

て
る
」
っ
て
。
お
母
さ
ん
に
電
話
し
て
、「
お
じ
い

ち
ゃ
ん
危
篤
だ
っ
て
よ
。
あ
ん
た
今
日
帰
っ
て
こ

な
き
ゃ
ね
、
あ
ん
た
一
生
こ
の
家
へ
戻
れ
な
い
よ
、

帰
っ
て
き
な
よ
」
っ
て
。
そ
し
た
ら
「
わ
た
し
は
家

を
出
て
か
ら
一
人
で
食
べ
て
か
な
き
ゃ
な
ん
な
い
か

ら
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
み
た
い
な
役
を
し
て
金
曜
日
ま
で

そ
こ
の
家
の
お
年
寄
り
み
な
き
ゃ
な
ん
な
い
か
ら
帰

れ
な
い
」
っ
て
言
っ
た
か
ら
、「
あ
ん
た
、
じ
ゃ
あ

覚
悟
し
な
よ
、
も
し
亡
く
な
っ
た
ら
あ
ん
た
戻
れ
な

い
よ
」
っ
て
言
っ
た
の
。
そ
れ
で
お
母
さ
ん
は
戻
っ

て
来
な
か
っ
た
の
、
た
し
か
。
だ
け
ど
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
峠
を
越
え
て
助
か
っ
た
の
。

　
次
の
日
、
学
級
だ
よ
り
に
Ｎ
ち
ゃ
ん
の
家
が
今
こ

う
い
う
状
態
だ
か
ら
着
れ
る
物
が
あ
っ
た
ら
み
ん
な

く
れ
な
い
っ
て
。
子
ど
も
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
、
着
る

物
な
ど
学
校
へ
持
っ
て
来
た
の
よ
。
そ
れ
を
ま
た
届

｢

自
分
の
目
で
見
た
り
、
考
え
た
り
、
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
と
て
も

大
切
で
、そ
こ
に
生
き
て
い
る
　
し
ょ
う
こ
　
み
た
い
な
も
の
だ｣

（̶
̶

『
詩

集 

た
ん
ぽ
ぽ
』
よ
り
）「
遠
藤
先
生｣

が
子
ど
も
た
ち
に
向
け
る
眼
差
し
は
い

つ
も
あ
た
た
か
い
。

都
留
市
で
長
ら
く
教
員
を
し
て
い
た
遠え

ん
ど
う藤
静し

ず

え江
さ
ん(

79) 

の
お
話
を
数

回
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
ま
す
。
今
回
は
遠
藤
先
生
が
子
ど
も
と
親
と
、
と

こ
と
ん
関
わ
っ
た
お
話
で
す
。

　集の最後のページで ｢うれしかったこと｣ として本文中 ｢喜びの輪が広がる｣ の出来事に触れている。本文中の

絵は遠藤先生が詩集や学級通信に描いたものである。右上写真は詩友会 ( 本誌 38-39 頁 ) のようす。左が遠藤先生。

↑

̶
と
こ
と
ん
関
わ
る
教
育̶

撮影・石川あすか

FIELD.NOTE 16
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た
ん
ぽ
ぽ

一
ば
ん
さ
き
に
春
を
つ
げ
る
花

そ
れ
は 

た
ん
ぽ
ぽ

土
に
は
ら
ば
い

さ
む
い
北
風
を

じ
っ
と
た
え
て
き
た
花

た
ん
ぽ
ぽ
が

お
日
さ
ま
の
よ
う
に

か
が
や
い
て
い
る
の
は

そ
の
せ
い
だ

こ
く
ご
で
べ
ん
き
ょ
う
し
た

『
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
』

み
ん
な
の
目
の
中
に
も

た
ん
ぽ
ぽ
が
さ
い
て
い
る

あ
か
る
く

か
し
こ
い
子
に
な
ろ
う

わ
た
げ
に
な
る
日
を

む
ね
に
い
だ
い
て

̶
̶
̶
̶
 

『
詩
集 

た
ん
ぽ
ぽ
』
よ
り
遠
藤
静
江 

作

け
に
行
っ
た
の
。

　
学
級
の
お
母
さ
ん
た
ち
に
は
こ
う
言
っ
た
の
。
Ｎ

ち
ゃ
ん
の
家
み
た
い
な
こ
と
は
大
人
の
社
会
で
は
あ

る
こ
と
よ
ね
。
だ
け
ど
み
な
さ
ん
は
、
影
で
そ
れ
を

囁
く
で
し
ょ
っ
て
。
そ
れ
で
助
け
合
い
に
な
る
？　

な
ら
な
い
で
し
ょ
。
積
極
的
に
そ
う
い
う
こ
と
を
理

解
し
て
、
助
け
合
い
ま
し
ょ
う
、
み
ん
な
で
。
隠
し

て
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
、
隠
し
て
も
ば
れ
る
こ
と
で

し
ょ
、
ね
。
こ
の
学
級
は
、
学
級
集
団
は
、
み
ん
な

で
助
け
合
っ
て
い
か
な
き
ゃ
、
子
ど
も
は
育
た
な
い

よ
っ
て
言
っ
た
の
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ん
て
ね
、
そ

ん
な
ね
、
か
っ
こ
い
い
こ
と
、
よ
そ
う
よ
っ
て
。
何

が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
？　
ね
、そ
う
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。

だ
っ
て
大
人
の
社
会
に
は
あ
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
離

婚
も
あ
る
し
ね
、
喧
嘩
も
あ
る
し
、
ね
。
で
も
、
そ

の
な
か
か
ら
子
ど
も
を
守
る
の
が
あ
た
し
た
ち
の
役

目
で
し
ょ
。
だ
か
ら
や
り
ま
し
ょ
。

喜
び
の
輪
が
広
が
る

　
そ
れ
か
ら
Ｎ
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
も
戻
っ
て
き
た

の
。
そ
し
て
お
母
さ
ん
は
新
聞
配
達
し
た
り
い
ろ
い

ろ
し
て
ね
。

　

あ
た
し
が
ね
、『
山
梨
日
日
新
聞
』
へ
学
級
の
子

ど
も
の
詩
を
投
稿
さ
せ
て
た
の
、
学
級
全
員
の
ね
、

一
年
間
の
う
ち
に
学
級
全
員
が
で
る
よ
う
に
。
そ
れ

が
載
る
と
ね
、
Ｎ
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
は
新
聞
に

載
っ
た
子
の
家
へ
新
聞
を
配
っ
て
歩
く
の
。
そ
こ
の

家
で
と
っ
て
る
場
合
も
と
っ
て
な
い
場
合
も
あ
る

の
、『
読
売
新
聞
』
と
っ
た
り
し
て
る
か
ら
。
そ
れ

で
と
う
と
う
一
年
た
っ
た
と
き
に
ね
、
子
ど
も
の
詩

が
全
部
載
っ
た
。
そ
れ
を
全
部
印
刷
し
て
一
冊
の
詩

集
を
つ
く
っ
た
の
。

　

教
育
っ
て
い
う
も
の
。
あ
た
し
の
考
え
方
は
ね
。

学
校
の
な
か
に
留
め
と
く
も
の
じ
ゃ
な
い
の
ね
。
親

も
、
家
庭
も
、
地
域
も
、
み
ん
な
で
育
て
て
い
く
も

の
だ
と
わ
た
し
思
う
の
。
ほ
ん
と
。
社
会
っ
て
い
う

も
の
自
体
が
そ
う
い
う
も
の
だ
と
ほ
ん
と
は
思
う

の
。
う
ん
。
そ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
ね
、
そ
う
い
う
所
を

通と
お

っ
て
く
れ
ば
お
互
い
が
理
解
で
き
る
と
思
う
の
。

自己紹介：大好きなこと、詩をかい

たり絵をかくこと。もちろん子ども

たちが大好きです。特徴は桃太郎

さんが年とったってかんじの髪型。

その他知りたいことは聞いてくだ

さいね。̶̶『詩集　たんぽぽ』より

上の写真 ( 黄緑色の表紙 ) は 『詩集 たんぽぽ』。昭和 62 年度に禾生第二小学校の二年生が書いた詩をまとめたもの。遠藤先

生がＮちゃんの妹の担任だった年にまとめた詩集である。一人ひとりの詩に遠藤先生が言葉を寄せている。遠藤先生は詩　

↑

遠藤静江さん
（えんどう・しずえ）
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ひろいもの
3．鳥の巣

① 2012.1.16 中屋敷フィールド
で採集　採集者：香西恵

昨年 12 月から今年１月にかけて

３つの鳥の巣に出会った。「ひろ

う」とは「手に取る」とは何なのか。

巣との出会いをとおして考えた。

香西恵（社会学科 3年）＝文・写真

【巣を見て分かったこと】番号は３つの巣と対応
①巣材：枯れた細いツル、ササの葉、ビニール／大きさ：外径 14㎝× 14㎝、内径 8㎝× 8㎝、深さ 4㎝／②巣材：
裂いた樹皮、ビニール、枯れた細いツル、ササの葉／大きさ：外径 13㎝× 14㎝、内径 9㎝× 8㎝、深さ 4.5
㎝／③巣材：枯れた細いツル、ササの葉、落ち葉／大きさ：外径 12㎝× 14㎝、内径 9.5㎝× 9㎝、深さ 4㎝
３つの巣を比べると、巣材の特徴、巣のつくりの粗さの違いが分かった。②はもっとも巣材の組みかたが
細かく、ぎっしりしていた。巣材に樹皮が使われていたのは②のみ。③にはビニールはなく、あとから積もっ
たものかもしれないが、底に枯れた松葉がたくさんあり、広葉樹の枯れ葉もツルのあいだに挟まれていた。 FIELD.NOTE 18



12
月
17
日
、
本
学
卒
業
生
の
西
丸
尭
宏
さ
ん

か
ら
巣
を
も
ら
う
（
写
真
②
）。
尾
崎
山

で
「
木
を
ゆ
す
っ
た
ら
落
ち
て
き
た
」。
巣
材
を
み

た
り
、
巣
の
つ
く
り
を
調
べ
た
り
し
て
、
標
本
に
し

て
も
い
い
し
、
飾
っ
て
も
い
い
と
の
こ
と
。
そ
ん
な

ふ
う
に
簡
単
に
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
・
手
に

入
る
も
の
な
の
か
？　
疑
問
を
抱
く
い
っ
ぽ
う
、
巣

を
も
ら
っ
た
の
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
今
ま
で

巣
に
漠
然
と
し
た
興
味
は
あ
っ
て
も
、
た
だ
見
つ
け

る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
先̶

̶

そ
れ
を
採

る
と
か
、調
べ
る
と
か
は
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

自
分
も
見
つ
け
て
み
た
い
。
自
分
で
手
に
入
れ
て
み

た
く
な
る
。

　
12
月
19
日
朝
７
時
半
、
う
ぐ
い
す
ホ
ー
ル
横
か
ら

入
り
楽
山
公
園
に
下
り
る
ル
ー
ト
で
山
を
歩
く
。
簡

単
に
見
つ
け
ら
れ
る
と
は
期
待
し
て
い
な
か
っ
た

が
、
山
を
下
り
て
い
る
と
き
に
、
一
緒
に
行
っ
た
砂

田
真
宏
さ
ん
が
巣
を
見
つ
け
た
（
写
真
③
）。
ち
ょ

う
ど
そ
れ
は
私
が
別
の
も
の
を
指
差
し
た
、

す
ぐ
そ
ば
に
あ
っ
た
。
私
に
も
そ
の
巣

は
視
界
に
入
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、

な
ぜ
気
が
つ
い
た
の
は
別
の
も
の
だ
っ

た
の
か
。
一
人
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
い

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
。

　
１
月
16
日
午
後
２
時
半
。
十
日
市
場
の
散
歩
の
帰

り
、
麦
の
よ
う
す
を
見
に
行
っ
た
中
屋
敷
で
た
ま
た

ま
巣
を
見
つ
け
る
（
写
真
①
）。
葉
の
落
ち
た
広
葉

樹
の
、
３
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
の
枝
先
に
ひ
っ
か
か
っ
て

い
た
。
ゆ
す
っ
た
ら
落
ち
て
き
た
！　
思
い
も
よ
ら

な
い
収
穫
に
お
ど
ろ
く
。

　　
こ
れ
ま
で
わ
た
し
に
と
っ
て
の
ひ
ろ
い
も
の
、
と

い
う
と
た
ま
た
ま
出
会
う
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
で

（「
ひ
ろ
い
も
の
」
と
い
う
言
葉
も
そ
う
し
た
出
会
い

を
指
し
て
使
っ
て
い
る
）、
意
識
し
て
何
か
を
見
つ

け
た
い
と
か
、
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
歩
い
た
り
探

し
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
予
期
せ
ぬ
出
会
い
も
と
び
き
り
う
れ
し
い
も
の
だ

け
れ
ど
、
見
つ
け
よ
う
と
し
て
見
つ
か
る
と
い
う
こ

と
に
は
別
の
喜
び
が
あ
る
。
そ
の
出
会
い
か
た
に
よ

っ
て
、
見
え
て
く
る
も
の
、
関
心
の
広
が
り
か
た
は

違
っ
て
く
る
。

　
人
か
ら
も
ら
う
、と
い
う
出
会
い
か
た
も
特
別
だ
。

自
分
に
は
な
い
、
も
の
の
み
か
た
を
知
る
。
自
分
だ

け
で
は
目
に
入
ら
な
い
も
の
ご
と
に
出
会
わ
せ
て
く

れ
る
。
今
ま
で
も
き
っ
と
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
。

　
よ
く
人
と
並
ん
で
歩
く
と
、
見
え
て
い
る
も
の
が

違
う
こ
と
に
気
が
付
く
。
同
じ
道
を
歩
い
て
、
同
じ

も
の
が
目
に
は
い
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
目
に
見
え

て
い
る
も
の
の
な
か
か
ら
何
に
気
が
つ
く
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
つ
く
づ
く

違
う
の
だ
。

　

ひ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。

た
だ
見
つ
け
て
通
り
過

ぎ
る
の
で
は
な
い
、
手

に
取
る
と
い
う
行
為
は
、

そ
の
も
の
に
関
わ
ろ
う

と
一
歩
踏
み
出
す
こ
と

だ
。
鳥
の
巣
を
採
る
、
と

い
う
行
為
は
さ
ら
に
も

う
一
歩
意
識
的
に
、
そ

の
も
の
に
近
づ
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
鳥
の
巣

は
た
だ
落
ち
て
い
る
も
の
を
ひ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
か
ら
だ
。
な
ぜ
採
り
た
い
の
か
、
本

当
に
採
り
た
い
の
か
、
自
分
に
目
を
向
け
る
こ
と
に

な
る
。

　
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
自
分
に
「
見
え
て

い
る
も
の
」
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
。
何
が
見
え

て
何
が
見
え
て
い
な
い
の
か
。そ
し
て
見
た
い
の
か
。

自
分
の
「
目
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
分
か
っ
て

い
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。

② 2011.12.17 尾崎山で採集
採集者：西丸尭宏
営巣環境：コナラなどの広葉樹林
５ｍほどの高さの枝先

③ 2011.12.24 尾崎山で採集（撮影日：
12.19）採集者：砂田真宏　ツルが絡まっ
ており、高枝切りバサミで枝ごと採集19



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。今回は都留市内の生きものの情報と、
“まちの記憶コレクション ”にくわわった「山本書店」をご紹介します。

第 16回

越冬中のテントウムシ
2012年2月8日　都留文科大学  自然科学棟非常階段踊り場
　自然科学棟の非常階段で越冬しているテントウムシを見つけ
ました。風が当たらない壁の隅っこに、数頭から数十頭が固まっ
ていました。壁の上のほうよりも下のほうに多くいました。子
どもの頃、石の裏に虫がたくさんいたのを見たことを思い出し、
踊り場にあったブロックをどかすと、その裏から百頭近く見つか
りました。大学内では自然科学棟のほかに、本部棟と2号館、
3号館にもテントウムシが越冬に来ていました。
　　　　　　　　　（地域交流研究センター職員　今泉圭一朗）

クマタカ
2012年1月26日　都留市十日市場
　都留市十日市場の桂川の近くで、2羽のハシブトガラス
に追われているクマタカを見つけました。このクマタカは
地上から約20mの高さを飛び、右岸のスギ林のなかに入っ
て姿が見えなくなりました。都留市内ではまれにクマタカ
が高空を旋回していることはありますが、それは山の上に
限られます。地上付近には出現しませんし、人家や国道、
線路が近くにあるようなところには出てきません。今回、
市街地でクマタカが見られたのは、23日の降雪によって
山では食物が捕りにくくなっていたからかもしれません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西 教生）飛翔中のクマタカ（撮影・北垣憲仁）

左のブロックをどかすと、テントウムシが越冬していた

アズマモグラの死体
2012年1月18日　都留文科大学1号館裏
　本学1号館裏でアズマモグラが死んでいるのを見つけまし
た。体には1.5cmほどの古い傷がありましたが、死因との関
連は分かりません。死体というと少し敬遠されるかもしれませ
ん。しかし、死体を見つけたからこそできることがあります。
今回、このアズマモグラを仮剥製にしました。仮剥製を作る過
程では、アズマモグラの体のつくりをじっくりと観察すること
ができました。ただ、野生動物は病気や寄生虫をもっているこ
とがあるそうなので注意が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　（初等教育学科３年　砂田真宏）

