
no. 74 Sep.

第2回

10 周年企画 

『フィールド・ノート』の活動を振り返る

都留文科大学 地域交流研究センター 
フィールド・ミュージアム部門 機関誌 
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特 集

鐘、響き、思い。

手作りの音に耳を澄まして

～身近に感じる古典の世界～

ホトトギスの声が聞こえる

はるちゃんの都留生きもの図鑑
～カジカガエルを探しに～

都留市のあいことば
─方言調査から見えたもの─
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特集

no.74 Sep.

手作りの音に耳を澄まして

はるちゃんの都留生きもの図鑑

ホトトギスの声が聞こえる

鐘、響き、思い。

都留市のあいことば

音を聞く姿勢

『フィールド・ノート』では「都留の自然と人との交流」をテーマ

に、地域の自然・人・文化に関する情報を記録し、発信していま

す。裏表紙のロゴの絵はアメリカのナチュラリスト、ヘンリー・ 

Ｄ・ソローの著書『ウォールデン 森の生活』の初版本扉に、ソ

ローの妹ソフィアが描いたものです。ロゴにそえられている「Grow

Wild」はソローの言葉で、その思想をわたしたちも大切にしたいと

の想いを込めました。バックナンバーは都留文科大学コミュニケー

ションホール地下１階の地域交流研究センターにありますので気

軽にいらしてください。

～身近に感じる古典の世界～

～カジカガエルを探しに～

7 月 25 日、観察に行く途

中の川辺でキセキレイの

ひなに出会いました。

この世界に生まれてき

て、最初にどんな音を聞

いたのでしょうか。

撮影者：北垣憲仁

表 紙 写 真

工房のドアをくぐると

都留市の旧 5町村を巡る (2) 旧宝村

ひろいもの

フィールド暦

小さな畑から

おはよう都留

水路散策 

発見譚

家中川を追って

宝の「たから」探し

5. ひろうかどうか

－収穫の季節－

～書道教室を訪れて～

－方言調査から見えたもの－

フィールド・ミュージアムのたのしみ 第18回

センサーカメラが写した動物たち

起き上がる朝

富士路を歩く会

10周年企画 第2回

Field・Note News

編集後記

谷の町・史の里 谷村にあった映画館のこと① ｢ヤエイ｣ と私

－子どもたちの遊び－

『フィールド・ノート』の活動を振り返る
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特 集

わたしたちのまわりには、音があふれている。

人の話し声や動物の鳴き声、
ふだんの生活や自然のなかにある音。
どんな場所にもたくさんの響きがあり、
わたしたちはそのなかで暮らしている。

でも、一つひとつの音を
意識して聞いたことがあるだろうか。

振り返ってみると、
そういう体験はあまりない。

少し立ち止まって身近な音に耳をすませよう。
なにか新しいことに気がつくかもしれない。

音の背後に隠れているものを考えながら
それぞれが気になった音を追いかけてみた。

FIELD.NOTE



8月9日　長慶寺前の夏狩湧水　(都留市夏狩にて)
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白
石
さ
ん
の
風
鈴
に
出
会
う

 　
「
白
石
ガ
ラ
ス
工
房
」
は
大
月
市
真ま

ぎ木
に
あ
る
。
緑

に
囲
ま
れ
車
の
通
り
も
少
な
い
、
静
か
な
場
所
だ
。
7

月
27
日
。
工
房
の
外
に
置
か
れ
た
椅
子
に
座
っ
て
お
話

を
伺
う
。
白
石
さ
ん
が
初
め
て
き
ら
き
ら
し
た
も
の
に

興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
、
小
さ
い
こ
ろ
の
ビ
ー
玉

遊
び
。
大
学
生
の
時
、
日
本
初
の
ガ
ラ
ス
専
門
学
校
が

で
き
た
こ
と
を
新
聞
で
知
り
、
大
学
卒
業
と
同
時
に
入

学
な
さ
っ
た
そ
う
だ
。
工
房
を
開
い
た
の
は
今
か
ら
22

年
前
。
お
も
に
ガ
ラ
ス
食
器
の
制
作
を
な
さ
っ
て
い
て
、

風
鈴
を
作
り
出
し
た
の
は
３
、４
年
前
か
ら
だ
。「
エ
コ

と
か
省
エ
ネ
っ
て
言
葉
が
出
だ
し
て
か
ら
か
な
」
と
白

石
さ
ん
。
と
り
わ
け
去
年
、
今
年
と
需
要
が
高
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
そ
う
だ
。「
風
鈴
が
鳴
る
と
、
風