FIELD.NOTE 20



キクガシラコウモリ　2011 年 12 月 28 日

手彫りの洞窟のなかにカメラを設置しています。冬場も動

いていることがわかりますね。

ノウサギ　2011 年 12 月 15 日

都留市内のノウサギは、夏も冬も同じような色をしていま

す。雪の多い地方のように、白くはなりません。

ハクビシン　2011 年 12 月 27 日

ハクビシンは夏場にはよく写るのですが、冬に確認され

るのは珍しいことです。

コジュケイ　2011 年 12 月 25 日

水場の近くで、2羽撮影されました。コジュケイは中国か

ら人為的に持ち込まれた鳥です。

アカネズミ　2011 年 12 月 28 日

このアカネズミは、右のキクガシラコウモリが飛んでいた

洞窟内で写りました。

＊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 12
月に撮影された動物たちです。

キツネ　2011 年 12 月 19 日

この写真は、午前 8時に撮影されたものです。明るい時間

帯も活動しているようです。
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そ
こ
だ
け
周
囲
の
風
景
か
ら
浮
き
立
つ
よ
う

な
店
構
え
。
都
留
市
高
尾
町
通
り
（
都
留

市
中
央
１
丁
目
３

-

19
）、「
山
本
書
店
」【
写
真
１
、

２
】。
と
く
に
昭
和
時
代
の
都
留
大
生
に
と
っ
て
は

な
つ
か
し
い
名
前
だ
ろ
う
。

　
山
本
書
店
は
、
昭
和
20
年
代
中
頃
、
戦
地
か
ら
復

員
し
た
故
山や

ま
も
と本

國く
に
お雄

さ
ん
が
開
い
た
書
店
で
あ
る
。

　

首
都
圏
へ
の
交
通
事
情
や
物
流
が
今
の
よ
う
に

整
っ
て
お
ら
ず
、
ネ
ッ
ト
通
販
で
本
を
購
入
す
る
な

ど
考
え
も
し
な
か
っ
た
時
代
、
学
生
が
研
究
に
必
要

と
す
る
専
門
書
は
、
急
ぎ
な
ら
ば
自
分
で
東
京
に
買

い
に
行
き
、
あ
る
い
は
時
間
が
か
か
っ
て
も
市
内

の
書
店
経
由
で
取
り
寄
せ
て
も
ら
う
し
か
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
時
代
に
山
本
書
店
は
心
強
い
味
方
だ
っ

た
。
山
本
さ
ん
は
週
に
数
回
、
注
文
が
あ
れ
ば
一
日

お
き
に
列
車
で
東
京
神
田
の
出
版
取
次
ま
で
直
接
出

向
き
、
顧
客
か
ら
依
頼
さ
れ
た
書
籍
を
買
い
付
け
て

き
た
。
き
ょ
う
注
文
す
れ
ば
早
い
と
き
に
は
翌
日
の

夕
方
に
は
ほ
し
い
本
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
商
習
慣
は
長
男
の
史ふ

み
お雄
さ
ん
（
45
歳
）
が
家
業

を
継
い
だ
後
も
続
け
ら
れ
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
都
留

大
生
が
山
本
書
店
の
お
世
話
に
な
り
卒
業
論
文
を
書

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
山
本
書
店
は
数
年
前
に
閉

店
し
、
昨
年
暮
れ
に
は
ご
家
族
も
都
留
を
離
れ
て
し

ま
っ
た
が
、今
も
ま
ち
の
人
び
と
の
記
憶
に
残
る「
本

屋
さ
ん
」
で
あ
る
。

　
２
０
１
１
年
12
月
、
私
は
偶
然
市
内
で
山
本
史
雄

さ
ん
に
出
会
っ
た
。
職
業
柄
、
山
本
さ
ん
に
は
二
代

に
渡
り
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
何
年
か
ぶ

り
の
再
会
で
あ
っ
た
が
、
聞
け
ば
引
越
し
を
す
る
と

い
う
。
そ
の
と
き
私
の
頭
に
は
以
前
、
都
留
大
の
T

教
授
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ら
ぬ
市
内
散
策
を
し

た
と
き
の
こ
と
が
浮
か
ん
だ
。̶

̶

夕
闇
の
高
尾
町

通
り
、
私
た
ち
は
山
本
書
店
の
前
に
立
っ
て
昭
和
レ

ト
ロ
の
な
つ
か
し
い
雰
囲
気
を
残
す
店
構
え
を
鑑
賞

し
て
い
た
が
、
教
授
は
突
然
、
す
で
に
商
売
を
畳
ん

で
戸
締
め
を
し
て
い
た
ド
ア
を
こ
じ
開
け
る
よ
う
に 

「
侵
入
」。
私
は
慌
て
て
す
で
に
使
わ
れ
て
い
な
い
帳

場
の
奥
に
い
ら
し
た
山
本
さ
ん
に
言
い
訳
を
し
、
中

を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
時
が
止
ま
っ
た
よ
う

な
店
内
【
写
真
３
〜
６
】
に
教
授
は
興
味
津
々
、「
お

も
し
ろ
い
、
お
も
し
ろ
い
。
今
時
こ
う
い
う
本
屋
は

貴
重
だ
よ
、
貴
重
だ
！
」
を
連
発
、
分
け
て
も
店
内

に
残
っ
て
い
た
『
岩
波
文
庫
』
の
看
板
【
写
真
５
】

が
気
に
入
っ
た
よ
う
で
、
私
が
制
し
な
け
れ
ば
い
た

だ
い
て
持
ち
帰
り
研
究
室
に
飾
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

（
教
授
に
は
ま
ち
な
か
で
集
め
た
飲
み
物
の
空
瓶
を

研
究
室
に
飾
る
癖
が
あ
る
。）̶

̶
̶

こ
の
高
尾
町

谷の町・史の里
都留市高尾町通り　山本書店 ①
　　～都留大生の学びを支える～

山本書店（写真 1）

２
０
１
１
年
暮
れ
、

都
留
文
科
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

〝
ま
ち
の
記
憶
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〞
に

あ
ら
た
な
記
憶
が
加
わ
り
ま
し
た
。
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青
池
恵
津
子
（
都
留
市
下
谷
在
住
）
＝
文

（※ 1）　『町場の近代史』 、松本四郎著、岩田書院、2001
（※ 2）　『地域交流センター通信』No.11、 「図書館のあゆみ展」、2007
（※ 3）　同上　No.13、 「人・町・自然をつなぐ地域交流研究　ブオーノ写真展示」、2008

山本史雄さんと山本書店のもう一つの顔のバイク

（写真 6）

通
り
と
通
り
に
平
行
し
て
走
る
国
道
１
３
９
号
に
沿

う
一
帯
は
、
か
つ
て
「
南
都
留
郡
」
の
郡
役
所
が
置

か
れ
た
「
谷
村
町
」
の
中
心
で
、
い
わ
ゆ
る
「
町

場
」
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
（
※
１
）。
大
正
初

期
に
は
町
内
に
「
床
屋
文
庫
」
と
い
う
本
の
貸
出
シ

ス
テ
ム
を
備
え
た
理
髪
店
が
７
軒
あ
っ
た
と
記
録
に

残
り
、
昭
和
初
期
に
は
町
民
有
志
の
よ
び
か
け
で
現

在
の
市
立
図
書
館
に
連
な
る
『（
私
立
）
谷
村
図
書

館
』
が
つ
く
ら
れ
た
（
※
２
）。
そ
し
て
短
期
大
学
を

経
て
１
９
６
０
年
に
四
年
制
と
な
っ
た
都
留
大
が
昭

和
40
年
代
に
現
在
の
地
に
移
転
す
る
以
前
は
、
高
尾

町
通
り
の
先
、
現
在
の
市
役
所
の
敷
地
内
に
大
学
が

あ
っ
て
、
こ
の
通
り
を
学
生
た
ち
が
行
き
交
っ
て
い

た
。
長
く
都
留
大
生
の
学
び
を
支
え
た
山
本
書
店
の

記
憶
を
何
か
形
で
残
し
た
い
と
思
っ
た
私
は
、
思
わ

ず
「
お
店
の
看
板
を
下
さ
い
！
」
と
口
に
出
し
そ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
屋
号
や
看
板
は
店
に
と
っ
て
大

事
な
も
の
、今
後
も
大
切
に
保
存
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
、

失
礼
に
な
っ
て
は
と
こ
ら
え
た
。
し
ば
し
思
い
出
話

を
し
て
「
そ
れ
で
は
お
元
気
で
」
と
言
っ
て
別
れ
た

が
、
あ
き
ら
め
が
つ
か
な
い
私
は
、
そ
の
夜
の
う
ち

に
山
本
書
店
の
近
所
に
住
み
私
の
良
き
相
談
相
手
で

あ
り
、
ま
た
都
留
大
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

と
も
親
交
の
深
い
市
民
の
方
（
※
３
）
に
昼
間
の
話

を
し
た
と
こ
ろ
、「
本
当
に
必
要
な
本
は
山
本
書
店

で
買
っ
た
。
山
本
さ
ん
で
し
か
手
に
入
い
ら
な
い
本

も
あ
っ
た
」と
山
本
家
の
移
転
を
惜
し
ん
で
く
れ
た
。

「
お
店
の
看
板
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
持
ち

か
け
る
と
、「
ま
ち
の
大
切
な
記
憶
と
し
て
大
学
の

フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
保
存
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
い
で
す
ね
」
と
助
言
し
て
く
れ
た
。
勢
い

づ
い
た
私
は
す
ぐ
山
本
家
に
連
絡
、
外
出
中
の
史
雄

さ
ん
と
連
絡
が
と
れ
た
の
は
翌
々
日
だ
っ
た
が
、
恐

る
恐
る
希
望
を
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、「
ど
う
処
分

し
よ
う
か
と
迷
っ
て
い
た
」
と
ご
快
諾
を
い
た
だ
い

た
。
数
日
後
、
や
は
り
山
本
書
店
に
お
世
話
に
な
っ

た
と
い
う
都
留
大
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

北
垣
憲
仁
先
生
と
共
に
再
訪
し
、
か
つ
て
帳
場
で
上

品
に
接
客
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
代
國
雄
さ
ん
の
奥
様

に
も
お
目
に
か
か
り
、
ご
主
人
の
思
い
出
話
な
ど
を

う
か
が
っ
た
。
そ
し
て
暮
れ
も
間
近
の
12
月
20
日
、

山
本
書
店
の
屋
号
や
看
板
類
、
店
内
の
椅
子
と
T
教

授
の
ほ
し
が
っ
た
（
？
）
岩
波
文
庫
の
看
板
は
、
北

垣
先
生
の
手
で
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
引

き
取
ら
れ
、
撮
影
さ
れ
た
店
の
写
真
と
共
に
保
存
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

北
垣
憲
仁
＝
写
真

写真 2

写真 3

写真 4

写真 5
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木を見上げ、どの木を伐るか考えている吉田さん

南都留森林組合

木を伐る、その現場

インタビュー

﨑田史浩 (社会学科 3年 )＝文・写真

いったい、都留の山はだれにどのように手入れをされ

ているのだろうか。71 号では、南都留森林組合 参事

の小
こばやし

林卓
たく や

也さん (40) から、同組合が 3年前に運営体制

を一新したことや小林さんの林業という仕事にかける

思いについて取材しました。後編となる今回は、「山」

に入り、その仕事と出会ってきました。

後編



メ
キ
メ
キ
と
倒
れ
る
ア
カ
マ
ツ
や
ス
ギ
。
大

野
地
区
の
細
野
山
に
鳴
り
響
く
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
の
音
。
そ
の
音
に
混
じ
り
、
約
30
ｍ
の
木
が
ド

シ
ー
ッ
ン
と
倒
れ
る
重
量
感
あ
る
地
響
き
。
お
、
倒

れ
る
！　
と
、
木
が
斜
め
に
傾
い
た
と
こ
ろ
を
目
撃

し
た
次
の
瞬
間
に
は
、
木
は
地
面
に
横
た
わ
っ
て

い
る
。
こ
の
繰
り
返
し
で
、
細
野
山
で
は
一
日
に

１
０
０
本
ち
か
く
の
木
が
伐き

ら
れ
て
い
る
。

　

2
月
21
日
、
小
林
さ
ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
、

細
野
山
で
の
作
業
の
よ
う
す
を
見
て
回
っ
た
。
山
に

入
る
に
は
作
業
道
を
使
う
。
細
野
山
に
は
多
く
の
作

業
道
が
走
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
軽
ト
ラ
ッ
ク
で

も
通
れ
る
よ
う
仕
上
げ
る
よ
う
だ
。

　
立
木
を
伐
る
、
と
い
う
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す

　
　
　
　
　
　
　
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
た
め
、
山
の
な
か
に
入
っ
て
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
聞
こ
え
る
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
音
に

　
　
　
　
　
　
　
高
揚
し
て
い
た
。
そ
の
現
場
を
訪

　
　
　
　
　
　
　
れ
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
ア
カ
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
が
倒
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
松
く

　
　
　
　
　
　
　
い
虫
の
食
害
を
受
け
た
ア
カ
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
を
、
倒
木
の
危
険
が
な
い
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
伐
っ
て
お
く
。　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

吉よ
し
だ田

皐た
か
し

さ
ん(

67)

は
、
林

業
こ
の
み
ち
30
年
の
ベ
テ
ラ
ン
だ
。
3
年
前
に
南
都

留
森
林
組
合
に
入
り
、
こ
れ
ま
で
培
っ
た
経
験
や
技

術
を
若
手
の
職
員
に
伝
え
て
い
る
。「
危
な
い
か
ら

ち
ょ
っ
と
離
れ
て
見
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ

と
で
、
吉
田
さ
ん
が
木
を
伐
る
地
点
か
ら
5
ｍ
ほ
ど

離
れ
て
、一
本
の
木
を
伐
る
よ
う
す
を
う
か
が
っ
た
。

　
ま
ず
、
吉
田
さ
ん
は
足
も
と
に
あ
る
枝
木
を
伐
り

だ
し
た
。
な
に
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
木
を
伐

る
ま
で
の
動
き
を
見
守
っ
て
い
る
と
、
小
林
さ
ん
か

ら
「
逃
げ
道
」
を
確
保
し
て
い
る
の
だ
と
教
え
て
も

ら
っ
た
。
林
業
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
仕
事
な
の

だ
。自
分
よ
り
も
ぐ
ん
と
高
い
木
を
伐
り
倒
す
さ
い
、

倒
れ
て
く
る
木
が
自
分
に
当
た
れ
ば
命
の
保
障
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
逃
げ
道
を
つ
く
る
こ
と
を
優
先
す

る
。
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
刃
を
木
の
根
元
に
向
け
て
伐

り
は
じ
め
て
か
ら
2
〜
3
分
、木
が
傾
く
と
同
時
に
、

吉
田
さ
ん
も
木
か
ら
サ
ッ
と
身
を
引
き
、
倒
れ
る
の

を
見
守
っ
た
。

　

こ
の
あ
い
だ
も
、
近
く
に
い
る
ほ
か
の
職
員
の

方
々
が
木
を
伐
り
続
け
て
い
た
。
あ
ち
こ
ち
で
メ
キ

メ
キ
と
独
特
の
音
を
発
し
て
倒
れ
て
い
く
木
に
目
が

い
っ
た
。高
い
木
が
あ
っ
と
い
う
ま
に
倒
れ
て
い
く
。

静
寂
な
森
の
な
か
で
一
瞬
一
瞬
の
作
業
が
積
み
重

な
っ
て
い
く
。
ど
れ
も
初
め
て
目
に
し
て
、
耳
に
す

る
光
景
だ
。
こ
れ
ま
で
は
、
本
学
の
講
義
や
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
林
業
に
つ
い
て
「
な
ん
と

な
く
」
は
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
。
だ
か
ら
、

じ
っ
さ
い
の
現
場
を
見
る
と
、
そ
の
迫
力
に
圧
倒
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
木
を
伐
り
、
仕
事
を

こ
な
し
て
い
る
の
か
。
現
場
で
働
く
か
た
の
考
え
や

姿
勢
を
知
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
な
の
だ
。

◇　

　
「
一
日
が
あ
っ
と
い
う
ま
に
終
わ
る
」
と
吉
田
さ

ん
は
言
う
。
職
員
は
、
朝
早
く
に
出
勤
し
、
そ
の
日

の
作
業
現
場
や
仕
事
内
容
を
確
認
し
合
い
、
山
に
向

か
う
。
山
に
入
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
分
か

れ
て
、
日
暮
れ
ま
で
作
業
に
あ
た
る
の
だ
。
現
場
を

熟
知
し
、
基
礎
が
培
わ
れ
て
い
る
と
、
手
ぎ
わ
よ
く

次
々
に
木
を
伐
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
林
業
の
経
験
が
な
い
職
員
も
、
吉
田
さ
ん
の
よ
う

な
熟
練
者
か
ら
技
術
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
腕
を
磨
い
て
い
る
。
林
業
に
大
切
な
の
は
、「
技

を
盗
む
こ
と
、
そ
れ
に
根
性
も
い
る
」。「
俺
も
こ
の

世
界
に
入
っ
た
こ
ろ
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
も
た
せ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
」
と
言
う
吉
田
さ
ん
も
、
先
輩

の
姿
を
見
て
技
を
盗
ん
で
き
た
一
人
だ
。

　
１
０
０
ha
と
口
に
は
簡
単
に
出
せ
る
が
、
い
ざ
山

に
立
ち
入
る
と
、ほ
ん
と
う
に
広
い
。
職
員
は
日
々
、

間伐後の木の根を掘り起こし、作業道を整備
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そ
う
思
う
と
、
今
回
の
経
験
で
私
自
身
が
林
業
に

一
歩
近
づ
い
た
と
い
え
る
。
け
れ
ど
、
木
は
長
い
長

い
時
間
を
か
け
て
大
き
く
な
る
。
間
伐
を
す
る
姿
を

見
知
っ
て
も
、そ
の
一
部
を
垣
間
見
た
に
過
ぎ
な
い
。

苗
木
を
植
え
て
、
木
が
太
く
な
り
、
経
済
的
価
値
が

生
ま
れ
る
ま
で
長
い
年
月
を
要
す
る
。
手
入
れ
を
し

て
木
を
育
て
る
こ
と
40
〜
50
年
、
よ
う
や
く
木
を
出

荷
で
き
る
の
だ
。
人
に
は
途
方
も
な
い
時
間
だ
が
、

世
代
を
超
え
て
守
ら
れ
て
い
く
奥
の
深
い
仕
事
だ
。

　

日
常
生
活
の
な
か
で
山
と
接
す
る
機
会
が
減
り
、

山
と
縁
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
昨さ

っ
こ
ん今
。
林
業
を
通
じ

て
、
私
は
山
に
近
づ
い
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
木
を

伐
る
現
場
に
初
め
て
立
ち
会
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
「
な
ん
と
な
く
」
受
け
止
め
て
い
た
林
業
を
具
体

的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、

山
の
現
状
や
林
業
に
携
わ
る
当
事
者
の
思
い
と
、
現

場
の
作
業
そ
の
も
の
と
が
結
び
つ
い
た
こ
と
で
、
よ

う
や
く
林
業
と
出
会
っ
た
の
だ
と
い
う
実
感
を
も
て

た
。
身
近
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
林
業
を
き
っ
か
け

に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
山
に
向
き
合
う
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
今
よ
う
や
く
立
て
た
よ
う
な
気
が

す
る
。
現
場
に
入
る
こ
と
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
純
粋

に
私
の
問
い
と
学
び
を
蓄
え
て
い
く
原
点
と
な
る
の

だ
ろ
う
。

山
に
入
っ
て
黙
々
と
木
を
伐
り
続
け
て
い
る
。
伐
っ

た
木
は
機
械
で
山
か
ら
搬
出
し
て
、
木
材
市
場
へ
出

荷
す
る
。
細
野
山
に
は
山
の
所
有
権
を
も
つ
「
所
有

者
」
が
40
人
ほ
ど
い
る
。
そ
れ
ら
「
所
有
者
」
の
も

つ
山
を
調
査
し
区
画
を
把
握
し
て
、
効
率
よ
く
山
の

手
入
れ
を
ま
と
め
て
お
こ
な
う
。
こ
れ
を
「
集
約
化

事
業
」
と
呼
び
、
現
在
、
南
都
留
森
林
組
合
で
は
細

野
山
の
集
約
化
に
取
り
組
み
、
間
伐
を
中
心
と
し
た

作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　
山
に
入
っ
て
み
る
と
、
光
が
差
し
込
み
全
体
的
に

明
る
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
さ
に
間
伐
の
成
果
で
あ

る
。
間
伐
と
は
、
木
の
育
ち
を
よ
く
す
る
た
め
に
、

木
と
木
の
間
隔
が
窮
屈
に
な
ら
な
い
よ
う
に
伐
採
す

る
作
業
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
木
々
の
隙
間
か
ら
光
が

差
し
込
み
、
木
の
生
育
は
促
進
す
る
。
間
伐
が
進
ん

で
い
る
箇
所
と
そ
う
で
な
い
箇
所
を
見
比
べ
る
と
一

目
瞭
然
、
明
暗
が
は
っ
き
り
分
か
る
か
ら
お
も
し
ろ

い
。
そ
の
う
え
、光
が
降
り
注
ぐ
と
こ
ろ
に
立
つ
と
、

足
も
と
が
暖
か
く
て
気
持
ち
が
い
い
。「
10
℃
も
あ

れ
ば
、
暑
く
な
っ
て
く
る
」
と
吉
田
さ
ん
。
山
の
空

気
や
気
温
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
。
林
業
が
「
見
え

な
い
」
仕
事
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
小
林
さ
ん
の

話(

71
号
・
前
編
参
照)

を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
。

足もとの枝を伐って、「逃げ道」を確保する吉田さん 作業内容について小林さん (右 )からうかがう筆者 (撮影：
香西恵 )
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「
ケ
ン
カ
す
る
暇
も
な
か
っ
た
」

　
掘
り
ご
た
つ
に
入
っ
て
テ
レ
ビ
を
見
な
が

ら
、
鷹た

か

取と
り

民た
み
こ子

さ
ん(

70)

は
畑
で
と
れ
た

小
豆
の
選
別
を
し
て
い
ま
す
。
外
で
見
か
け

る
姿
と
し
て
は
、
ピ
ン
と
伸
び
た
背
中
に
し

ょ
い
カ
ゴ
を
背
負
い
、
手
を
グ
ー
に
し
て
ぐ

い
ぐ
い
歩
い
て
い
く
姿
が
と
て
も
印
象
的
で

す
。
小
学
生
の
頃
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
鷹
取
さ

ん
に
伺
う
と
「
変
な
こ
と
ば
っ
か
り
だ
っ
た

ぞ
」
と
言
い
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
が
変
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
ご
そ
ご
そ
と
一
緒
に
掘
り

ご
た
つ
に
入
ら
せ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
話
に

耳
を
傾
け
ま
し
た
。

　
当
時
の
棡
原
小
学
校
は
全
校
児
童
が
お
よ

そ
９
０
０
人
い
た
よ
う
で
、
沢さ

わ
渡た
り

地
区
に
住

ん
で
い
た
鷹
取
さ
ん
は
近
く
の
分
校
に
4
年

生
ま
で
通
い
、
5
年
生
か
ら
は
猪い

ま
る丸
地
区
に

あ
る
現
在
の
棡
原
小
学
校
へ
片
道
1
時
間
ほ

ど
か
け
て
歩
い
て
通
い
ま
し
た
。
朝
、
小
・

中
学
生
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
列
に
な
っ
て
歩
い
て

い
き
、
遅
刻
し
そ
う
な
中
学
生
が
後
ろ
か
ら

飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
て
く
る
の
は
怖
か
っ
た
そ

う
で
す
。
送
迎
バ
ス
を
待
つ
中
学
生
を
一
人

か
二
人
見
か
け
る
今
の
よ
う
す
か
ら
は
、
な

か
な
か
想
像
で
き
ま
せ
ん
。

　

反
対
に
、
帰
り
道
の
よ
う
す
を
話
そ
う
と

し
た
鷹
取
さ
ん
は
突
然
、
背
中
を
丸
め
て
笑

い
出
し
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
笑
い
す
ぎ
て

目
に
は
う
っ
す
ら
と
涙
を
た
め
て
言
い
ま
す
。

「
町
か
ら
荷
物
を
運
ぶ
牛
や
馬
の
荷
台
に
、

そ
れ
っ
、
と
乗
っ
て
よ
。（
家
畜
を
引
く
）

お
じ
さ
ん
に
、
重
い
か
ら
だ
め
、
と
言
わ
れ

て
も
お
か
ま
い
な
し
だ
っ
た
わ
」

　
夏
に
は
頭
に
カ
バ
ン
を
の
せ
て
、
友
だ
ち

と
川
を
上
り
な
が
ら
家
に
帰
っ
た
と
言
い
ま

す
。
気
ま
ま
で
や
ん
ち
ゃ
な
子
ど
も
時
代
が

想
像
で
き
ま
す
が
、
じ
つ
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
よ
う
で
す
。

　

鷹
取
さ
ん
が
小
学
校
中
学
年
く
ら
い
ま
で

は
、
服
は
着
物
で
し
た
。
素
材
は
「
お
蚕
を

や
っ
て
い
た
」
か
ら
絹
で
す
。「
ホ
オ
の
木
で

こ
さ
え
た
（
つ
く
っ
た
）」
板
の
上
で
、
子
ど

も
で
あ
っ
て
も
自
分
の
着
物
は
自
分
で
、
手

縫
い
で
つ
く
っ
た
と
い
う
か
ら
大
変
で
す
。
片

道
1
時
間
以
上
は
か
か
る
山
奥
へ
薪
拾
い
に

い
っ
た
り
、
夕
食
の
う
ど
ん
の
生
地
を
こ
ね
て

お
い
た
り
す
る
の
も
子
ど
も
の
大
切
な
仕
事

だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
棡
原
で
は
平
ら
な

土
地
が
少
な
い
た
め
、
急
斜
面
の
土
を
耕
す

こ
と
が
多
い
の
で
す
。
ま
た
、
季
節
に
関
係
な

く
沢
の
水
も
冷
た
か
っ
た
た
め
、
お
米
を
多

く
は
つ
く
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と

も
あ
り
、
小
麦
粉
で
生
地
を
こ
ね
て
う
ど
ん

を
食
べ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
い
い
ま
す
。

「
遊
ん
で
る
暇
な
ん
か
な
か
っ
た
ぁ
わ
。
ケ

ン
カ
す
る
暇
も
な
か
っ
た
」

と
鷹
取
さ
ん
は
言
い
ま
す
。昔
の
子
ど
も
は
、

家
と
い
う
大
き
な
歯
車
を
動
か
す
大
切
な
働

き
手
だ
っ
た
印
象
で
す
。

上野原市にある全校児童が 20 名ちょっとの上

野原市立棡
ゆずりはら

原小学校は、今年の３月で閉校を

迎えます。そこに通うのは、遠くからでも大き

な声であいさつをしてくれる人なつっこい子ど

もたちです。そういえば、日ごろお世話になっ

ている地域の方々の多くが、この小さな学校の

卒業生なのです。小学生くらいの頃はどのよう

な暮らしをしていたのだろうと、聞いてみたく

なりました。

地域の語りが
示すもの

製麺機。うどんの生地をのしたり、麺

の形に切ったりすることができる

狩野慶（ゆずりはら青少年自然の里）＝文・写真
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暮
ら
し
と
生
き
も
の
と
の
距
離

　
地
域
の
方
々
に
昔
の
記
憶
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
く
う
ち
に
、集
落
と
山
を
架
線
で
結
び
、

山
で
切
り
倒
し
た
材
木
を
運
ん
だ
と
い
う

話
を
聞
き
ま
し
た
。
ス
キ
ー
場
で
目
に
す
る

リ
フ
ト
の
よ
う
な
構
造
に
似
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
の
跡
が
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
と
歩
き
回
っ
て
い
る
と
「
ど
こ
へ

行
っ
て
き
た
？
」
と
水

み
ず
こ
し越
久ひ
さ
よ世
さ
ん
（
74
）

が
家
の
窓
を
開
け
て
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し

た
。「
寄
っ
て
け
」
と
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま

に
家
に
上
が
ら
せ
て
も
ら
い
、
架
線
の
話
を

伺
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

水
越
さ
ん
の
家
族
は
平
成
の
初
め
ま
で
、

架
線
を
使
っ
て
山
の
な
か
に
あ
る
ワ
サ
ビ

田だ

か
ら
ワ
サ
ビ
を
運
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

時
々
、
滑
車
で
運
ば
れ
て
く
る
カ
ゴ
が
「
い

つ
も
よ
り
ゆ
っ
く
り
と
、
ぶ
ら
ん
ぶ
ら
ん
と

揺
れ
て
い
た
」
こ
と
が
あ
っ
て
、
他
の
人
が

捕
ま
え
た
ヘ
ビ
が
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
に
気

づ
い
た
時
は
、
ぞ
っ
と
し
た
そ
う
で
す
。
飼
っ

て
い
た
ウ
サ
ギ
や
ニ
ワ
ト
リ
は
、
特
別
な
日

以
外
は
あ
ま
り
食
べ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
山
で
捕
ら
え
た
生
き
も
の
は
畑

の
作
物
と
は
ま
た
違
っ
た
貴
重
な
食
料
だ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
身
近
な
生
き
も
の
を
捕
ま
え
て
食
べ
た
と

い
う
話
は
、
つ
い
も
っ
と
聞
き
た
く
な
る
不

思
議
な
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

「
お
父
さ
ん
が
川
に
い
る
コ
ジ
ュ
ケ
イ
に
向
か

っ
て
鉄
砲
を
撃
つ
わ
け
。
多
い
と
き
は
五
羽

が
一
気
に
落
ち
て
き
て
ね
。
足
を
そ
れ
ぞ
れ

の
指
の
間
に
挟
ん
で
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
」

　

今
ま
で
に
そ
の
こ
と
を
何
度
も
話
し
て
も

ら
い
ま
し
た
が
、
水
越
さ
ん
は
そ
の
度
に
話

し
て
い
る
途
中
で
笑
い
が
止
ま
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
当
時
の
そ
の
光
景
が
お
か

し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
ち
ら

も
つ
ら
れ
て
笑
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
た
だ
、

昔
と
比
べ
る
と
コ
ジ
ュ
ケ
イ
は
ほ
と
ん
ど
目

に
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
地
域

の
か
た
の
声
も
最
近
は
耳
に
し
ま
す
。

　

小
学
生
の
こ
ろ
は
水
越
さ
ん
と
一
緒
に

室む
ろ
ど
こ
ろ

所
と
い
う
場
所
へ
薪
を
拾
い
に
行
っ
た
、

と
い
う
の
を
鷹
取
さ
ん
に
聞
い
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。
室
所
と
い
う
の
は
川
を
挟
ん

で
反
対
側
の
、
小
高
い
山
の
中
腹
に
あ
る
平

ら
な
場
所
で
す
。
大
人
の
足
で
1
時
間
は
か

か
る
そ
の
よ
う
な
場
所
に
わ
ざ
わ
ざ
薪
を
拾

い
に
行
っ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
水
越
さ

ん
は
、
近
く
の
薪
は
み
ん
な
が
拾
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
く
れ
ま
し

た
。
室
所
へ
い
た
る
山
の
斜
面
は
今
で
こ
そ

ス
ギ
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
一
面

が
畑
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
一
昨
年
、
そ
の
ふ

も
と
で
僕
は
ス
イ
カ
を
育
て
て
い
ま
し
た

が
、
4
度
ほ
ど
サ
ル
に
食
い
散
ら
か
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
60
年
ほ
ど
前
は
「
サ
ル
や

イ
ノ
シ
シ
は
い
な
か
っ
た
。
動
物
園
で
見
る

生
き
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
鷹
取
さ
ん
の
話

を
思
い
出
し
ま
す
。
な
に
げ
な
く
水
越
さ
ん

の
家
か
ら
外
の
景
色
に
目
を
向
け
る
と
、
ち

ょ
う
ど
道
路
脇
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
下
で
た

た
ず
む
一
頭
の
サ
ル
が
い
ま
し
た
。
身
近
な

生
き
も
の
と
の
距
離
感
が
今
と
昔
で
は
だ
い

ぶ
違
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

銛も
り

突
き
の
名
人

「
俺
は
ま
だ
若
い
ほ
う
だ
か
ら
な
ぁ
。
昔
の

話
っ
て
言
っ
て
も
な
ぁ
」

　
困
っ
た
よ
う
に
高た

か
橋は

し

敬け
い

一い
ち

さ
ん
（
60
）
は

頭
を
か
き
ま
す
。

　
去
年
の
8
月
、
キ
ャ
ン
プ
に
来
た
子
ど
も

た
ち
と
川
遊
び
を
し
て
い
る
と
、
高
橋
さ
ん

が
ゆ
ら
り
と
現
れ
ま
し
た
。
足
下
に
生
え
て

い
た
ヨ
モ
ギ
を
川
原
の
石
で
す
り
つ
ぶ
し
た

ら
、
手
に
持
っ
て
い
た
ゴ
ー
グ
ル
の
内
側
に

曇
り
止
め
と
し
て
こ
す
り
つ
け
ま
す
。
そ
う

し
て
銛
を
も
っ
て
川
に
入
る
と
ほ
ん
の
数
分

の
う
ち
に
ア
ユ
を
突
い
て
見
せ
て
く
れ
ま
し

た
。
い
つ
の
ま
に
か
男
の
子
た
ち
は
、
網
を

競
う
よ
う
に
持
っ
て
高
橋
さ
ん
の
「
猟
」
を

見
守
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
目
を
一

瞬
に
し
て
惹
き
つ
け
た
高
橋
さ
ん
の
技
に
、

ち
ょ
っ
と
し
た
羨
ま
し
さ
を
感
じ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し

て
こ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
気
に
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。「
お
う
」
と
か
「
あ
い
よ
」