が
吹
い
た
ん
だ
な
っ
て
分
か
る
よ
ね
」。
た
と
え
私
た

ち
に
は
分
か
ら
な
い
ほ
ど
の
微
風
で
も
、
風
鈴
は
そ
の

音
色
で
風
の
存
在
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

「
あ
あ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
」
と
白
石
さ
ん
は
工

房
の
な
か
か
ら
二
つ
の
風
鈴
を
持
っ
て
き
て
、
木
の
枝

に
吊
る
し
て
く
れ
た
。
風
に
吹
か
れ
て
涼
し
げ
な
音
を

奏
で
る
。
そ
の
あ
と
手
元
に
も
別
の
風
鈴
二
つ
を
持
っ

て
き
た
白
石
さ
ん
。
丸
く
て
青
い
模
様
が
い
く
つ
か
付

い
た
ほ
う
を
持
ち
上
げ
て
鳴
ら
し
な
が
ら
「
こ
れ
み
た

い
に
模
様
が
つ
い
て
い
る
と
厚
み
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で

変
わ
る
か
ら
、
な
ん
と
な
く
音
も
複
雑
に
聞
こ
え
ま
せ

ん
か
」。
そ
の
風
鈴
は
ゥ
リ
ー
ン
、
ゥ
リ
ー
ン
と
鳴
っ
て

い
る
よ
う
に
私
に
は
聞
こ
え
た
。
音
の
な
か
に
微
か
な

振
動
を
感
じ
る
。「
こ
っ
ち
は
す
っ
き
り
し
た
音
だ
ね
」

と
も
う
一
つ
、
全
体
が
黄
緑
色
の
シ
ン
プ
ル
な
風
鈴
を

白
石
さ
ん
が
揺
ら
す
と
、
リ
ー
ン
リ
ー
ン
と
高
く
ま
っ

す
ぐ
な
音
が
響
い
た
。
音
は
風
鈴
の
口
の
開
き
具
合
に

よ
っ
て
も
、
こ
も
り
気
味
に
な
っ
た
り
、
大
き
く
な
っ

た
り
す
る
。
手
作
り
の
風
鈴
に
は
同
じ
音
の
も
の
が
一

つ
と
し
て
存
在
し
な
い
の
だ
。

先
日
の
風
物
詩
展
の
よ
う
す
に
つ
い
て
伺
う
と
、

白
石
さ
ん
は
「
き
れ
い
な
音
が
ず
っ
と
鳴
っ
て
い
て
も

良
い
訳
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
お
客
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
好

み
の
音
が
あ
っ
て
。
も
ち
ろ
ん
見
た
目
も
き
れ
い
な
も

の
が
い
い
で
す
け
れ
ど
。
で
も
や
っ
ぱ
り
、
皆
さ
ん
音

で
選
び
ま
す
」。

都留市上谷の「ギャラリー英
はなぶさ

」で 7月 21日まで夏の風物詩展が

開かれていたと私が知ったのは、最終日から３日後のことだった。

ホームページに載せられた案内の写真には、白地に紫色や緑色が

混じった模様の風鈴が写っている。こんな風鈴があるのかと思わ

ず見入ってしまう。一体どんな音がするのだろう。

展示期間は終わってしまったと分かっていても、手作りの風鈴の

音を聞いてみたい。勇気を出して作者の白
しらいしせいいち

石精一さん (57) に電

話をかけると、快く取材を引き受けてくださった。　　　           

　　　　　　　　　　深澤加奈（国文学科２年）＝文・写真・イラスト 
緑に囲まれたたずむ「白石ガラ
ス工房」

白石さん作の風鈴

手作
りの音に耳にに を澄ましてしし
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ス
テ
ン
レ
ス
製
の
パ
イ
プ
に
、
熱
し
た
ガ
ラ
ス
を

巻
き
取
っ
た
後
か
ら
は
手
を
休
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
休
め
れ
ば
、
溶
け
た
ガ
ラ
ス
は
垂
れ
下
が
っ
て
き

て
し
ま
う
。
さ
ら
に
そ
の
状
態
か
ら
風
鈴
の
形
に
し
て

い
く
の
だ
。「
コ
ッ
プ
の
ほ
う
が
簡
単
だ
よ
」
と
笑
い

な
が
ら
白
石
さ
ん
。口
の
開
き
具
合
や
ガ
ラ
ス
の
厚
み
。

音
を
生
み
出
す
も
の
だ
け
に
、
細
か
い
部
分
に
ま
で
気

を
使
う
作
業
に
な
る
。

作
り
始
め
る
と
暑
さ
の
こ
と
は
頭
の
な
か
か
ら
消

え
去
っ
た
。
前
半
の
作
業
は
ほ
ぼ
自
力
で
、
後
半
は
だ

い
ぶ
白
石
さ
ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
、
な
ん
と
か
風

鈴
の
形
が
で
き
た
。

風
鈴
は
５
０
０
℃
に
保
た
れ
た
冷
却
用
の
窯
に
入

れ
、
一
晩
か
け
て
ゆ
っ
く
り
冷
ま
し
て
い
く
。
急
い
で

冷
ま
す
と
ひ
ず
み
が
で
き
て
し
ま
う
そ
う
だ
。「
ど
ん

な
音
に
な
っ
て
る
か
な
」
と
白
石
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、

そ
う
か
、
こ
れ
は
私
が
作
り
出
し
た
音
な
の
か
、
と
気

付
く
と
完
成
が
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
た
。

耳
を
澄
ま
す
と
い
う
こ
と　

　

数
日
後
、
完
成
品
が
届
い
た
。
箱
か
ら
取
り
出

す
。
風
鈴
は
ち
ょ
っ
と
い
び
つ
な
形
に
仕
上
が
っ
て

い
た
。
色
も
思
っ
て
い
た
よ
り
薄
い
。
で
も
手
に
持

自
分
だ
け
の
音

お
話
を
伺
っ
た
後
、
じ
っ
さ
い
に
風
鈴
を
作
ら
せ
て

も
ら
っ
た
。
こ
の
日
の
大
月
市
の
最
高
気
温
は
34
℃
。

作
業
用
の
窯
は
１
２
０
０
℃
に
保
た
れ
て
い
て
、
そ
の

周
辺
は
約
50
℃
だ
そ
う
だ
。
あ
ん
な
に
涼
し
げ
な
風

鈴
が
こ
ん
な
に
暑
い
中
で
作
ら
れ
て
い
る
ん
だ
！　
と

思
い
つ
つ
、
私
は
汗
を
拭
っ
た
。
さ
き
に
、
作
る
過
程

を
白
石
さ
ん
が
一
通
り
実
演
し
て
く
れ
た
が
、
想
像
以

上
に
難
し
そ
う
だ
。

っ
て
揺
ら
す
と
ト
ゥ
イ
ン
、
ト
ゥ
イ
ン
と
丸
み
が
か

っ
た
楽
し
い
音
が
し
た
か
ら
、
見
た
目
は
こ
れ
で
十

分
だ
、
と
妙
に
大
ら
か
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

  