と
か
、
そ
の
よ
う
な
返
事
を
す
る
高
橋
さ
ん

は
前
々
か
ら
ち
ょ
っ
と
怖
そ
う
な
印
象
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
回
は
勇
気
を
出
し
て
お
話

を
伺
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

昭
和
30
年
代
の
棡
原
小
学
校
の
写
真
を
見

せ
て
く
れ
な
が
ら
、
当
時
は
石
炭
ス
ト
ー
ブ
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が
各
教
室
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て

く
れ
ま
す
。
そ
の
焚
き
つ
け
に
は
「
ひ
で
」

と
呼
ば
れ
る
マ
ツ
の
根
が
最
適
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。「
お
も
っ
せ
」
と
呼
ば
れ
る
12
月
31

日
に
は
、
そ
の
「
ひ
で
」
を
地
域
の
小
中
学

生
が
リ
ヤ
カ
ー
で
か
き
集
め
、
神
社
で
火
を

焚
き
ま
す
。
正
月
に
神
社
に
参
拝
し
に
訪
れ

る
地
域
の
方
々
を
温
か
く
も
て
な
す
た
め
で
、

当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
大
切
な
仕
事
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
子
ど
も
た
ち
で
「
お
も
っ
せ
」
か

ら
元
旦
ま
で
、
一
晩
じ
ゅ
う
火
の
番
を
し
て

い
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

転
げ
落
ち
た
ら
止
ま
ら
な
く
な
り
そ
う

な
、
急
斜
面
を
耕
し
て
畑
と
す
る
人
が
棡
原

で
は
多
い
で
す
が
、「
親
父
と
一
緒
に
耕
し

た
」
と
い
う
高
橋
さ
ん
の
家
の
前
は
平
ら
な

土
地
が
広
が
り
ま
す
。
つ
い
た
屋や

ご
う号

は「
平
」

と
書
い
て
「
て
ぇ
ろ
」。
高
橋
さ
ん
の
家
の

前
を
通
る
小
道
の
す
ぐ
先
に
は
透
き
通
っ
た

川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
小
道
は
「
て
ぇ

ろ
っ
川
へ
行
く
ぞ
」
と
意
気
込
む
子
ど
も
た

ち
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
出
勤
前
の
「
親
父
」
が
課
す
家
の
手
伝

い
の
ノ
ル
マ
を
、
高
橋
さ
ん
は
学
校
か
ら
帰

っ
て
か
ら
こ
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

い
っ
ぽ
う
で
、
川
遊
び
に
向
か
う
友
だ
ち
の

姿
が
羨
ま
し
く
映
っ
た
と
い
い
ま
す
。
つ

い
、
ふ
ら
り
と
遊
び
に
加
わ
っ
て
、「
か
じ

り
（
銛
）」
で
魚
を
突
く
技
は

「
俺
が
プ
ロ
。
誰
も
が
、
敬
ち
ゃ
ん
が
一
番

う
ま
い
、
と
言
う
と
思
う
よ
」

と
い
う
ほ
ど
の
腕
前
に
な
り
ま
し
た
。
と
は

い
え
、
仕
事
が
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
父

親
に
ば
れ
る
と
、
ゲ
ン
コ
ツ
を
も
ら
い
、
一

日
じ
ゅ
う
蔵
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
、

家
の
大
黒
柱
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
た
り
し
た

そ
う
で
す
。

　
銛
突
き
の
名
人
で
あ
る
高
橋
さ
ん
も
、
子

ど
も
時
代
に
は
好
き
な
だ
け
遊
び
回
っ
て
い

た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
厳
し
い
親
の
も
と

で
働
い
て
い
た
よ
う
で
し
た
。

　
　
　
　
　
＊　
　
＊　
　
＊

「
や
る
こ
と
が
な
く
て
よ
」

　

お
話
を
伺
っ
た
地
域
の
方
々
が
共
通
し

て
、
本
音
と
も
冗
談
と
も
と
れ
な
い
よ
う
な

調
子
で
言
っ
て
い
た
こ
の
言
葉
が
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
。今
で
は
火
を
起
こ
す
の
も
、

そ
の
火
を
維
持
す
る
の
も
手
間
が
か
か
ら
な

く
な
り
ま
し
た
。
食
べ
も
の
だ
っ
て
車
や
バ

ス
に
乗
っ
て
い
け
ば
市
街
地
の
お
店
で
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
棡
原
で
暮
ら
す

お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
が
た
に
と
っ
て
は
、

ご
自
身
が
子
ど
も
の
頃
と
比
べ
る
と
ず
い
ぶ

ん
と
「
仕
事
」
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
お
世
話
に
な
っ
た
ど
の
か
た
も
、
お

話
を
し
て
い
る
と
思
い
出
し
笑
い
が
止
ま
ら

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
楽
し
い
こ

と
ば
か
り
で
は
な
く
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な

こ
と
な
ど
も
含
め
て
、
時
に
は
涙
を
流
す
ほ

ど
笑
う
の
で
す
。
暮
ら
し
を
つ
く
る
一
つ
ひ

と
つ
の
仕
事
を
こ
な
す
の
に
、
今
よ
り
も
手

間
が
か
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕

事
を
こ
な
す
な
か
で
、
子
ど
も
独
特
の
感
性

で
ス
リ
ル
を
感
じ
た
り
、
び
っ
く
り
し
た

り
、
わ
く
わ
く
し
た
り
す
る
濃
厚
な
体
験
を

重
ね
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
過

去
を
振
り
返
っ
て
思
わ
ず
笑
い
が
あ
ふ
れ
る

の
は
、そ
れ
ぞ
れ
が
営
ん
で
き
た
暮
ら
し
の
、

目
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
豊
か
さ
を

物
語
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

現在の棡原小学校（左、2012 年 2 月 20 日撮影）と昭和 30 年代の棡原小学校（高橋敬一さん提供）。背景の山

（城
じょうやま

山）の頂上は昔、畑だった。教室から突き出る煙突は石炭ストーブのもの
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民
話
の

と

かがめや地蔵うつむきを拡大

～かがめや地蔵～

　

元
禄
12
年
の
こ
と
、
た
い
へ
ん
徳
の
高
い
祖そ
ぎ
ょ
う
ぜ
ん
じ

暁
禅
師
と

い
う
僧
が
法ほ
う
せ
ん
じ

泉
寺
の
住
職
と
な
り
ま
し
た
。
法
泉
寺
に
は

お
地
蔵
が
な
く
、
祖
暁
は
石
工
に
作
ら
せ
よ
う
と
思
い
ま

し
た
。
お
地
蔵
に
は
大お
お
は
た
や
ま

幡
山
の
石
を
使
い
、
厨ず

し子
（
お
地

蔵
を
安
置
す
る
箱
）
と
一
緒
に
作
っ
た
と
こ
ろ
、
地
蔵
が

大
き
く
出
来
て
し
ま
い
、
厨
子
に
納
ま
り
ま
せ
ん
。
石
工

は
謝
り
、
作
り
直
す
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。
し
か
し
祖

暁
は
「
良
い
出
来
じ
ゃ
。
私
に
任
せ
な
さ
い
」
と
言
っ
て

地
蔵
の
前
に
座
る
と
、「
私
は
人
々
の
成
仏
を
願
い
、
菩
薩

の
お
姿
に
さ
せ
て
い
る
が
、
な
ん
じ
は
そ
も
そ
も
大
幡
山

の
石
こ
ろ
で
あ
る
の
だ
。
開
眼
に
間
に
合
わ
ぬ
な
ら
も
と

の
山
に
捨
て
る
。
か
が
め
や
地
蔵
、
か
が
め
や
地
蔵
」
と

力
強
く
唱
え
る
と
、
驚
く
こ
と
に
お
地
蔵
が
お
辞
儀
を
す

る
よ
う
に
う
つ
む
い
た
の
で
す
。
厨
子
に
納
ま
る
こ
と
が

で
き
て
、
無
事
奉
納
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
来
こ
の
お
地
蔵
は
「
跼か
が
め
や也
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
、

祖
暁
さ
ん
の
法
力
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
お

り
、
多
く
の
人
々
が
祈
願
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

昔
話
に
地
名
が
出
て
く
る
と
、
奇
妙
な
出
来
事
が
本
当

に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
一
瞬
ど
き
り
と
す

る
。
昔
話
と
い
う
、
か
た
ち
が
な
い
も
の
に
近
づ
き
た

く
な
っ
て
、
都
留
の
民
話
の
舞
台
を
訪
れ
た
。
　
　
　

法
泉
寺
は
、
都
留
市
田
原
一
丁
目
に
あ
る
。
門

を
抜
け
て
境
内
に
入
る
と
、
お
堂
が
二
つ
あ
っ
た
。

１
月
中
旬
、
し
ん
と
し
て
厳
か
な
境
内
に
は
、
雪
が

う
っ
す
ら
と
積
も
っ
て
い
る
。

こ
の
ど
こ
か
に
か
が
め
や
地
蔵
が
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
物
語
の
世
界
の
入
口
に
い
る
よ
う
で
、

好
奇
心
と
緊
張
が
入
り
混
じ
る
。
見
た
い
け
れ
ど
本

当
に
見
て
も
い
い
の
か
、
と
自
問
自
答
し
な
が
ら
敷

地
を
見
回
し
て
み
た
が
、
か
が
め
や
地
蔵
ら
し
い
も

の
は
な
い
。
お
寺
の
か
た
に
尋
ね
て
み
る
と
、
左
脇

に
あ
る
お
堂
に
所
蔵
し
て
あ
る
そ
う
で
、
快
く
案
内

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
寺
の
か
た
が
鍵
を
開
け
戸
を

引
く
と
、
丁
重
に
祀ま

つ
っ
て
あ
る
お
地
蔵
の
姿
が
見
え

る
。
物
語
の
片
鱗
を
目
の
前
に
し
て
い
る
と
い
う
高

揚
感
が
湧
き
上
が
り
、ひ
た
す
ら
見
入
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
う
ち
ぞ
く
っ
と
心
地
良
い
衝
撃
が
走
る
。
お
地

蔵
が
本
当
に
少
し
う
つ
む
い
て
い
た
こ
と
に
気
が
付

い
た
か
ら
だ
。

お
寺
の
か
た
に
よ
る
と
、
毎
年
４
月
の
第
３
日

曜
に
地
蔵
祭
り
を
す
る
そ
う
だ
。
檀
家
さ
ん
や
近
所

の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
数
日
前
に
渡
し
て
お
い
た

赤
い
紙
に
名
前
を
書
い
て
き
て
も
ら
う
。
紙
は
一
年

間
お
寺
で
保
管
し
、
厄
除
け
を
祈
る
。
物
語
の
発
祥

以
来
今
ま
で
、
三
百
年
近
く
続
い
て
い
る
ら
し
い
。

そ
の
あ
い
だ

じ
ゅ
う
ず
っ

と
、
物
語
は

人
々
に
代
々

語
り
継
が
れ

て
き
た
と
い

う
こ
と
だ
。

　

帰
り
ぎ
わ
、
不
粋
だ
と
分

か
り
な
が
ら
、
つ
い
「
こ
の

話
っ
て
本
当
に
あ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
。
少
し
の
沈
黙
の
あ
と
、
お

寺
の
か
た
は
手
を
口
に
当
て
て「
ふ
ふ
、ど
う
で
し
ょ

う
ね
え
。
じ
つ
は
こ
の
話
に
は
か
ら
く
り
が
あ
る
ん

で
す
よ
。
言
い
ま
せ
ん
け
ど
ね
」
と
、
笑
い
な
が
ら

お
っ
し
ゃ
っ
た
。
お
地
蔵
を
見
て
、
お
祭
り
の
存
在

を
知
っ
て
、
自
分
の
な
か
に
あ
っ
た
物
語
の
世
界
が

色
付
き
だ
し
た
。
け
れ
ど
、
話
の
真
偽
は
曖
昧
な
ま

ま
。
か
ら
く
り
と
は
何
な
の
か
と
一
瞬
思
っ
た
け
れ

ど
、
す
ぐ
に
聞
か
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
気
に
な
っ

た
。
お
寺
の
か
た
の
愉
快
そ
う
な
笑
顔

を
目
の
前
に
し
た
そ
の
時
が
一
番
、
物

語
に
惹
き
込
ま
れ
て
い
る
と
強
く
感
じ

た
か
ら
だ
っ
た
。

平
井
の
ぞ
実
（
英
文
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真
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十
日
市
場
の
山
に
、
風
変
わ
り
な
男
性
が
住
ん
で
い
ま

し
た
。
名
前
は
熊
太
郎
。
あ
る
日
、
熊
太
郎
は
キ
ツ
ネ
に

憑つ

か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
村
の
人
た
ち
は
祈
祷
師
を
呼
ん

で
、
キ
ツ
ネ
を
呼
び
起
こ
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
祈
祷
師

が
ま
じ
な
い
を
唱
え
、「
お
キ
ツ
ネ
様
、
ど
う
す
れ
ば
離
れ

ま
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
眠
っ
て
い
る
熊
太
郎
の
口
が
動

き
「
山
梨
稲
荷
の
そ
ば
に
祀
っ
て
く
れ
。
そ
う
す
れ
ば
、

良
い
こ
と
が
起
き
る
と
き
は
表
通
り
で
コ
ン
コ
ン
と
鳴
き
、

悪
い
こ
と
が
起
き
る
と
き
は
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
と
鳴
い
て
知

ら
せ
よ
う
」
と
答
え
ま
す
。
さ
っ
そ
く
、
山
梨
神
社
の
社

地
に
小
社
を
借
り
て
祀
っ
た
と
こ
ろ
、
熊
太
郎
は
正
気
に

戻
っ
て
、
村
人
た
ち
は
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

何
年
か
し
て
、
熊
太
郎
は
天
寿
を
ま
っ
と
う
し
ま
し
た
。

あ
る
日
の
夜
明
け
に
、
裏
通
り
で
「
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
」
と

キ
ツ
ネ
の
声
が
し
ま
す
。
村
の
人
た
ち
は
キ
ツ
ネ
の
宣
託

を
思
い
出
し
、
不
安
に
な
り
夜
も
眠
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

な
ん
と
予
兆
通
り
、
そ
の
夜
に
村
の
半
分
が
焼
け
る
大
火

事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
村
人
は
寝
て
い
な
か
っ
た
の
で
み

な
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
、
誰
も
が
無
事
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
熊
太
郎
稲
荷
に
は
御
利
益

が
あ
る
と
さ
れ
、
功
徳
に
あ
や
か
ろ
う
と
、
近
郷
か
ら
た

く
さ
ん
の
人
々
が
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

～熊太郎稲荷～

＊参考文献　内藤泰義著『郡内の民話』（なまよみ出版　平成 3年）　

熊太郎稲荷 (下 )とその入り口 (上 )

　
熊
太
郎
稲
荷
は
十
日
市
場
に
あ
る
。
地
図
を
も
と

に
探
し
て
い
た
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
の

う
ち
、
二
、三
度
行
き
来
し
て
い
た
通
り
の
民
家
の

脇
に
あ
る
、
細
い
道
が
目
に
つ
い
た
。
こ
ん
な
心
も

と
な
い
あ
ぜ
道
が
神
社
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
、
と
考
え
な
が
ら
そ
の
道
を
進
む
。
歩
き
出
し
て

す
ぐ
に
行
き
着
い
た
曲
が
り
角
を
曲
が
る
と
、
予
想

外
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
神
社
が

目
に
入
る
。
ひ
っ
そ
り
し
た
林
の
な
か
に
、
大
人
三

人
が
ぎ
り
ぎ
り
く
ぐ
り
抜
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
、
小
さ

な
朱
色
の
門
が
四
基
並
ん
で
い
た
。
近
付
く
と
、
そ

れ
ぞ
れ
鳥
居
の
中
心
に
「
熊
太
郎
稲
荷
」
と
手
書
き

の
札
が
あ
り
、
奥
に
は
古
い
社や

し
ろが

見
え
た
。
小
規
模

な
が
ら
紛
れ
も
な
い
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
発
見

の
驚
き
が
感
動
に
変
わ
る
。　

稲
荷
の
そ
ば
の
作
業

場
で
機
械
作
業
を
な

さ
っ
て
い
た
、
十
日
市

場
在
住
の
渡わ

た
な
べ
と
し
ろ
う

辺
敏
郎
さ

ん
（
59
）
に
よ
る　
と
、

熊
太
郎
稲
荷
は
熊
太
郎

と
い
う
男
性
が
居
着
く

よ
う
に
な
る
前
か
ら

ず
っ
と
、
斎
藤
家
の
氏

神
と
し
て
の
稲
荷
だ
っ
た
そ
う
。
ま
た
、
明
治
以
降

か
ら
現
在
ま
で
、
2
月
に
は
初は

つ
う
ま午
（
稲
荷
の
祭
礼
）

が
催
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

　
気
に
な
っ
た
の
が
、
渡
辺
さ
ん
は
キ
ツ
ネ
の
件
に

つ
い
て
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

こ
と
だ
。
詳
し
そ
う
な
か
た
が
た
に
お
話
を
う
か

が
っ
て
み
た
。
都
留
の
郷
土
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る

棚た
な
も
と
や
す
お

本
安
男
さ
ん
（
83
）
は
、
熊
太
郎
稲
荷
は
水
源
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