取
材
に
行
く 

ま
で
風
鈴
の
音
は
ど
れ
も
チ
リ
ン
チ

リ
ン
だ
と
私
は
思
っ
て
い
た
。
勝
手
に
そ
う
決
め
つ

け
て
い
た
。
今
な
ら
そ
の
時
の
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
音

に
無
関
心
だ
っ
た
の
か
分
か
る
。
耳
を
澄
ま
し
て
い

る
と
思
っ
て
い
て
も
、
じ
つ
は
そ
れ
は
「
澄
ま
し
て

い
る
つ
も
り
」
だ
っ
た
の
だ
。

　
手
作
り
の
風
鈴
の
音
を
聞
き
、
私
は
作
る
こ
と
を

通
し
て
初
め
て
耳
の
澄
ま
し
か
た
を
知
っ
た
。
風
鈴

の
音
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
る
こ
と
、
聞
く
人

が
違
え
ば
同
じ
音
も
違
う
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
に

気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
何
か
が
大
き
く
変

わ
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
小
さ
な
音
が
聞
こ
え
て

き
た
と
き
、
誰
か
の
話
に
耳
を
傾
け
る
と
き
、
き
っ

と
こ
の
経
験
を
思
い
出
す
。

ガラスを熱する白石さん。ガラスはすぐに固まってしまうため、
作業の合間に何度も窯に入れて熱し直される

①熱したガラスを巻き
取り、パイプに息を吹
き込んで膨らます

②模様となるガラスの
つぶを巻き取る

③ぬれた新聞紙を
手に持ち、表面を
ととのえる

④ひもを通す
部分を作る

⑤口の部分を広
げ、ガラスの厚
みも調整する

〈
風
鈴
作
り
の
流
れ
〉

〈
完
成
〉

届いた風鈴。ゆがみも
愛嬌だろうか
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や
ら
オ
ス
の
よ
う
だ
。

茶
褐
色
で
平
べ
っ
た

い
、
ま
る
で
石
の
よ

う
な
見
た
目
。
そ
し
て
、
背

中
の
ラ
イ
ン
が
お
し
り
に
向

か
っ
て
キ
ュ
ッ
と
締
ま
っ
た
、

た
く
ま
し
い
逆
三
角
形
の
体
。
そ

れ
で
い
て
脚
も
体
長
と
同
じ
４
㎝

ほ
ど
の
長
さ
が
あ
り
、
水
か
き
が
発

達
し
て
い
る
。
指
先
に
は
石
に
し
が
み
つ
く
た
め
の

丸
い
吸
盤
が
目
立
つ
。
姿
か
た
ち
か
ら
、「
こ
の
川

で
生
き
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝

わ
っ
て
く
る
。

曇
り
空
で
少
し
肌
寒
い
日
。
だ
ん
だ
ん
と
薄
暗

く
な
っ
て
き
た
こ
ろ
に
鹿
留
川
へ
。
耳
を
よ
く
す
ま

し
て
み
て
も
、
ま
っ
た
く
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
こ
な

い
。
石
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
ま
わ
っ
て
も
、
全
然
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
。
会
え
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ

つ
つ
、
逆
に
い
つ
で
も
会
え
て
し
ま
っ
た
ら
お
も
し

ろ
く
な
い
は
ず
だ
と
も
思
う
。
い
つ
で
も
会
え
な
い

か
ら
こ
そ
会
っ
て
み
た
い
と
思
う
し
、
時
間
を
か
え

図
鑑
な
ど
で
調
べ
て
み
る
と
、
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル

は
春
先
に
近
く
の
林
な
ど
か
ら
川
に
下
り
て
き
て
、

６
月
か
ら
８
月
ご
ろ
に
か
け
て
繁
殖
活
動
を
す
る
ら

し
い
。
そ
こ
で
、
都
留
市
内
を
流
れ
る
鹿し

し
ど
め
が
わ

留
川
に
向

か
っ
て
み
た
。
耳
を
す
ま
す
と
、
さ
っ
そ
く
鳴
き
声

が
聞
こ
え
て
き
た
。川
の
瀬
音
に
似
て
い
る
よ
う
な
、

涼
し
げ
で
透
き
と
お
る
よ
う
な
鳴
き
声
。
オ
ス
は
こ

の
き
れ
い
な
声
で
メ
ス
に
求
愛
し
て
い
る
の
だ
。
鳴

い
て
い
る
姿
を
す
ぐ
近
く
で
見
る
こ
と
を
目
標
に
、

私
は
し
ば
ら
く
鹿
留
川
に
通
う
こ
と
に
し
た
。

昼
間
の
鹿
留
川
に
や
っ
て
来
た
。
今
日
の
目
的

は
、
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
を
捕
ま
え
て
自
分
の
目
で
観
察

す
る
こ
と
だ
。
図
鑑
に
よ
る
と
、
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
は

水
中
の
石
の
下
に
か
く
れ
て
い
る
ら
し
い
。
何
気
な

く
石
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
る
と
、
さ
っ
そ
く
１
匹

の
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
が
飛
び
出
し
て
、
あ
っ
と
い
う
間

に
す
い
す
い
と
泳
い
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
続
け
て

近
く
の
石
を
め
く
っ
て
い
く
と
、
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
の