都
留
の
学
芸
員
の
か
た
に
も
尋
ね
た
が
、
物
語
の
発

祥
に
関
す
る
詳
し
い
文
献
は
残
っ
て
い
な
い
と
の
こ

と
。
物
語
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
民
話
の
も

つ
年
月
と
い
う
奥
行
き
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。

　

じ
っ
さ
い
に
物
語
が
生
ま
れ
た
地
を
訪
れ
て
み

て
、
人
々
に
親
し
ま
れ
、
長
く
続
く
ゆ
か
り
の
行
事

が
催
さ
れ
て
い
る
、
民
話
の
新
た
な
姿
に
出
会
い
、

本
を
読
ん
だ
だ
け
で
い
る
よ
り
ず
っ
と
民
話
に
愛
着

が
増
し
た
。
お
地
蔵
や
稲
荷
を
目
に
し
て
、
物
語
は

真
実
味
を
帯
び
て
き
た
け
れ
ど
、
長
い
年
月
を
奥
底

ま
で
透
か
す
よ
う
に
み
る
こ
と
は
難
し
い
。し
か
し
、

不
鮮
明
だ
か
ら
こ
そ
ず
っ
と
興
味
を
抱
い
て
い
ら
れ

る
。
発
祥
の
地
は
、
自
分

に
と
っ
て
特
別
な
場
所
に

な
っ
た
。

…
…
…
…
あ
ら
す
じ
…
…
…
…
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畳
が
な
ぜ
こ
ん
な
形
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
の

答
え
は
、
じ
つ
は
自
分
の
な
か
に
何
と
な

く
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
前
号
の
取
材
の
と
き
、
関

連
す
る
話
を
聞
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
す
ぐ
に

そ
れ
が
掘
り
炬ご

た
つ燵
に
あ
わ
せ
た
大
き
さ
で
あ
る
と
勘

が
働
い
た
の
だ
っ
た
。

　
藤
森
さ
ん
に
こ
と
の
真
相
を
尋
ね
て
み
る
と
、
や

は
り
掘
り
炬
燵
の
跡
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
し
か

し
、
じ
っ
さ
い
に
畳
を
あ
げ
て
確
認
し
た
こ
と
は
な

い
ら
し
く
、「
こ
の
下
は
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
で
す

か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
ど
う
だ
ろ
う
、
開

け
て
み
た
こ
と
は
な
い
け
ど
」
と
の
こ
と
。

　
か
く
し
て
昔
の
生
活
の
一
端
を
閉
じ
込
め
た
「
ふ

た
」
は
、
こ
の
と
き
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
開
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昔
の
ま
ま
の
姿
で

　

い
よ
い
よ
畳
が
持
ち
上
げ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
、

期
待
に
反
し
て
見
え
て
き
た
の
は
、
古
び
た
ベ
ニ

ヤ
板
だ
っ
た
。
な
ん
だ
、
や
は
り
改
修
さ
れ
て
い

た
の
か
と
落
胆
し
た
の
も
束
の
間
、「
こ
の
板
、
取

れ
そ
う
だ
よ
」
と
藤
森
さ
ん
が
板
に
手
を
か
け
る
。

私
も
手
を
伸
ば
し
て
お
手
伝
い
し
、
板
を
少
し
ば

か
り
横
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
か
ら
畳
と
同
様
に
起

こ
し
て
み
る
。
す
る
と
次
の
瞬
間
、
目
に
飛
び
込

ん
で
き
た
の
は
、
底
に
真
っ
白
な
灰
を
敷
き
詰
め

た
小
さ
な
空
間
だ
っ
た
。

　
「
お
ぉ
」。
驚
き
か
ら
自
然
と
声
が
漏
れ
出
た
よ
う

な
覚
え
が
あ
る
。
と
り
わ
け
な
に
か
素
晴
ら
し
く
、

美
し
い
も
の
に
遭
遇
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
灰
の
な

か
に
は
長
年
の
ご
み
も
混
じ
っ
て
い
て
、
汚
い
と

い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
だ
。
け
れ
ど
、
話
に
聞
い
て
い

た
も
の
が
い
ま
確
か
に
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
と
思

う
と
、
喜
び
に
も
似
た
感
情
が
湧
い
て
き
て
、
じ
っ

と
目
を
凝
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
「
そ
う
い
え
ば
、
押
入
れ
の
な
か
に
掘
り
炬
燵
の

や
つ
が
あ
る
」。
藤
森
さ
ん
が
押
入
れ
の
な
か
を

覗
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
手
前
の
収
納
品
の
奥
に
、

な
に
や
ら
木
製
の
台
み
た
い
な
も
の
が
置
か
れ
て

い
る
。「
次
来
た
と
き
に
出
せ
る
よ
う
に
し
て
お
く

か
ら
」
と
約
束
し
て
い
た
だ
き
、
昨
年
は
こ
こ
で

資
料
館
を
あ
と
に
し
た
。

昨
年
の
12
月
下
旬
、
都
留
市
商
家
資
料
館
（
旧

仁
科
家
住
宅
）
を
訪
れ
、
館
長
の
藤ふ

じ
も
り
と
し
み
つ

森
利
光
さ
ん

（
64
）
に
お
会
い
し
た
。
ス
ト
ー
ブ
を
囲
ん
で
前

号
の
報
告
も
か
ね
が
ね
談
笑
し
て
い
た
と
き
、
ふ

と
足
元
の
畳
の
形
が
気
に
な
っ
た
。
室
内
の
畳
の

う
ち
、
一
箇
所
だ
け
が
小
さ
な
正
方
形
だ
っ
た
の

だ
。
ど
う
し
て
こ
こ
だ
け
異
な
る
畳
が
は
め
込
ま

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ベニヤ板を起こす藤森利光さん。
コンクリート製の炉に、灰が厚
く敷かれていた
＊灰までの深さ：約 17㎝

半畳よりも小さい畳。踏
んでも落ちないよう頑丈
に作られており、かなり
重量があった
＊一辺の長さ：69㎝
（写真撮影日：2012.01.21）

暖
を

取

る

〜
小
さ
な
掘
り
炬
燵
〜

続
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年
が
明
け
て
1
月
21
日
の
午
前
中
、
雪
が
降
り
し

き
る
な
か
、
再
び
資
料
館
を
訪
ね
た
。「
ち
ょ
う
ど

押
入
れ
の
整
理
が
で
き
て
よ
か
っ
た
よ
」
と
笑
い
な

が
ら
、
さ
っ
そ
く
藤
森
さ
ん
が
掘
り
炬
燵
と
な
る

パ
ー
ツ
を
取
り
出
す
。
一
つ
は
炉
と
ほ
ぼ
同
じ
大

き
さ
の
木
枠
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
昨
年
見
か

け
て
い
た
木
製
の
机
だ
。
四
隅
に
そ
れ
ぞ
れ
八
角

形
に
加
工
さ
れ
た
脚
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
ち
ょ
っ

と
し
た
と
こ
ろ
に
意
匠
を
感
じ
さ
せ
る
。
触
っ
て

み
る
と
、
全
体
的
に
す
べ
す
べ
と
滑
ら
か
で
、
使

用
さ
れ
た
年
月
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
机
の
角
は

丸
み
を
帯
び
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
新
し
い
板
と
釘
を
用
い
て
修
繕
し

た
箇
所
が
み
ら
れ
る
が
、
も
と
は
釘
を
一
本
も
使
わ

ず
に
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
あ
と
か
ら
継
ぎ
足
し

た
部
分
が
色
調
を
乱
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

け
れ
ど
、
長
年
に
渡
っ
て
大
切
に
使
わ
れ
て
き
た

あ﹅

﹅

﹅
か
し
と
し
て
好
感
が
湧
い
て
き
た
。

掘
り
炬
燵
を
再
現
す
る

　

じ
っ
さ
い
に
机
を
炉
の
う
え
に
設

置
し
て
い
た
だ
い
た
。
半
畳
よ
り
も
ひ
と

ま
わ
り
小
さ
い
炬
燵
は
、
家
族
団
欒
の
中

心
の
場
と
し
て
は
い
さ
さ
か
窮
屈
だ
。
炉

に
は
足
を
下
ろ
す
ほ
ど
の
深
さ
は
な
く
、

机
の
脚
は
正
座
し
て
太
股
が
や
っ
と
入
る
く
ら
い
の

高
さ
で
こ
ぢ
ん
ま
り
し
て
い
る
。

　
藤
森
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
仁
科
家
が
絹
問
屋

と
し
て
栄
え
た
こ
ろ
、
掘
り
炬
燵
が
造
ら
れ
た
こ
の

部
屋
は
、
茶
の
間
兼
事
務
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
そ
う
だ
か
ら
、
小
振
り
な
サ
イ
ズ
は
そ
う
し
た
部

屋
の
機
能
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
炉
の
掘
ら
れ
て
い
る
位
置
が
部
屋
の
中
心
か

ら
少
し
外
れ
て
い
る
の
は
、
人
の
出
入
り
の
多
さ
を

考
慮
し
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
き
っ
と
忙
し
い
仕
事
の

合
間
に
あ
た
た
か
さ
と
ひ
と
時
の
休
息
を
与
え
て

く
れ
る
場
所
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
炬
燵
布
団
を

か
ぶ
せ
た
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
部
屋
中
を
見

渡
し
て
い
る
と
、
あ
れ
こ
れ
想
像
が
尽
き
な
い
。

　
現
在
で
も
掘
り
炬
燵
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
話
は

よ
く
耳
に
す
る
。
け
れ
ど
多
く
の
場
合
は
床
を
張
る

な
ど
し
て
改
修
さ
れ
て
い
て
、
昔
の
ま
ま
の
姿
に
は

な
か
な
か
出
会
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
物
を
目

の
前
に
し
た
と
き
の
嬉
し
さ
は
い
っ
そ
う
大
き
く
、

も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
と
い
う
好
奇
心
は
ま
す
ま

す
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
人
づ
て
に
話
を
聞
く
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、実
物
を
目
に
し
て
肌
で
感
じ
る
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
想
像
で
し
か
な
か
っ
た
部
分
は
具
体
的
に

分
か
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
と
の
あ
い
だ
に
距
離
を

感
じ
て
い
た
も
の
は
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
昔
日
の
話
に
積
極
的
に
耳
を
傾
け
、
さ
ら
に
見
た

り
触
れ
た
り
し
な
が
ら
自
分
で
確
か
め
る
作
業
は
、

こ
れ
か
ら
も
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
み

ず
か
ら
見
聞
き
し
考
え
た
こ
と
は
、
次
な
る
学
び
の

機
会
を
得
た
と
き
、
な
に
よ
り
も
心
強
い
支
え
に

な
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

牛
丸
景
太
（
国
文
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真

机を設置したようす。丸みを帯びた角や、
加工された脚など見どころが多い
＊脚の長さ：32㎝
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１
月
22
日
、
都
留
市
四よ
っ
か
い
ち
ば

日
市
場
に
あ
る
「
香
り
の

ア
ト
リ
エ
『
紗
泡
』」
を
た
ず
ね
た
。
県
立
桂
高
校

の
近
く
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
場
所
が
わ
か
ら

ず
、
電
話
で
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
た
ど
り
着
い
た

の
は
、
住
宅
街
に
あ
る
素
敵
な
一
軒
家
だ
っ
た
。
笑

顔
で
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
杉
本
さ
ん
。
と
て
も

優
し
そ
う
で
初
取
材
で
張
り
詰
め
て
い
た
緊
張
の
糸

が
少
し
ゆ
る
ん
だ
。

　
「
紗
泡
」
は
杉
本
さ
ん
の
自
宅
の
一
室
で
開
か
れ

て
い
る
。
杉
本
さ
ん
は
「
私
の
実
験
室
で
も
あ
る
」

と
い
う
。
机
に
は
今
作
っ
た
ば
か
り
だ
と
い
う
ピ
ン

ク
と
オ
レ
ン
ジ
の
２
つ
の
石
け
ん
が
あ
り
、
と
な
り

の
棚
に
は
乾
燥
し
た
ハ
ー
ブ
が
瓶
詰
め
さ
れ
て
き
れ

い
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
ど
こ
を
見
て
も
か
わ
い
ら

し
く
、
ア
ロ
マ
や
石
け
ん
の
優
し
い
甘
さ
で
満
た
さ

れ
て
い
る
。

　
杉
本
さ
ん
は
東
京
都
町ま

ち
だ田

市
の
出
身
で
、
結
婚
し

て
都
留
に
引
っ
越
し
て
こ
ら
れ
た
。
引
っ
越
し
て
き

た
当
時
、
近
所
で
ア
ロ
マ
教
室
を
営
ん
で
い
た
女
性

と
一
緒
に
、
ア
ロ
マ
と
石
け
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
企
画
し
て
い
た
こ
と
が
「
紗
泡
」
を
開
く
き
っ
か

け
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
現
在
で
も
年
間
を
通
し
て
石

け
ん
づ
く
り
の
教
室
や
、
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
の
講
座

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
主
催
し
て
い
る
。し
か
し
、

ち
ょ
っ
と
し
た
幸
せ
で
毎
日
は
も
っ
と
楽
し
く
な

る
。
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
を
飲
ん

で
ほ
っ
と
す
る
時
間
。
お
い
し
く
飲
み
た
い
、
と

探
し
て
い
た
と
こ
ろ
偶
然
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見

つ
け
た
「
香
り
の
ア
ト
リ
エ
『
紗さ
ぽ
う泡
』」。
ハ
ー
ブ

テ
ィ
ー
に
ア
ロ
マ
、
石
け
ん
な
ど
幅
広
い
体
験
の

で
き
る｢

紗
泡
」
に
惹
か
れ
、
主
宰
者
の
杉す
ぎ
も
と本
か

お
る
さ
ん
に
会
い
に
い
く
こ
と
に
し
た
。

す
べ
て
が
順
調
に
い
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
紗

泡
」
を
始
め
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、
な
か
な
か
地
域

の
人
た
ち
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

手
づ
く
り
石
け
ん
と
い
え
ば
廃
油
で
つ
く
る
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
、
な
ん
と
な
く
品
質
が
悪
そ
う
と
敬
遠
さ

れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
地
域
の
人
た
ち
に
手
作
り
石

け
ん
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
講
座
や
教
室

を
開
い
て
、
じ
っ
さ
い
に
つ
く
っ
て
体
験
し
て
も
ら

う
こ
と
を
通
し
て
徐
々
に
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
。
理

解
を
得
る
ま
で
に
は
会
場
を
探
し
歩
い
た
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
企
画
を
し
た
り
と
苦
し
い
こ
と
が
多
か
っ
た

と
杉
本
さ
ん
は
語
る
。
講
座
や
教
室
を
重
ね
て
い
く

う
ち
に
、と
く
に
主
婦
の
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

地
域
に
根
づ
い
て
き
た
。

　

今
も
続
け
ら
れ
て
い
る
手
づ
く
り
石
け
ん
教
室

な
ど
は
、「
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
な
に
か
自
分
の
体

調
と
か
で
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
（「
紗
泡
」
を
）

思
い
出
し
て
く
れ

れ
ば
」
と
い
う

杉
本
さ
ん
の
思
い

か
ら
開
か
れ
て
い

る
。
教
室
に
参
加

し
た
人
た
ち
が
自

分
で
つ
く
っ
た
物

お友達に描いてもらったという木の板
でつくられた「紗泡」の表札

優しい笑顔が印象的な杉本さん。ハーブティーを入れてくれた

自分をみつめる
香りのアトリエ「紗泡」
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ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
レ
ッ
ス
ン

　
マ
ロ
ウ
ブ
ル
ー
と
い
う
ハ
ー
ブ
を
知
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
だ
と
き
れ
い
な
ク
リ
ア
ブ
ル
ー

の
お
茶
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
レ
モ
ン
の
汁
を
加
え
る

と
、
さ
あ
っ
と
透
き
通
っ
た
ピ
ン
ク
色
に
変
わ
る
。

こ
う
し
て
見
た
目
で
楽
し
め
る
の
も
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー

の
お
も
し
ろ
さ
。
で
も
、
市
販
の
も
の
は
多
す
ぎ
て

飽
き
て
し
ま
う
し
、
自
分
で
入
れ
る
と
何
だ
か
お
い

し
く
な
い
。
そ
ん
な
と
き
出
会
っ
た「
紗
泡
」。
せ
っ

か
く
な
の
で
、ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
た
。

　
お
い
し
い
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
を
飲
む
た
め
に
は
好
み

で
ブ
レ
ン
ド
す
る
の
が
い
い
。「
単
品
の
味
が
わ
か

れ
ば
う
ま
く
ブ
レ
ン
ド
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
い

う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
つ
ず
つ
味
見
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
一
般
に
売
ら
れ
て
い
て
赤
い
色
が
特
徴
の

ロ
ー
ズ
ヒ
ッ
プ
テ
ィ
ー
。
し
か
し
そ
れ
は
よ
く
一
緒

に
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
る
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
が
出
す
色
な
の