捕
獲
に
成
功
。
体
長
は
４
㎝
ほ
ど
。
体
長
と
図
鑑
で

見
た
写
真
の
ほ
っ
そ
り
し
た
よ
う
す
か
ら
、
ど
う

♪フィーフィーフィフィフィフィフィフィ

神奈川県立生命の星・地球博物館で、カエルの鳴き声を

当てる展示を楽しんでいたときのことだった。ボタンを

押すと、とてもカエルとは思えない、鳥のように高くて

上品な鳴き声が聞こえてきた。そのカエルの名は「カジ

カガエル」。私のなかに、じっさいにカジカガエルの鳴

き声を聞いてみたい、見てみたい、という気持ちが一気

にわきあがってきた。　　

　　　　　　    鈴木陽花（初等教育学科３年）＝文・イラスト

　　　　　　    砂田真宏（初等教育学科４年）＝写真
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久
し
ぶ
り
の
鹿
留
川
の
川
岸
に
は
、
た
く
さ
ん
の

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
た
ち
が
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
い
た
。
そ

の
い
っ
ぽ
う
で
、
一
日
中
川
岸
に
い
て
も
、
親
ガ
エ

ル
の
鳴
き
声
は
聞
こ
え
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
全
国
的
に
は
８
月
ま
で
と
さ
れ
る
カ
ジ
カ
ガ
エ

ル
の
恋
の
季
節
だ
が
、
鹿
留
川
の
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
た

ち
の
春
は
、
ひ
と
あ
し
早
く
終
わ
り
を
迎
え
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
。
さ
み
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
く
る
と

と
も
に
、
来
年
の
夏
こ
そ
は
、
あ
の
音
が
生
ま
れ
る

瞬
間
を
見
て
み
た
い
と
強
く
思
う
。

　
　
　
　
　
＊　
　
　
＊　
　
　
＊

　
今
ま
で
の
私
の
生
き
も
の
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方

法
は
、
飼
育
し
て
観
察
す
る
な
ど
、
生
き
も
の
を
こ

ち
ら
に
近
づ
け
る
方
法
ば
か
り
だ
っ
た
。
今
回
の
経

験
か
ら
、
こ
ち
ら
が
生
き
も
の
に
近
づ
い
て
い
き
、

彼
ら
が
自
然
の
な
か
で
生
き
る
姿
を
観
察
す
る
こ
と

の
む
ず
か
し
さ
を
知
っ
た
。
で
も
、
そ
の
む
ず
か
し

さ
を
乗
り
越
え
た
先
に
は
、
よ
り
生
き
も
の
と
近
づ

く
感
覚
が
き
っ
と
待
っ
て
い
る
。
都
留
の
あ
ふ
れ
る

自
然
の
な
か
で
、
生
き
も
の
た
ち
の
自
然
の
ま
ま
の

姿
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　　
今
日
は
夕
暮
れ
時
を
ね
ら
っ
て
鹿
留
川
へ
。
双
眼

鏡
を
も
っ
て
、
遠
く
か
ら
石
の
上
に
カ
ジ
カ
カ
エ
ル

が
い
な
い
か
を
確
か
め
な
が
ら
歩
い
て
い
く
。
す
る

と
、
石
の
上
に
不
自
然
な
か
た
ま
り
が
…
…
カ
ジ
カ

ガ
エ
ル
だ
！　
よ
く
見
な
い
と
本
当
に
石
の
よ
う
で

気
づ
か
な
い
。
近
く
の
石
に
も
４
匹
ほ
ど
の
カ
ジ
カ

ガ
エ
ル
を
発
見
し
た
。
背
中
を
向
け
て
い
た
り
、
横

を
向
い
て
い
た
り
、
水
面
か
ら
頭
だ
け
出
し
て
い
た

り
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な
体
勢
を
し
て
い

て
お
も
し
ろ
い
。

　
今
日
は
少
し
遠
く
か
ら
静
か
に
鳴
く
の
を
待
っ
た

が
、
結
局
１
匹
も
鳴
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
不
思

議
な
こ
と
に
、
川
岸
か
ら

引
き
上
げ
て
歩
い
て
い
る

と
、
さ
っ
き
ま
で
い
た
方

か
ら
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て

た
り
場
所
を
か
え
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
作
戦
を
考
え

る
。
き
っ
と
そ
う
い
う
過
程
が
、
生
き
も
の
と
の
出

会
い
を
た
か
ら
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
だ
。

早
起
き
を
し
て
鹿
留
川
へ
。
お
ひ
さ
ま
の
光
が

気
持
ち
い
い
、
で
も
少
し
暑
い
、
そ
ん
な
夏
ら
し
い

よ
く
晴
れ
た
朝
。
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
の
鳴
き
声
が
、
川

の
瀬
音
を
突
き
抜
け
る
よ
う
に
響
く
。
涼
や
か
な
が

ら
も
、「
こ
こ
だ
よ
、
こ
こ
だ
よ
！
」
と
、
瀬
音
に

負
け
な
い
よ
う
に
、
熱
く
メ
ス
に
届
け
と
鳴
い
て
い

る
声
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
音
は
け
っ
し

て
人
間
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の
音
で
な
く
、
川
の
瀬

音
と
と
も
に
生
き
て
い
く
た
め
の
音
な
の
だ
。

ふ
と
あ
た
り
を
見
渡
し
て
い
る
と
、
偶
然
石
の

上
に
い
る
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
を
発
見
。
背
中
を
あ
た
た

め
て
い
る
よ
う
だ
。「
鳴
か
な
い
か
な
」そ
う
思
っ
て
、

じ
っ
と
静
か
に
鳴
く
の
を
待
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
し

ば
ら
く
待
っ
て
も
い
っ
こ
う
に
鳴
く
気
配
が
な
い
。

ぼ
ー
っ
と
し
て
見
て
い
る
と
、
一
瞬
の
隙
に
向
き
を

か
え
て
水
中
に
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
き
っ
と
人

間
に
は
わ
か
ら
な
い
、
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
独
自
の
タ
イ

ミ
ン
グ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

き
た
。
私
の
存
在
に
気
づ

い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
は
よ
っ
ぽ

ど
警
戒
心
の
強
い
カ
エ
ル

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

オタマジャクシは大きな口で

流されないように石に吸い付く
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キ
ョ
ッ
キ
ョ
ッ
キ
ョ
キ
ョ
キ
ョ
│
│

谷
あ
い
の
ま
ち
に
鋭
い
声
が
一
筋
、
響
い

て
は
消
え
を
繰
り
返
す
。
深
夜
の
静
寂
を
力
強
く
震

わ
せ
る
そ
の
音
の
主
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
。
古
来
、
和
歌

の
題
材
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
こ
の
鳥
は
、
私
に
古

典
作
品
の
面
白
さ
と
奥
深
さ
を
教
え
て
く
れ
た
思
い

入
れ
の
深
い
鳥
で
も
あ
る
。

　
大
学
一
年
生
の
夏
、
午
前
2
時
を
ま
わ
っ
て
就
寝

し
よ
う
と
し
て
い
た
私
は
、
初
め
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
の

鳴
き
声
を
耳
に
し
た
。
真
夜
中
に
外
か
ら
聞
こ
え
て

く
る
音
と
、「
て
っ
ぺ
ん
か
け
た
か
」
と
い
う
有
名

な「
聞
き
な
し
」(

＊
1)

が
す
ぐ
に
は
一
致
し
な
か
っ

た
。
け
れ
ど
、
し
だ
い
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
だ
と
分

か
り
始
め
、
思
わ
ず
飛
び
起
き
て
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
そ

の
鳴
き
声
に
耳
を
傾
け
た
。
高
校
生
の
と
き
読
ん
だ

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
た
の

は
、
こ
の
声
だ
っ
た
ん
だ
！　
地
元
で
は
聞
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
本
物
の
音
に
初
め
て
触
れ
、
驚
き

と
嬉
し
さ
に
心
動
か
さ
れ
た
あ
の
夜
の
こ
と
は
い
ま

で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
年
初
め
て
聞
か
れ
る
鳴
き
声
は
「
初は

つ
ね音

」
と

呼
ば
れ
る
。
三
年
目
の
今
年
、
私
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
の

初
音
を
耳
に
し
た
の
は
6
月
1
日
の
午
前
1
時
40

分
。
あ
と
で
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
簡
単

な
記
録
を
つ
け
る
こ
と
を
自
分
に
課
し
、
そ
の
つ

ど
気
づ
い
た
ら
書
き
留
め
る
よ
う
心
が
け
た
。
し
か

し
、
翌
朝
の
こ
と
が
あ
る
た
め
夜
更
か
し
ば
か
り

も
し
て
い
ら
れ
ず
、
鳴
き
声
を
聞
き
な
が
ら
寝
入
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
何
度
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と

は
反
対
に
聞
き
続
け
た
挙
句
夜
を
明
か
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
っ
て
、

　
　
夏
の
夜
の 

ふ
す
か
と
す
れ
ば 

ほ
と
と
ぎ
す

　
　
鳴
く
ひ
と
声
に 

明
く
る
し
の
の
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
・
一
五
六
）

と
い
う
歌
を
思
い
出
し
た
。
作
者
の
紀
貫
之
は
、
そ

ろ
そ
ろ
寝
よ
う
か
と
い
う
と
き
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声

を
聞
き
つ
け
る
。
す
る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
夜
が

明
け
て
朝
が
来
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
場
面
を
詠
ん

で
い
る
。
深
夜
か
ら
薄
暗
い
明
け
方
を
経
て
、
あ
た

り
が
明
る
く
な
る
ま
で
の
時
間
は
ほ
ん
と
う
に
足
早

で
、
歌
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
夏
の
短
夜
と
い
う
も

の
が
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
和
歌
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
姿
が
詠
わ
れ

る
こ
と
は
少
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
鳴
き
声
ば
か
り
が
尊

ば
れ
て
き
た
。
あ
の
声
の
持
ち
主
は
、
い
っ
た
い
ど

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
が
聞
こ
え
る

〜
身
近
に
感
じ
る
古
典
の
世
界
〜牛丸景太（国文学科３年）＝文・写真

都留で迎える三回目の夏。

今年も初夏の訪れを感じさせる音が聞こえてきた。毎年変わらず

キャンパス周辺に響き渡るこの音を、私は『古今和歌集』の世界

に重ねながら聞き続けた。

三度の夏を通じて見えてくるものとは何だろうか。

FIELD.NOTE
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＊ 1）聞きなし：鳥のさえずりを、それに似た人間の言葉に置き換えて覚えやすくしたもの
＊2）鳥類標識調査：鳥に足環などの「標識」をつけて放鳥し、観察・再捕獲によってその
　　　鳥の渡りや生態などを明らかにする調査。鳥類の捕獲には環境省の許可が必要

ん
な
鳥
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
目
で
見
て
み
た
い
と

思
い
立
っ
た
。
自
分
で
そ
の
姿
を
確
か
め
ら
れ
た

ら
、
そ
こ
に
は
初
め
て
鳴
き
声
を
聞
い
た
あ
の
夜
と

同
じ
喜
び
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
も

根
底
に
あ
っ
た
。

　

6
月
7
日
の
夜
7
時
40
分
、
大
学
裏
の
楽
山
公

園
近
く
で
、
編
集
部
の
西
教
生
さ
ん
が
実
施
し
た

鳥
類
標
識
調
査
（
＊
2
）
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
う
。

道
の
両
側
に
薮
が
生
い
茂
る
調
査
場
所
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
横
12
ｍ
・
縦
２
ｍ
（
地
上
高
４
ｍ
）
の
網
が