だ
。
今
ま
で
の
ロ
ー
ズ
ヒ
ッ
プ
テ
ィ
ー
は
赤
い
、
と

い
う
固
定
概
念
が
覆
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
単
品
で
飲

ん
で
み
る
と
、
本
来
の
味
が
ど
う
い
う
も
の
な
の

か
が
よ
く
わ
か
る
。
杉
本
さ
ん
は
残
っ
た
ハ
ー
ブ

テ
ィ
ー
は
そ
の
日
の
う
ち
で
あ
れ
ば
化
粧
水
に
も
使

え
る
と
教
え
て
く
れ
た
。
自
然
の
も
の
だ
か
ら
、
安

心
し
て
使
え
る
無
添
加
の
化
粧
水
に
な
る
。
飲
む
以

外
の
利
用
法
が
あ
る
と
は
、と
て
も
新
鮮
な
発
想
だ
。

を
自
宅
で
使
っ
て
良
さ
を
発
見
し
「
紗
泡
」
に
や
っ

て
く
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
と
い
う
。
既
製
品
で
は
な

い
、
自
分
で
つ
く
る
良
さ
、
効
果
を
実
感
で
き
る
い

い
も
の
を
知
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
杉
本
さ
ん
の
気

持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
、ま
す
ま
す
「
紗
泡
」

に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。

「
紗
泡
」
の
コ
ン
セ
プ
ト

　
活
動
す
る
に
あ
た
っ
て
い
つ
も
考
え
て
い
る
こ
と

を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

『
人
に
依
存
す
る
の
で
な
く
見
る
目
を
養
う
こ
と
』

カ
ラ
ー
セ
ラ
ピ
ー
や
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
レ
ッ
ス
ン
は
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
な
の
だ
と
い
う
。
最
終
的
に
は
自
分
の

見
る
目
を
養
っ
て
、
似
合
う
色
、
そ
の
と
き
の
気
分

に
合
う
香
り
を
選
ぶ
こ
と
。
自
分
を
見
つ
め
て
自
分

の
心
を
気
遣
っ
て
あ
げ
る
こ
と
。
そ
れ
を
手
伝
う
た

め
の
場
所
が
「
紗
泡
」
な
の
だ
。「
ト
ー
タ
ル
で
き

れ
い
に
な
れ
る
秘
訣
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
よ
、
っ

て
伝
え
た
い
」
と
杉
本
さ
ん
。
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
も
ア

ロ
マ
も
、
私
に
と
っ
て
時
間
が
あ
る
と
き
に
し
か
で

き
な
い
贅
沢
だ
が
、
杉
本
さ
ん
は
そ
の
色
や
香
り
の

力
を
理
解
し
、
日
常
に
と
り
い
れ
て
い
る
。
お
話
を

伺
っ
て
、私
は
新
し
い
生
活
の
か
た
ち
を
発
見
し
た
。

そ
れ
は
、
今
は
特
別
な
も
の
が
、
使
い
続
け
る
こ
と

で
、
い
つ
の
ま
に
か
生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
だ
。私
も
そ
の
過
程
を
味
わ
っ
て
み
た
い
。
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カラーセラピーで使う色のサンプル。赤、青、オ
レンジ、透明、ピンクなどさまざまな色が並ぶ。
これを見て、気になった色で自分の今の気持ちが
わかるという

　
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
は
味
覚
だ
け
で
な
く
嗅
覚
で
も
味

わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
人
工
的
で
は
な
い
自
然
の
植

物
の
香
り
だ
か
ら
、
少
し
草
っ
ぽ
い
け
れ
ど
そ
の
香

り
が
本
物
な
の
だ
。
そ
の
香
り
を
一
つ
ず
つ
自
分
の

な
か
に
た
く
わ
え
て
い
け
ば
、
見
え
て
い
な
か
っ
た

も
の
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
。
そ
れ
が
「
紗

泡
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
「
見
る
目
を
養
う
こ
と
」
の

ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

本
物
を
知
る
こ
と
、
感
じ
る
こ
と
で
自
分
の
感

性
を
育
て
て
い
き
た
い
。
杉
本
さ
ん
の
お
宅
で
は

朝
、
お
茶
の
パ
ッ
ク
に
ブ
レ
ン
ド
し
て
お
い
た
ハ
ー

ブ
テ
ィ
ー
を
入
れ
て
飲
む
そ
う
だ
。
素
敵
な
暮
ら
し

か
た
だ
。「
紗
泡
」
で
ハ
ー
ブ
を
手
に
入
れ
て
か
ら
、

私
も
毎
日
好
き
な
も
の
を
ブ
レ
ン
ド
し
て
い
る
。
同

じ
ブ
レ
ン
ド
で
も
分
量
に
よ
っ
て
味
が
ま
っ
た
く
違

い
、毎
日
飲
む
の
が
楽
し
み
だ
。今
度
は
自
分
で
ハ
ー

ブ
を
育
て
て
み
た
く
な
っ
た
。
自
分
で
つ
く
る
こ
と

で
ま
た
新
し
い
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

小
佐
野
め
ぐ
み
（
国
文
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真

香りのアトリエ「紗泡」

 open; 10:00-17:00    
( 木・金は 19:00 終了）
完全予約制・不定休

URL; http://saposoap.web.fc2.com/
index.html
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私
はw

わ

く

わ

く

ork-w
aku

都
留
と
い
う
サ
ー
ク
ル
に
所

属
し
て
い
る
。
こ
の
サ
ー
ク
ル
で
昨
年
12
月
、
公
民

館
で
お
こ
な
っ
た
企
画
が
き
っ
か
け
で
、
公
民
館
長

の
黒く

ろ
べ部
忍し
の
ぶさ
ん
（
62
）
と
出
会
っ
た
。

　
公
民
館
に
勤
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
と
自
己
紹

介
を
す
る
な
か
で
、
黒
部
さ
ん
の
趣
味
が
写
真
だ
と

知
っ
た
。
そ
の
時
見
せ
て
い
た
だ
い
た
、
黒
部
さ
ん

が
撮
影
し
た
滝
の
写
真
は
、
今
も
は
っ
き
り
と
思
い

出
せ
る
。
水
に
濡
れ
た
岩
壁
が
、
銀
色
に
輝
い
て
い

た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
朝
靄も

や
に
浮
か
ぶ
白
樺
の
木
々

や
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
の
富
士
山
な
ど
、
黒
部
さ
ん

が
撮
っ
た
多
く
の
写
真
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。色
、

構
図
、
撮
影
方
法
、
時
間
帯
な
ど
を
練
り
、
狙
っ
た

も
の
を
撮
り
に
行
く
と
い
う
黒
部
さ
ん
の
姿
勢
を
見

て
、
こ
れ
が
「
作
品
」
と
し
て
写
真
を
撮
る
と
い
う

こ
と
な
の
だ
と
私
は
改
め
て
認
識
す
る
。
妥
協
を
許

さ
な
い
写
真
家
と
し
て
の
姿
を
見
て
、
か
っ
こ
い
い

な
と
素
直
に
思
っ
た
。

あ
る
日
黒
部
さ
ん
か
ら
、
ご
自
身
の
所
属
し
て

い
る
フ
ォ
ト
ク
ラ
ブ
に
一
度
来
て
み
な
い
か
と
お
誘

い
を
受
け
た
。
富
士
吉
田
市
に
住
む
写
真
家
の
中な

か
む
ら村

修お
さ
む

先
生
に
、
撮
っ
た
写
真
を
見
て
い
た
だ
き
、
ア

ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
写
真

に
つ
い
て
学
び
、
写
真
家
の
方
々
と
お
話
し
を
す
る

もうすぐ都留に来て１年になる。入学後、町の地理を把握するために、都留をぶら

ぶら歩いていたことで、いつしかこの地を散歩することが趣味のようになっていた。

散歩をする時はいつもカメラを持つ。ファインダー越しに見た都留の町は、緑の山々

や寺社、どこか趣のある町並みと、被写体ばかりで、飽きることがない。そして今、

写真を通して新たな繋がりが広がり始めた。

写真を「撮る」ということ

中村修先生がトリミングしているようす

水野孝英（社会学科１年）＝文・写真
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貴
重
な
機
会
だ
と
思
い
、
喜
ん
で
参
加
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

2
月
18
日
、
19
時
25
分
、「
フ
ォ
ト
ク
ラ
ブ

秀し
ゅ
う
ほ
う
峰
」
2
月
の
月
例
会
が
、
富
士
吉
田
市
に
あ
る

上か
み
じ
ゅ
く宿

会
館
で
始
ま
っ
た
。
こ
の
日
の
参
加
者
は
私

を
含
め
7
人
。
中
村
先
生
の
お
話
か
ら
始
ま
り
、
そ

の
後
の
事
務
連
絡
が
終
わ
る
と
、
先
生
に
写
真
を
見

て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
机
の
上
に
、
会
員
の
撮

っ
た
、
多
く
の
写
真
が
並
ん
で
い
く
。
風
景
写
真
が

中
心
で
、
そ
の
な
か
で
も
富
士
山
の
写
真
が
多
い
。

都
留
市
や
富
士
吉
田
市
は
、
富
士
山
に
近
い
た
め
、

気
軽
に
行
け
る
撮
影
ポ
イ
ン
ト
が
多
い
の
だ
。
写
真

は
ど
れ
も
傑
作
に
見
え
、
私
は
目
を
奪
わ
れ
て
ば
か

り
い
た
。

全
員
で
写
真
を
見
な
が
ら
、
思
い
お
も
い
に
意

見
を
交
わ
し
て
い
く
。
中
村
先
生
が
、
冗
談
や
世
間

話
を
交
え
な
が
ら
気
さ
く
に
話
し
か
け
て
く
れ
た
の

で
、
私
は
い
つ
の
間
に
か
、
先
生
に
親
し
さ
を
覚
え

て
い
た
。
先
生
は
写
真
1
枚
1
枚
を
評
価
す
る
な
か

で
、
写
真
を
ト
リ
ミ
ン
グ
し
、
よ
り
よ
い
構
図
を
教

授
す
る
こ
と
も
あ
る
。こ
こ
で
の
ト
リ
ミ
ン
グ
と
は
、

写
真
の
上
に
黒
い
Ｌ
字
形
の
定
規
の
よ
う
な
も
の
を

２
枚
置
き
、
余
分
な
部
分
を
隠
す
こ
と
だ
。
私
が
撮

影
し
た
写
真
も
ト
リ
ミ
ン
グ
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
ず

先
生
が
写
真
の
不
要
な
部
分
を
隠
す
。
意
図
し
た
も

の
を
よ
り
目
立
た
せ
る
た
め
、
よ
り
よ
い
構
図
へ
と

変
え
る
の
だ
。
先
生
だ
け
で
な
く
、
一
緒
に
見
て
い

る
会
員
も
、
こ
っ
ち
の
角
度
か
ら
撮
っ
た
方
が
い
い

と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
。
少
し
で
も
角
度
や
撮
影

範
囲
を
変
え
る
と
印
象
が
変
わ
る
。
撮
影
時
に
何
パ

タ
ー
ン
か
撮
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
、
思
わ
ず
悔

や
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
月
例
会
の
は
じ
め
に
あ
っ
た
、
中
村
先
生
の
お
話

が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　
写
真
を
続
け
る
に
は
仲
間
が
必
要
だ
。
上
手
く
な

っ
て
自
立
し
１
人
に
な
る
と
、
見
せ
合
う
経
験
や
張

り
合
い
が
な
い
た
め
に
、
い
つ
か
や
め
て
し
ま
う
。

写
真
は
自
分
が
「
い
い
や
」
と
思
っ
た
ら
そ
れ
で
終

わ
り
。
自
分
自
身
と
の
戦
い
だ
か
ら
、
マ
イ
ペ
ー
ス

に
コ
ツ
コ
ツ
と
、楽
し
み
な
が
ら
撮
る
こ
と
が
大
事
。

　
「
秀
峰
」
で
写
真
を
見
せ
合
う
こ
と
が
、
写
真
を

撮
る
気
持
ち
を
駆
り
立
た
せ
る
。
会
員
達
は
ひ
と
つ

の
芸
術
に
つ
い
て
、
心
置
き
な
く
、
意
見
を
交
わ
せ

る
関
係
だ
。「
秀
峰
」
の
会
員
は
、
よ
い
仲
間
同
士

な
の
だ
と
気
づ
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
黒
部
さ
ん
も
中
村
先
生
も
、
ま
た
来
る
と
い
い
よ

と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
来
月
も
も
ち
ろ
ん
参
加
す

る
つ
も
り
だ
。
こ
の
新
し
い
繋
が
り
の
お
か
げ
で
、

写
真
を
通
し
て
毎
日
が
よ
り
充
実
す
る
。

　
写
真
を
撮
る
と
い
う
行
為
は
、
も
ち
ろ
ん
思
い
出

を
残
す
こ
と
で
も
あ
る
が
、
自
分
の
感
性
に
訴
え
た

一
瞬
を
切
り
取
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

瞬
間
を
い
か
に
再
現
す
る
か
。
そ
の
感
動
を
い
か
に

表
現
す
る
か
。
意
図
す
る
も
の
を
伝
え
る
こ
と
へ
の

高
い
意
識
を
、「
秀
峰
」
で
学
ん
だ
。
こ
だ
わ
り
を

持
つ
か
ら
こ
そ
、
狙
っ
た
も
の
が
撮
れ
た
と
き
、
感

動
を
伝
え
た
と
き
の
喜
び
は
大
き
い
も
の
と
な
る
。

　
繋
が
り
が
増
え
、
仲
間
が
増
え
、
見
せ
合
う
機
会

が
多
く
な
る
。
そ
う
し
て
写
真
を
撮
る
こ
と
の
喜
び

を
実
感
す
る
と
、
明
日
も
ま
た
カ
メ
ラ
を
持
ち
出
そ

う
、
と
思
う
の
だ
。

トリミング前の私の写真

左の岩を隠し、秋の葉をより
印象的にみせる
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「つくる」をみつめる　̶第 3篇̶

心と言葉を繋げる詩友会
本誌で聞き取り（16-17 頁「起き上がる朝」）を

している遠
えんどう

藤静
しず え

江さん（79）のことをもっと知

りたくて、私は去年の 11 月から都
つ る

留詩
しゆうかい

友会に参

加している。初めてお会いしたときに、詩が好

きで子どものころから書いていたことをお伝え

すると「詩が好きなら、ぜひ詩友会に入りなよ」

と目を輝かせながら誘ってくださった遠藤さん

の姿が、今も印象深く残っている。

言葉を紡いで作品をつくる人がいる。詩友会に

入ること、詩をつくること、そこから見えてく

るものはなんだろうか。 都留詩友会の詩誌『樹』

都
留
詩
友
会
の
活
動

　
都
留
詩
友
会
は
第
１
週
目
を
除
く
水
曜
日
に
、
都

留
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
く
に
あ
る
遠
藤
さ
ん
の
ご

自
宅
で
夜
８
時
ご
ろ
か
ら
開
か
れ
て
い
る
。
会
員
は

現
在
18
名
。
奇
数
の
月
は
詩
誌『
樹き

』の
作
成
を
し
、

偶
数
の
月
は
作
品
研
究
を
す
る
。

　
１
月
18
日
。
よ
う
や
く
詩
友
会
に
慣
れ
始
め
た
私

だ
が
、
今
回
は
取
材
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
緊
張

感
を
抱
き
な
が
ら
遠
藤
さ
ん
の
ご
自
宅
へ
向
か
う
。

こ
の
日
は
新
年
最
初
の
詩
友
会
で
、『
樹
』
に
載
せ

る
原
稿
（
ゲ
ラ
）
に
誤
字
脱
字
が
な
い
か
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
。『
樹
』
を
作
成
す
る
月
は
そ
れ
ぞ
れ
詩
を

持
ち
寄
り
、
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
製
本
作
業
を
お

こ
な
う
。
発
行
部
数
は
全
部
で
４
０
０
部
ほ
ど
。
印

刷
し
た
あ
と
は
、
機
械
を
使
わ
ず
に
、
自
分
た
ち
の

手
で
一
部
一
部
製
本
を
し
て
い
く
。

　
『
樹
』
は
２
０
１
２
年
１
月
発
行
で
２
３
８
号
に

な
る
。
そ
し
て
今
年
で
37
年
目
を
迎
え
た
。

「
す
ご
く
自
慢
で
き
る
の
は
ね
、詩
友
会
ぐ
ら
い
（
山

梨
県
で
）
会
員
が
賞
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
せ
ん
！　
こ
ん
な
に
（
２
３
８
号
も
）
出
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
詩
友
会
に
入
っ

て
る
っ
て
な
っ
た
ら
誇
り
を
持
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
遠
藤
さ
ん
は
満
面
の
笑
み
で
お
っ
し
ゃ
る
。