壁
の
よ
う
に
張
っ
て
あ
り
、
Ｃ
Ｄ
ラ
ジ
カ
セ
で
鳴

き
声
を
流
し
て
野
生
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
お
び
き
寄

せ
る
と
い
う
。
ラ
ジ
カ
セ
か
ら
の
音
声
を
聞
き
つ

け
た
オ
ス
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、
縄
張
り
を
荒
ら
す

よ
そ
者
が
来
た
と
警
戒
し
、
飛
ん
で
来
る
と
い
う

わ
け
だ
。
鳥
が
網
に
か
か
っ
た
ら
素
早
く
外
せ
る

よ
う
、
近
く
に
控
え
て
真
っ
暗
な
夜
の
森
で
じ
っ

と
待
つ
。
ま
ち
の
明
か
り
が
ほ
と
ん
ど
届
か
な
い

森
の
な
か
は
、
も
し
か
し
た
ら
遠
い
昔
の
夜
の
空

間
に
似
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
調
査
地
に
赴
く
前
、
本
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
に

は
例
の
「
キ
ョ
ッ
キ
ョ
ッ
キ
ョ
キ
ョ
キ
ョ
」
と
い

う
小
刻
み
な
鳴
き
声
が
響
い
て
い
た
の
で
、
期
待

は
大
い
に
膨
ら
ん
で
い
た
。
け
れ
ど
い
つ
ま
で
経
っ

て
も
鳥
は
や
っ
て
来
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
鳴
き

声
す
ら
ま
っ
た
く
聞
こ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
ち
ら
は
声
を
潜
め
て
1
時
間
ほ
ど
ひ
た
す
ら
待

ち
続
け
た
け
れ
ど
、
結
局
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
は
会
え
ず

仕
舞
い
だ
っ
た
。

　

一
抹
の
悔
し
さ
を
抱
き
な
が
ら
山
を
下
り
て
ゆ

く
。
し
か
し
『
古
今
和
歌
集
』
の
な
か
で
「
山
ほ

と
と
ぎ
す
い
つ
か
来
鳴
か
む
」
と
い
っ
て
ホ
ト
ト

ギ
ス
の
訪
れ
を
待
望
し
た
人
々
に
似
た
経
験
を
し

た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
時
間
を
空
費
し

富士山麓で撮られたホトトギス。日本には九州以北

の山地に渡来し、繁殖する。ウグイスなどに子育て

をさせる托
たくらん

卵の習性をもつ。「てっぺんかけたか」と

鳴くのはオス（撮影：西教生）

た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。「
待
つ
時
間
」
の
長
さ
と
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
膨
ら
む
期
待
の
大
き
さ
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
。
で
も
や
は
り
、

自
分
の
目
で
確
認
し
た
い
。
こ
の
思
い
は
、
私
が

来
年
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
訪
れ
を
期
待
す
る
大
き
な
動

機
に
な
り
そ
う
だ
。

　

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
は
最
終
的
に
7
月
下
旬
ま
で
、

昼
夜
を
問
わ
ず
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
音
に

触
れ
る
た
び
、
姿
を
見
ら
れ
な
か
っ
た
悔
し
さ
を

思
い
出
し
な
が
ら
も
、
古
典
の
内
側
に
あ
れ
こ
れ

と
思
い
を
巡
ら
せ
る
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

和
歌
の
作
者
は
鳴
き
声
か
ら
何
を
感
じ
、
ど
ん
な

こ
と
を
連
想
し
た
の
か
。
あ
の
歌
の
詠
作
背
景
に

は
ど
ん
な
ド
ラ
マ
や
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

毎
日
静
か
に
鳴
き
声
を
聞
く
こ
と
は
、
音
を
頼
り

に
素
朴
な
疑
問
の
答
え
を
探
す
小
さ
な
試
み
へ
と

繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
は
、
広
く
て
深
い
世
界
を

想
像
し
、理
解
す
る
た
め
の
入
口
を
示
し
て
く
れ
る
。

私
は
い
ま
三
度
の
夏
を
通
し
て
聞
き
続
け
た
親
し
み

の
先
に
、
身
近
な
自
然
を
意
識
し
な
が
ら
古
典
を
学

ぶ
醍
醐
味
を
、
こ
の
音
か
ら
感
じ
始
め
て
い
る
。
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７
月
15
日
、
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
お
寺
を
探
し
に

行
き
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
お
寺
を
訪
問
し
て
う
か

が
っ
た
と
こ
ろ
、
都
留
市
金
井
の
桂
林
寺
で
、
用ゆ

う
津し
ん

院い
ん
と
い
う
お
寺
が
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
だ
と
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
用
津
院
は
、
江
戸
時
代
末
期

の
郡
内
百
姓
一
揆
の
と
き
、
犠
牲
に
な
っ
た
惣そ

う
代だ
い
７

人
を
供
養
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
六
地
蔵
を
祀
っ

て
い
る
お
寺
だ
そ
う
で
す
。

鐘
の
歴
史

　
用
津
院
は
桂
林
寺
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
場
所
に
あ

り
ま
し
た
。
併
設
さ
れ
て
い
る
家
の
呼
び
鈴
を
鳴

ら
し
た
と
こ
ろ
、
中な

か
え江
ム
ツ
さ
ん(

82)

が
出
迎
え

て
く
れ
ま
し
た
。
鐘
に
つ
い
て
う
か
が
っ
て
み
る

と
、「
朝
６
時
と
、
夕
方
５
時
か
６
時
に
鳴
る
都
留

市
の
チ
ャ
イ
ム
の
と
き
に
一
緒
に
鳴
ら
す
の
」
と

の
こ
と
。

　

ム
ツ
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
と
、
も
と
か
ら
あ
っ

た
用
津
院
の
鐘
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
、

「
金
属
類
回
収
令
」(

金
属
を
溶
か
し
て
戦
争
の
材

料
に
す
る
た
め
の
勅
令)

に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
て
し

ま
い
、
今
の
鐘
は
昭
和
61
年
５
月
に
作
り
直
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
鐘
の
装
飾
や
つ

く
り
の
完
成
度
の
高
さ
に
、
こ
れ
か
ら
お
寺
を
建

秀雄さんが撞木の縄を握って鐘をつく瞬間

６
月
26
日
の
夕
方
、
都
留
市
宝
地
区
で
写

真
を
撮
っ
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
鐘
を

つ
く
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い

え
ば
、
お
寺
の
人
は
ど
う
し
て
鐘
を
鳴
ら

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
疑
問
が
わ
い
た

の
で
、
そ
の
お
寺
を
探
し
て
み
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

細
矢
萌(

国
文
学
科
１
年)

＝
文
・
写
真

鐘
、
響
き
、
思
い
。

FIELD.NOTE
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立
し
よ
う
と
す
る
人
が
参
考
に
す
る
た
め
に
写
真

を
撮
り
に
来
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

鐘
を
つ
く
人
の
思
い

　
ム
ツ
さ
ん
と
玄
関
で
お
話
を
し
て
い
る
と
、
家
の

奥
か
ら
ム
ツ
さ
ん
の
夫
で
、
用
津
院
の
ご
住
職
で
あ

る
中
江
秀ひ

で
お雄

さ
ん(

88)

が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

毎
日
ど
ん
な
思
い
で
鐘
を
つ
い
て
い
る
の
か
う
か

が
っ
て
み
る
と
、「
人
々
が
お
釈
迦
様
の
と
こ
ろ
に

い
け
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
だ
な
」
と
、秀
雄
さ
ん
。

そ
の
思
い
の
源
に
あ
る
の
は
、
戦
争
を
体
験
し
た

こ
と
が
強
く
影
響
し
て
い
る
そ
う
で
す
。「
戦
争
は

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」。
お
話
を
聞
い
て
い
る
最さ

な
か中

も
、
秀
雄
さ
ん
は
そ
の
言
葉
を
口
癖
の
よ
う
に
何
度

も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

鐘
の
響
き

「
あ
と
少
し
だ
な
」

　

胸
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
薄
型
の
デ

ジ
タ
ル
時
計
を
取
り
出
し
つ
つ
、

秀
雄
さ
ん
が
玄
関
に
向
か
い
ま

し
た
。
自
分
の
腕
時
計
を
確
認
し

て
み
る
と
、
時
間
は
17
時
55
分
を

示
し
て
い
ま
す
。
あ
わ
て
て
秀
雄

さ
ん
の
あ
と
を
追
い
、
外
に
出
ま
し
た
。

「
６
時
に
な
る
と
都
留
市
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
ら
。

で
も
そ
れ
よ
り
も
俺
の
ほ
う
が
正
確
だ
。
俺
が
鐘
を

叩
い
た
後
に
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
。
聞
い
て
て
み
ろ
」

　
秀
雄
さ
ん
は
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
撞し

ゅ
木も
く
の
縄
を
握

り
、
た
だ
黙
っ
て
真
剣
に
時
計
を
見
つ
め
は
じ
め
ま

し
た
。
わ
た
し
も
同
じ
よ
う
に
黙
っ
て
腕
時
計
を
見

つ
め
ま
す
。
心
の
中
で
３
、２
、１
と
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ

ン
を
し
た
直
後
、
秀
雄
さ
ん
が
お
も
い
き
り
撞
木
を

引
っ
張
り
、
豪
快
に
鐘
を
つ
き
ま
し
た
。
空
間
を
さ

く
よ
う
な
音
が
あ
た
り
一
面
に
響
き
わ
た
り
、
身
体

の
底
に
ま
で
音
の
重
い
余
韻
が
残
り
ま
す
。
そ
し
て

一
拍
お
い
た
あ
と
に
、
秀
雄
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

と
お
り
都
留
市
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
は
じ
め
ま
し

た
。
秀
雄
さ
ん
は
チ
ャ
イ
ム
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、

続
け
て
５
回
鐘
を
つ
き
ま
す
。
全
部
で
６
回
鐘
を
鳴

ら
す
の
は
、
仏
教
で
い
う
「
六り

く
ど
う道
」
の
教
え
か
ら
だ

そ
う
で
す
。

　

鐘
が
思
い
を
響
か
せ
る
│
│
用
津
院
の
鐘
の
音

に
は
、
秀
雄
さ
ん
が
人
々
の
幸
せ
を
願
う
思
い
や
、

戦
争
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
鐘
の
響
き
は
、
そ
れ
ら
の
思
い

を
わ
た
し
た
ち
に
届
け
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
る
の
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
ま
で
鐘
の
音
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
時
間
を

知
ら
せ
る
た
め
に
鳴
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
取
材
を
し
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
鐘
を
つ
く
人
自
身
の
思
い
が
あ
っ
た
の

で
す
。
目
に
見
え
な
い
、
表
現
す
る
の
も
難
し
い

音
に
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し

に
と
っ
て
大
き
な
驚
き
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
今
ま
で
わ
た
し
が
気
が
つ
か

な
か
っ
た
だ
け
で
、
本
当
は
、
鐘
の
音
だ
け
で
は

な
く
、
楽
器
の
音
や
人
の
声
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

音
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
い
つ
も
聞
こ
え
て
く
る
音
に
は
ど
ん
な