　
ま
た
、
詩
友
会
の
発
表
の
場
と
し
て
毎
年
詩
画
展

を
開
催
し
、
去
年
で
23
回
目
に
な
っ
た
。
詩
画
展
を

開
く
前
は
毎
年
朗
読
会
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
今
回

の
取
材
が
き
っ
か
け
で
、２
月
８
日
の
詩
友
会
で
は
、

遠
藤
さ
ん
の
ご
自
宅
に
あ
る
詩
友
会
の
資
料
を
見
な

が
ら
、
長
い
歴
史
を
振
り
返
っ
た
。

　
遠
藤
さ
ん
は
『
樹
』
の
第
１
号
か
ら
現
在
ま
で
の

原
稿
や
、
朗
読
会
、
詩
画
展
の
企
画
書
や
写
真
な
ど

詩
友
会
に
関
す
る
資
料
を
す
べ
て
保
存
し
て
い
る
。

年
代
を
追
っ
て
資
料
を
見
る
と
、
朗
読
会
も
詩
画
展

も
毎
年
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

朗
読
会
で
は
、
会
場
に
シ
ラ
カ
バ
を
植
え
た
鉢
を
置

い
た
り
、
来
場
者
も
一
緒
に
詩
の
朗
読
を
し
た
り
、

自
分
た
ち
が
や
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
次
々
に
や

っ
て
い
た
。「
あ
の
こ
ろ
は
若
か
っ
た
か
ら
な
ん
で

も
で
き
た
」
そ
う
だ
。
詩
画
展
は
、「
最
初
の
こ
ろ

は
子
ど
も
の
展
示
会
み
た
い
」
と
遠
藤
さ
ん
は
振
り

返
っ
て
い
た
。
で
も
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
、

最
近
は
よ
う
や
く
会
員
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
発
揮
で

き
る
展
示
会
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。

　
ア
ル
バ
ム
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
、
朗
読
を
し
て

い
る
人
や
展
示
会
を
見
に
来
た
人
た
ち
は
、
真
剣
だ

っ
た
り
、
楽
し
ん
で
い
た
り
と
発
表
の
場
を
満
喫
し
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遠藤さんのご自宅にある詩友会の資料。数十冊
のアルバムとファイルに保存してある

て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
思
わ
ず
私
も
そ

の
会
場
に
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
。

遠
藤
さ
ん
と
長
い
付
き
合
い
に
な
る

会
員
の
関せ

き
ぐ
ち口
幸さ
ち
え恵
さ
ん
は
「
遠
藤
先
生

の
家
に
行
っ
た
ら
い
つ
で
も
あ
の
こ

ろ
に
戻
れ
る
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
。
最
初
、
37
年
も
続
い
て
い
る
と
聞

い
て
も
な
か
な
か
実
感
が
な
か
っ
た

が
、
遠
藤
さ
ん
た
ち
の
詩
友
会
の
思
い

を
聞
き
、
資
料
を
見
る
こ
と
で
、
37
年

分
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
こ
れ
ま
で
の

歩
み
が
見
え
て
き
た
。
今
ま
で
の
積
み

重
ね
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
の
詩

友
会
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
続

い
て
い
く
。

「
人
間
っ
て
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も

い
い
っ
て
な
る
と
、
や
ら
な
く
な
る
の

よ
。
で
も
、
詩
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
書

き
た
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
み
ん

な
で
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
じ
ゃ
な
い
！

一
人
じ
ゃ
で
き
な
い
よ
。
み
ん
な
の
力

が
集
結
し
て
会
が
で
き
る
。
み
ん
な
を

巻
き
込
ん
で
や
る
。
こ
れ
っ
て
す
ご
い

こ
と
だ
と
思
う
の
ね
」

遠
藤
さ
ん
は
詩
友
会
へ
の
思
い
を
そ
う
語
る
。
私
自

身
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
も
詩
を
書
こ
う
と
い
う
思

い
は
あ
っ
た
も
の
の
、
何
か
と
理
由
を
つ
け
て
あ
ま

り
書
い
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
、
詩
友
会
に
入
っ
て

か
ら
は
積
極
的
に
詩
を
書
い
て
い
る
。
自
分
だ
け
で

は
な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
こ
と
で
も
、
誰
か
と
一

緒
な
ら
継
続
で
き
る
。
遠
藤
さ
ん
は
自
分
が
好
き
な

こ
と
を
、
そ
の
こ
と
が
好
き
な
誰
か
と
共
有
す
る
こ

と
を
大
切
に
し
て
い
る
。
自
分
一
人
だ
け
で
活
動
し

て
い
た
ら
、
出
会
え
な
か
っ
た
人
や
作
品
が
た
く
さ

ん
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
が
私
は
と

て
も
好
き
だ
し
、こ
れ
か
ら
も
見
習
っ
て
い
き
た
い
。

詩
へ
の
思
い

　
詩
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
好
き
な
の
か
を
遠
藤
さ
ん

に
尋
ね
る
と
、

「
詩
を
書
く
の
は
大
変
な
こ
と
よ
。
い
つ
で
も
心
に

留
め
て
お
か
な
き
ゃ
書
け
な
い
で
し
ょ
。
で
も
、
書

か
な
き
ゃ
毎
日
の
生
活
が
ふ
つ
う
に
流
れ
て
い
く
け

ど
、
詩
を
書
く
と
、
こ
れ
は
詩
に
な
る
か
な
っ
て
絶

え
ず
思
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
こ
が
、詩
の
い
い
と
こ
ろ
」

と
お
っ
し
ゃ
る
。
遠
藤
さ
ん
に
と
っ
て
詩
は
「
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
」
だ
。
詩
へ
の
思
い
を
聞
い
て
、
私
に

も
共
通
す
る
点
が
あ
り
、
す・

・

・
と
ん
と
腑
に
落
ち
た
。

　

私
が
ど
う
や
っ
て
詩
を
書
く
の
か
と
考
え
た
と

き
、
自
分
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
も
あ
る
け

れ
ど
、
あ
る
物
事
と
じ
っ
と
向
き
合
い
な
が
ら
時
間

を
か
け
て
書
く
こ
と
が
多
い
。
物
事
か
ら
何
が
見
え

て
、
何
が
聞
こ
え
る
か
。
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
見

た
り
、
何
か
違
う
も
の
と
結
び
つ
け
た
り
す
る
と
、

自
分
で
も
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
言
葉

が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
流
れ
る
時
間
の
な
か
で
い
つ
ま
で
も
残
し
て
お
き

た
い
瞬
間
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
瞬
間
を
切
り
取
り
、

も・

・の
と
し
て
、
目
に
見
え
る
形
に
す
る
。
詩
は
写
真

や
絵
と
違
っ
て
、
パ
ッ
と
見
た
だ
け
で
は
何
を
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、
読
め

ば
読
む
ほ
ど
、
そ
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る
書
き
手
の

思
い
が
見
え
て
く
る
。
自
分
の
詩
を
あ
と
で
読
み
返

す
と
、
書
い
た
と
き
の
自
分
の
思
い
が
詩
か
ら
伝
わ

っ
て
き
て
、そ
の
と
き
の
自
分
に
戻
れ
る
気
が
す
る
。

少
し
恥
ず
か
し
い
し
、
照
れ
く
さ
い
け
ど
、
い
つ
で

も
過
去
の
自
分
に
戻
れ
る
こ
と
は
、
一
歩
進
む
た
め

に
大
切
な
こ
と
だ
と
私
は
思
う
。

　
私
に
と
っ
て
の
詩
は
、
物
事
を
さ
ま
ざ
ま
な
切
り

口
で
見
つ
め
ら
れ
る
場
所
で
あ
り
、
そ
の
と
き
の
自

分
の
思
い
を
留
め
て
お
け
る
場
所
で
も
あ
る
。
だ
か

ら
私
は
詩
を
書
く
こ
と
が
好
き
な
の
だ
。

　
　
　
　
　 

前
澤
志
依
（
国
文
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真

詩誌『樹』の製本作業。一枚一枚紙を重ねる作
業はつい没頭してしまう
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先
生

訪

最
終
回
　
学
び
を
た
の
し
む

冬
の
寒
さ
の
前
で
は
、
人
は
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。

だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

か
じ
か
む
指
を
あ
た
た
め
な
が
ら
、
何
か
に
一
生
懸
命

打
ち
込
ん
で
い
る
人
の
姿
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
ま
で
勇

気
づ
け
ら
れ
る
。

今
回
の
先
生
は
、
小
形
山
で
ピ
ア
ノ
を
中
心
と
し
た
音

楽
教
室
を
開
い
て
い
る
藤ふ
じ
も
と本
多た

も

ん門
さ
ん
（
38
）
だ
。

ピ
ア
ノ
の
世
界
は
音
の
世
界
。
見
て
比
べ
た
り
、
言
葉

で
伝
え
た
り
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

ピ
ア
ノ
と
い
え
ば
習
い
事
の
定
番
だ
と
思
っ
て
い
た

け
れ
ど
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も

多
い
。

ど
ん
な
思
い
で
教
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

教室のレッスンのようす。手前が藤本さん
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音
の
捕
ま
え
か
た

　

　
2
月
4
日
午
後
5
時
半
、
く
ね
っ
た
道
を

1
人
歩
き
な
が
ら
、
ま
だ
厳
し
い
寒
さ
に
白

い
息
を
吐
い
た
。
富
士
急
行
線 

田
野
倉
駅

か
ら
10
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
に
「
小
形
山

カ
フ
ェ
音
楽
教
室
」
は
あ
る
。
長
屋
の
よ
う

な
建
物
の
一
番
奥
へ
と
回
り
込
ん
で
、
ノ
ッ

ク
し
て
か
ら
ド
ア
を
開
け
る
。
ほ
の
か
な
温

か
さ
と
談
笑
が
私
を
出
迎
え
た
。

　
こ
の
小
形
山
カ
フ
ェ
音
楽
教
室
は
、
幼
稚

園
児
か
ら
社
会
人
ま
で
、
年
代
を
限
定
せ
ず

さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
の
が

特
徴
だ
。８
畳
く
ら
い
の
部
屋
の
な
か
に
は
、

エ
レ
ク
ト
ー
ン
と
キ
ー
ボ
ー
ド
、
そ
し
て
ピ

ア
ノ
。
反
対
側
に
は
勉
強
机
が
あ
る
。
兄
弟

で
レ
ッ
ス
ン
に
来
る
生
徒
も
い
る
た
め
、
1

人
が
レ
ッ
ス
ン
す
る
あ
い
だ
、
も
う
1
人
は

勉
強
机
で
宿
題
を
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
ら
し
い
。　

こ
の
日
来
て
い
た
生
徒
は

小こ
ば
や
し林
永な
な
み並
く
ん
（
14
）。
都
留
第

一
中
学
校
の
2
年
生
だ
。
部
活

な
ど
の
近
況
と
少
し
の
雑
談
を

し
た
あ
と
、レ
ッ
ス
ン
が
始
ま
っ

た
。
永
並
く
ん
が
か
ば
ん
か
ら

取
り
出
し
た
の
は
、「
ソ
ナ
タ
第

8
番『
悲
愴
』第
2
楽
章
」。
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
数
あ
る
曲
の
な

か
で
も
有
名
な
曲
だ
。
ど
う
や

ら
今
日
か
ら
こ
の
曲
を
練
習
し

て
い
く
ら
し
い
。
一
度
藤
本
さ

ん
が
さ
ら
り
と
弾
い
て
く
れ
た
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
リ
ズ
ム
と
、

物
悲
し
い
の
に
ど
こ
か
優
し
い
旋
律
が
耳
を

満
た
す
。続
い
て
永
並
く
ん
も
弾
い
て
み
る
。

確
か
め
る
よ
う
に
何
度
も
同
じ
鍵
盤
を
叩
く

演
奏
は
、
ま
だ
拙
い
も
の
だ
。
そ
れ
で
も
何

と
か
1
フ
レ
ー
ズ
を
弾
き
終
え
る
と
、
藤
本

さ
ん
は
う
ん
う
ん
と
う
な
ず
い
て
「
ち
ゃ
ん

と
楽
譜
、
読
め
て
る
じ
ゃ
ん
」
と
言
っ
た
。

　
「
じ
ゃ
あ
こ
の
曲
は
何
調
で
し
ょ
う
」。
ま

る
で
ク
イ
ズ
の
よ
う
に
、
藤
本
さ
ん
が
問
い

か
け
る
。
ヘ
音
記
号
の
隣
に
4
つ
並
ん
だ
フ

ラ
ッ
ト
の
マ
ー
ク
は
、
ラ
・
シ
・
レ
・
ミ
の

音
に
そ
れ
ぞ
れ
当
て
は
ま
る
。「
悲
愴
」
は

ラ
の
フ
ラ
ッ
ト
が
主
音
に
な
る
変
イ
長
調
の

曲
だ
。「
何
調
か
で
曲
の
世
界
が
変
わ
る
か

ら
ね
。
一
つ
の
国
み
た
い
な
も
の
だ
と
思
っ

て
」
と
話
す
。
調
が
変
わ
る
と
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
試
し
に
、
藤

本
さ
ん
が
シ
ャ
ー
プ
や
フ
ラ
ッ
ト
が
ま
っ
た

く
な
い
ハ
長
調
で
「
悲
愴
」
を
弾
い
て
み

る
。
明
る
く
て
華
や
か
で
、
変
イ
長
調
の
持

つ
、
悲
し
み
に
浸
る
よ
う
な
重
さ
は
な
い
。

本
当
に
世
界
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
。ほ
か
に
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

た
い
て
い
の
曲
は
右
手
で
メ
ロ
デ
ィ
を
奏

で
、
左
手
で
伴
奏
を
す
る
け
れ
ど
、「
悲
愴
」

の
場
合
は
右
手
で
メ
ロ
デ
ィ
と
伴
奏
を
こ
な

し
、
左
手
で
伴
奏
と
ベ
ー
ス
を
弾
く
こ
と
も

教
え
て
く
れ
た
。
左
右
の
手
に
そ
れ
ぞ
れ
割

り
振
ら
れ
た
複
雑
な
役
割
が
、
こ
の
曲
に
更

に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
曲
の

構
成
を
理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

私
が
幼
い
こ
ろ
に
や
っ
て
い
た
エ
レ
ク
ト
ー

ン
の
記
憶
を
引
っ
張
り
出
し
な
が
ら
、
何
と

か
つ
い
て
い
け
る
程
度
だ
。
け
れ
ど
曲
の
仕

組
み
や
特
徴
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
と
、「
悲

愴
」
の
美
し
い
旋
律
に
は
き
ち
ん
と
し
た
裏

付
け
が
あ
る
の
だ
と
わ
か
る
。

　
30
分
の
レ
ッ
ス
ン
を
終
え
、
最
後
に
永
並

く
ん
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
「
ト
ル
コ
行
進

曲
」
を
弾
い
て
く
れ
た
。
過
去
に
練
習
し
た

も
の
を
思
い
出
し
な
が
ら
の
演
奏
だ
っ
た
た

め
、
少
し
た
ど
た
ど
し
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

け
れ
ど
弾
む
よ
う
な
調
子
が
心
地
い
い
。
今

回
の
「
悲
愴
」
と
は
明
ら
か
に
違
う
雰
囲
気

の
曲
だ
。
何
故
「
悲
愴
」
を
選
ん
だ
の
か
聞

い
て
み
る
と
、
藤
本
さ
ん
が
次
の
お
題
と
し

て
選
ん
で
き
た
3
曲
の
な
か
か
ら
こ
れ
を
気

に
入
っ
て
始
め
た
の
だ
と
言
う
。
永
並
く
ん

小形山カフェ音楽教室の看板とポスター
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は
ず
っ
と
ジ
ャ
ズ
な
ど
の
明
る
く
て
テ
ン
ポ

の
早
い
曲
を
や
っ
て
い
た
ら
し
い
。「
こ
こ

ら
辺
で
1
曲
ゆ
っ
た
り
と
し
た
曲
を
ス
カ
ッ

と
弾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
か
っ
こ
い
い
と

思
っ
て
」
と
藤
本
さ
ん
は
笑
う
。

　
永
並
く
ん
は
小
学
2
、
3
年
生
の
こ
ろ
か

ら
2
人
の
姉
に
つ
い
て
く
る
形
で
ピ
ア
ノ
を

始
め
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
練
習

が
好
き
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
け
れ
ど
、

最
近
に
な
っ
て
急
に
や
る
気
が
湧
い
て
き
た

の
だ
と
か
。
藤
本
さ
ん
い
わ
く
、
元
か
ら
音

楽
が
好
き
な
子
な
ら
ば
ど
こ
か
で
ス
イ
ッ
チ

が
入
る
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。「
何
で
、
今

ま
で
ち
ゃ
ん
と
練
習
し
て
な
か
っ
た
の
か
わ

か
ん
な
い
や
」。
永
並
く
ん
は
少
し
照
れ
く

さ
そ
う
に
言
っ
た
。

「
レ
ッ
ス
ン
は
た
の
し
い
」

　
「
小
形
山
カ
フ
ェ
音
楽
教
室
」
と
い
う
少

し
変
わ
っ
た
名
前
。
藤
本
さ
ん
は
「
別
に
喫

茶
店
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す

が
」
と
苦
笑
い
す
る
。
由
来
は
、
弟
さ
ん
と

一
緒
に
組
ん
で
い
た
バ
ン
ド
の
名
前
か
ら
。

一
曲
の
音
楽
は
、
人
生
を
大
き
く
変
え
て
く

れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
人
の

気
分
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
変
え
て
く
れ
る
。

そ
の
ほ
ん
の
少
し
が
、
カ
フ
ェ
で
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
ん
だ
時
の
気
持
ち
に
似
て
い
る
。
そ
う

藤
本
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

　
藤
本
さ
ん
の
音
楽
へ
の
入
り
口
は
、
小
学

1
年
生
か
ら
始
め
た
エ
レ
ク
ト
ー
ン
だ
っ

た
。
高
校
の
と
き
に
初
め
て
男
性
の
先
生
に

習
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
当
時
は
男
性
で

エ
レ
ク
ト
ー
ン
の
指
導
を
し
て
い
る
人
は
珍

し
く
、
自
分
が
誰
か
に
楽
器
を
教
え
る
と
い

う
発
想
が
出
て
き
た
の
も
そ
の
と
き
か
ら
か

も
し
れ
な
い
、
と
振
り
返
る
。
高
校
卒
業
後

か
ら
、
本
格
的
に
ピ
ア
ノ
も
学
び
始
め
、
現

在
は
教
室
で
の
指
導
の
か
た
わ
ら
、
地
域
の

ホ
ー
ル
で
の
演
奏
会
や
自
身
で
作
曲
し
た
ピ

ア
ノ
曲
の
Ｃ
Ｄ
制
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
幅
広
い
年
代
の
人
と
関
わ
っ
て
い
る
藤
本

さ
ん
は
、
教
え
か
た
も
年
代
や
生
徒
の
性
格

を
考
慮
し
て
決
め
る
。
幼
稚
園
の
生
徒
に
は

テ
キ
ス
ト
に
沿
い
な
が
ら
童
謡
な
ど
の
身
近

な
音
楽
か
ら
始
め
て
い
き
、
感
覚
を
つ
か
ん

で
も
ら
う
。
ま
た
、
藤
本
さ
ん
が
手
作
り
し

た
音
符
や
休
符
の
記
号
の
つ
い
た
カ
ー
ド

ゲ
ー
ム
や
、
30
秒
で
指
示
さ
れ
た
音
を
何
個

弾
く
こ
と
が
で
き
る
か
を
競
う
ゲ
ー
ム
で
、

た
の
し
み
な
が
ら
覚
え
て
も
ら
う
。

　
小
中
学
生
か
ら
は
、
テ
キ
ス
ト
を
基
礎
に

し
て
調
や
和
音
を
学
ば
せ
る
。
あ
る
程
度
技

術
が
身
に
着
い
た
ら
好
き
な
曲
を
や
ら
せ
て

あ
げ
る
の
も
飽
き
さ
せ
な
い
コ
ツ
だ
。
社
会

人
を
は
じ
め
大
人
の
場
合
は
、
教
室
に
来
る

時
点
で
弾
き
た
い
曲
が
あ
っ
た
り
目
標
が

し
っ
か
り
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
基
礎
も
や
る
も
の
の
な
る
べ
く
早
い
段

階
で
好
き
な
曲
も
レ
ッ
ス
ン
し
て
い
く
。

　
ど
の
年
代
を
相
手
に
し
て
い
て
も
、
ピ
ア

ノ
や
音
楽
を
た
の
し
み
、
上
手
く
弾
け
て
喜

ぶ
生
徒
の
姿
を
見
た
い
と
い
う
思
い
は
変
わ

ら
な
い
。
そ
の
曲
の
お
い
し
い
と
こ
ろ
、
音

楽
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
た
の
し
み
か
た
を

教
え
た
い
と
藤
本
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。
そ

れ
は
、
藤
本
さ
ん
自
身
が
誰
か
に
習
う
こ
と

が
好
き
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
先
生
の
指

導
を
受
け
て
「
自
分
は
な
ん
て
で
き
て
い
な

い
ん
だ
！
」、「
こ
こ
ま
で
や
れ
る
ん
だ
！
」

と
気
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
レ
ッ
ス
ン
の
醍

醐
味
だ
と
藤
本
さ
ん
は
思
う
。

「
レ
ッ
ス
ン
は
た
の
し
い
」

そ
う
語
る
藤
本
さ
ん
の
顔
は
、
ピ
ア
ノ
教
室

の
先
生
で
も
あ
り
ピ
ア
ノ
を
追
求
す
る
演
奏

者
で
も
あ
り
、
た
だ
た
だ
音
楽
が
好
き
な
一

人
の
男
性
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

　
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
、
言
葉
に
で

き
な
い
感
情
を
味
わ
っ
た
り
、
無
条
件
に
た

の
し
い
と
感
じ
た
り
、
音
楽
は
い
ろ
い
ろ
な

た
の
し
み
か
た
が
で
き
る
、
と
藤
本
さ
ん
は

言
う
。
ピ
ア
ノ
を
弾
く
ば
か
り
で
な
く
、
Ｃ

Ｄ
を
聴
い
た
り
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
た
り
、

藤本さん手作りの音符カード
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た
の
し
む
手
段
も
一
つ
で
は
な
い
。
ピ
ア
ノ

を
通
し
て
音
楽
を
た
の
し
ん
で
ほ
し
い
、
で

き
れ
ば
生
徒
が
藤
本
さ
ん
の
手
を
離
れ
て

も
、
音
楽
を
た
の
し
む
心
を
持
ち
続
け
て
ほ

し
い
、
と
い
う
の
が
藤
本
さ
ん
の
願
い
だ
。

「
教
室
を
や
め
た
あ
と
で
も
『
今
も
弾
い
て

る
よ
』
っ
て
言
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
嬉
し
い

か
な
」

と
も
に
た
の
し
む

　
私
が
小
・
中
学
生
の
こ
ろ
、
学
校
で
も
習

い
事
で
も
、
先
生
と
い
う
の
は
自
分
の
な
か

で
と
て
も
大
き
な
存
在
だ
っ
た
。
け
れ
ど
、

先
生
が
生
徒
の
人
生
の
な
か
で
関
わ
れ
る
時

間
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
長
年

に
わ
た
っ
て
教
え
て
い
た
と
し
て
も
、
習
い

事
の
先
生
な
ら
ば
、
じ
っ
さ
い
に
生
徒
と

会
っ
て
話
す
機
会
は
一
週
間
に
１
、２
回
程

度
だ
。
前
回
の
取
材
で
書
道
教
室
の
先
生
の

も
と
を
訪
れ
た
と
き
、
先
生
と
は
責
任
重
大

だ
と
感
じ
た
。
け
れ
ど
、
使
命
感
や
気
負
い

ば
か
り
と
い
う
の
も
、
な
ん
だ
か
違
う
よ
う

な
気
が
す
る
。

　
藤
本
さ
ん
は
「
ち
ょ
っ
と
変
わ
る
、
何
か

が
変
わ
る
、
そ
れ
く
ら
い
で
ち
ょ
う
ど
い
い

と
思
い
ま
す
」
と
話
し
て
い
た
。
き
っ
と
そ

の
通
り
な
の
だ
ろ
う
。
ど
れ
だ
け
た
く
さ
ん

の
知
識
や
高
度
な
技
術
を
詰
め
込
ん
だ
と
し

て
も
、
先
生
か
ら
離
れ
た
途
端
に
「
や
り
た

く
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
は
意
味
が

な
い
。
藤
本
さ
ん
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、

「
ピ
ア
ノ
は
た
の
し
い
、
音
楽
は
た
の
し
い
」

と
い
う
気
持
ち
が
生
徒
の
心
に
残
り
続
け

る
。
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
、
人
の
心
の

ち
ょ
っ
と
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
ど

ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
。

　
私
は
こ
れ
ま
で
４
回
に
わ
た
っ
て
、
都
留

の
習
い
事
の
先
生
を
追
い
か
け
て
き
た
。
ど

の
先
生
も
人
と
関
わ
る
こ
と
が
大
好
き
な
あ

た
た
か
い
人
で
、
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
考
え

を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
私
の
な
か
で
の
「
教
え
る
」

と
は
、「
学
ぶ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。

「
音
楽
っ
て
な
く
て
も
死
ぬ
わ
け
じ
ゃ
な
い

で
す
よ
ね
。
で
も
そ
れ
が
逆
に
人
間
ら
し
い

と
思
う
ん
で
す
」
藤
本
さ
ん
は
そ
う
語
る
。

着
付
け
の
手
順
が
間
違
っ
て
い
て
も
、
自
然

の
な
か
で
遊
ぶ
機
会
が
な
く
て
も
、
き
れ
い

な
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
死
ぬ

わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
、
人
は
そ
れ
を
や

り
た
い
と
思
う
。も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
。

　
人
間
は
動
物
の
な
か
で
唯
一
自
分
の
意
思

で
学
ぶ
生
き
も
の
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
け
れ
ど
そ
の
な
か
に
喜
び
や
た
の
し
さ

が
な
け
れ
ば
、
一
生
学
び
続
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
だ
か
ら
藤
本
さ
ん
は
生
徒
に
た
の

し
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
何
よ
り
も
大
事
に
し

て
い
る
の
だ
と
思
う
。
今
ま
で
出
会
っ
て
き

た
先
生
も
み
な
生
徒
に
教
え
る
な
か
で
、
自

分
自
身
が
新
し
い
発
見
を
し
た
り
上
達
で
き

る
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
た

の
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
考
え
て
み
て
、
ま

だ
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
け
れ

ど
、
何
か
を
つ
か
め
た
よ
う
な

気
が
す
る
。
き
っ
と
学
ぶ
こ
と

の
本
質
は
た
の
し
む
こ
と
で
、

先
生
と
生
徒
と
い
う
関
係
を
通

し
て
お
互
い
に
教
え
合
う
こ
と

は
、
そ
の
た
の
し
み
を
誰
か
と

共
有
す
る
こ
と
な
の
だ
。

　
私
は
来
年
度
５
月
に
中
学
校
で
教
育
実
習

を
す
る
予
定
だ
。
も
し
か
し
た
ら
辛
い
こ
と

や
大
変
な
こ
と
、
想
像
と
は
違
う
こ
と
も

待
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
、
も
う
私
の
な
か
に
言
い
知
れ
ぬ
不
安
は

な
く
な
っ
た
。
一
緒
に
た
の
し
み
な
が
ら
生

徒
と
向
き
合
っ
て
み
た
い
、
ち
ょ
っ
と
で
も

人
と
関
わ
る
こ
と
で
、
教
え
る
こ
と
の
意
味

を
も
っ
と
深
め
て
い
き
た
い
、
と
い
う
気
持

ち
が
わ
い
て
く
る
。
も
し
ま
た
「
教
え
る
」

と
い
う
こ
と
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
こ
こ
に
書
き
残
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ま

で
は
先
生
と
い
う
道
を
前
進
し
て
み
る
。帰りぎわ、玄関をふと見上げると喫茶店のよう

な看板が

大
澤
か
お
り
（
社
会
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真
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10 周年に向けて

みなさまに支えていただき、来年度『フィールド ･ノート』は

発行10周年を迎えます。そこで、73号～76号の４回にわたって、

「10 周年企画」を計画しています。

私たちにとっての『フィールド ･ノート』とはなにか。どんな

ことを大切にしながら活動をしてきているのか。今までの歩み

を振り返り、新たなスタートへとつなげる節目の企画として進

めていきたいと思います。　　　　　　　　　　(10周年企画班)
10周年に向けて鋭意制作中

10周年企画のロゴ

麦踏み

　12月 23日、中屋敷フィールドの畑で「麦踏み」をおこない

ました。麦の芽を足で踏むことで伸び過ぎをおさえ、根張りをよ

くするための作業です。

　毎年麦をつくってきた畑では生長がまばらでしたが、このたび

道具小屋の正面に拡張した畑には、より多くの芽が出て青々と

育っていました。渡
わたなべ

邊宗
む ね お

男さん（81）の「もっと厚く播け」と

いう教えによって、小屋の正面は麦の量を多めに播いたことも一

因かと思われますが、播く麦を変えたことや（71号をご覧くだ

さい）、日当たりなども関係しているかもしれません。今後も成

長のしかたに注目しながら作業を続けていきます。　（牛丸景太）

一列ごとにみんなで「カニ歩き」

梅の剪定

　１月26日、梅の剪
せんてい

定をおこないました。観察小屋の屋根に登り、張り

だした枝から長く伸びているところを剪定ばさみで切ってゆきます。間近

で枝を見ると、小鳥の卵のてっぺんが外れたようなかたちのものが生えて

いるのを見つけたり（あとでイラガのマユだとわかりました）、太くて梅

の木より強そうなツル（ツルウメモドキ）が巻き付いているのがわかった

り、梅の花芽がふくらんでいることにも気がつきました。上のほうにある

果樹園ではもう咲いていたそうです。

　この日、中屋敷フィールドは一面雪に覆われていました。一段と寒さが

増していくこのころに、梅は花を咲かせるとは！　わたしにとって梅はま

た一歩気になる存在になりました。たくさん花を咲かせて実をつけますよ

うに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（香西恵）からまっているツルを切る

中屋敷フィールド
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　1月26日、富士急行線 都留文科大学前駅構内の展示替えをおこ

ないました。カメムシが壁の隙間で越冬していました。今回の展示

は、本学の「博物館各論」を受講している学生が講義内で制作した

ものを掲示してあります。木の実のクイズや都留市の風景の写真、

意外と知らないムササビとモモンガの違いなどを紹介した展示で

す。ほかにも、都留文科大学や都留市の歴史などについて、さまざ

まな情報を紹介してあります。駅にお越しのさいは、ぜひご覧くだ

さい。　　　　　　　　（地域交流研究センター職員　今泉圭一朗）

駅の展示替え

駅構内で展示を張り替えているところ

キジがビオトープに
　編集室の大掃除をしていた12月 26日、イネの穂をつついて食べている

オスのキジを編集室前のビオトープで発見しました。近寄ると、ヒトの気配

を敏感に察知し、ドウダンツツジの茂みに隠れてしまいます。1時間くらい、

どうにか写真を撮れないかとキジとの攻防戦を繰り広げて、ようやくその姿

を一枚、カメラに収めることに成功しました。

　キジはどこからやってきたのか、近くに住みついているのか、疑問は次々

に浮かんできましたが、ただただ大学にキジが舞い降りた事実に驚くだけで

した。動物園でしか見たことがなかったキジを、日常のふとした瞬間に観察

できる。その不思議さ、特別さにあらためてこの地の魅力を感じたひととき

でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（﨑田史浩）このあと自然科学棟のほうへ飛び去った

味噌完成！

　2月 15日、発酵するのを待って、編集室で保管していた味噌の

樽を開けました。この味噌は去年の2月下旬、編集部でお世話になっ

ている本学印刷室の前田太
たいじ

二 (62) さんの味噌づくりに参加させて

いただき、仕込んだものです。

　みんなで蓋を取ると味噌のいい香りが広がりました。中身をかき

混ぜたらいよいよ味見です。塩辛さも少しあるけれど、全体的にま

ろやかで優しい味に仕上がっていました。そのあと、シメジ・カブ・

ネギを餅と一緒に鍋に入れ、味噌で味付けした雑煮をつくりました。

手づくり味噌はこれからどんどん活躍の場を広げていきそうです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（深澤加奈）

表面のカビをスプーンで取り除くようす

FIELD･NOTE NEWS 2011.12~2012.2

本誌編集部＝写真

深澤加奈 ( 国文学科１年 )＝イラスト
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ひゅるるーん、と北風小僧がまちにやってくるなかで、

聞こえてくる子どもたちのはしゃぎ声。雪が降った次

の日に外に出てみると、ちょこんと姿を現した雪だるまやか

まくら、ソリの跡を発見。雪の日は冬でも外でおもいっきり遊

べる絶好のチャンスのようです。私も子どものころは雪が積も

るととにかく嬉しくて寒さなんか忘れて朝から晩まで遊んでい

たなぁ、としみじみ。「大人も風の子」でありたい、と身を縮

こませながら思うのでありました。　　　　          （前澤志依）

ばいとをしているお店によくいらっしゃるお客さん。会

うたびに優しい笑顔で元気をくださるそのかた、ふだ

んはカフェを経営しているのです。そのカフェに行きたくてう

ずうずしていたのですが、ようやく暇をみつけて友達と行った

冬の日。手作りのケーキが何種類もあるなかから、チョコレー

トケーキを注文しました。すると、友達のぶんも含めて、温か

いカフェラテと紅茶をごちそうしてくれたのです。「バイトが

んばってね」と。バイトをしていて広がる出会いもまた、心の

励みになりますね。　　　　　　　　　　　　　　  (﨑田史浩）

寒い冬、ホッとするひととき

りんとした冬の空気はとても爽やかで、深呼吸すると気

持ちが引き締まります。しかしそれは暖かい空間に身

を置けばこそ、よりその清々しさに気づけるのでしょう。この

季節はやはり暖房機器のありがたさをつくづく感じます。前号

と今号で昔の暖の取り方について取材したためでしょうか、今

年の冬は愛用のヒーターに感謝の念を禁じえません。寒い朝、

ヒーターの前でしばらくじっとして過ごすのが、幼いころから

変わらない私の朝の習慣、ささやかな幸福のひとときです。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(牛丸景太)

編集後記
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