思
い
が
か
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
接

し
て
い
く
音
に
対
し
て
も
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た

思
い
を
探
し
な
が
ら
聞
い
て
い
き
た
い
で
す
。

用津院の入り口から。左にあるのが用津院の鐘堂。

右が本堂

中江ムツさん (左 )と、中江秀雄さん (右 )。
用津院の歴史や鐘のことなどを詳しく教
えてくださった

秀雄さんのデジタル時計。
手のひらに収まる大きさだ



－方言調査から見えたもの－

都留市のあいことば

都留市のかたとお話をしていると、会話の語尾に「ずら」を

つけている場面によくあいます。私の地元ではつかわれない

言葉を初めて聞いたとき、自分は地元を離れたのだと実感

しました。都留市にはほかにどんな方言があるのでしょう

か。都留市郷土研究会によって発行された『都留市の方言』

（都留市郷土研究会 /2008）と、この本の作成に携わった内
ないとう

藤

恭
やすよし

義さん（80）と清
しみ ず

水正
まさたか

賢さん（84）からうかがったお話を

参考に、言葉から都留市の暮らしを探りました。

　  　　 　     　　　　　前澤志依（国文学科３年）＝文・イラスト

地
域
別
の
違
い

　
山
梨
県
は
「
国く
に
な
か中
地
方
」
と
呼
ば
れ
る
甲
府
方

面
と
「
郡ぐ

ん
な
い内
地
方
」
と
呼
ば
れ
る
都
留
・
河
口
湖
方

面
と
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
都
留
市
の
方
言
、
と
括

る
前
に
そ
こ
か
ら
方
言
の
違
い
が
あ
る
そ
う
。
郡
内

地
方
の
方
言
は
国
中
地
方
で
お
も
に
つ
か
わ
れ
る
甲

州
弁
よ
り
も
、
神
奈
川
・
東
京
方
面
の
方
言
に
近
い

と
い
い
ま
す
。
そ
の
理
由
を
う
か
が
う
と
「
や
っ
ぱ

り
政
治
的
な
違
い
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
も
、
一

番
大
き
い
の
は
山
脈
の
違
い
だ
よ
ね
。
笹
子
峠
を
境

に
し
て
東
と
西
と
に
分
か
れ
る
ん
だ
よ
ね
」
と
内
藤

さ
ん
。
笹
子
峠
は
国
中
地
方
と
郡
内
地
方
の
境
目
に

な
っ
て
い
る
場
所
で
す
。
１
０
６
９
ｍ
の
標
高
が
あ

る
こ
の
峠
は
昔
、
甲
州
街
道
の
な
か
で
も
難
所
と
い

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、都
留
市
の
な
か
で
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。

谷
村
地
区
は
共
通
語
（
標
準
語
）
に
近
い
そ
う
な
の

で
す
が
、
そ
れ
で
も
、「
下
谷
と
上
谷
と
比
べ
る
と

上
谷
の
ほ
う
が
荒
い
わ
」
と
清
水
さ
ん
。
ト
ン
ネ
ル

一
つ
越
え
た
だ
け
で
も
違
う
の
だ
と
か
。
さ
ら
に
細

か
い
違
い
が
あ
る
こ
と
に
、
都
留
市
の
か
た
と
お
話

を
し
て
い
て
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
驚
き
ま

し
た
。

愛
着
を
も
っ
て
つ
か
う
言
葉

　
『
都
留
市
の
方
言
』
に
よ
る
と
、「
ず
ら
」
だ
け
で

な
く
、「
べ
え
」を
語
尾
に
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
。

そ
れ
を「
べ
え
べ
え
弁
」と
い
い
ま
す
。「
行
く
べ
え
」・

「
走
る
べ
え
」
な
ど
と
動
詞
に
つ
く
と
き
は
、
推
量
・

意
志・勧
誘
の
意
味
を
も
ち
ま
す
。い
っ
ぽ
う
で
、「
ご

と
ん
べ
え
」・「
う
し
ん
べ
え
」・「
か
に
ん
べ
え
」
と

特
定
の
名
詞
に
つ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
内

藤
さ
ん
は
、
親
し
い
女
性
に
も
「
べ
え
」
を
つ
け
て

呼
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
。
な
ぜ
特
定
の
名

詞
に
「
べ
え
」
が
つ
く
の
か
。
は
っ
き
り
と
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
内
藤
さ
ん
や
清
水
さ
ん
と
考
え
て
み

た
結
果
、
特
定
の
人
や
生
き
も
の
に
対
し
て
、
愛
着

を
こ
め
て
つ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論

に
な
り
ま
し
た
。

　

一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、「
ご
と
ん
べ
え
」
は
畑
で

見
か
け
る
カ
エ
ル
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
そ
う
で
す

（
ヒ
キ
ガ
エ
ル
や
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
を
指
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
）。「
か
え
る

べ
え
」
で
は
な
く
「
ご
と
ん
べ
え
」
と
い
う
。
こ
の

「
ご
と
」は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
。『
都
留
市
の
方
言
』

で
は
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
異
名
の
「
か
さ
ご
う
と
う
」

か
ら
き
て
い
て
、そ
れ
が
略
さ
れ
て「
ご
と
」と
な
っ

14FIELD.NOTEFIELD.NOTE



た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。ち
な
み
に
私
は
、

水
に
飛
び
込
ん
だ
と
き
に
「
ゴ
ト
ン
」
と
重
い
音
が

す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
ご
と
ん
べ
え
」
の
名
が
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
」
の
職
員
の
か
た
に
も
う

か
が
い
、「
ご
と
ん
べ
え
」
の
話
に
な
っ
た
と
き
に

「
暗
く
な
る
ま
で
『
あ
、
あ
そ
こ
に
も
ご
と
ん
べ
え

が
い
る
』
な
ん
て
言
い
な
が
ら
よ
く
ご
と
ん
べ
え
を

捕
ま
え
に
い
っ
た
よ
。
最
近
じ
ゃ
あ
ん
ま
り
見
か
け

な
い
け
ど
ね
」
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

ま
た
、都
留
市
つ
る
在
住
の
遠え

ん
ど
う藤
静し
ず
え江
さ
ん（
79
）は
、

戦
時
中
に
タ
ン
パ
ク
質
を
摂
る
た
め
に
、
焼
い
て
食

べ
て
い
た
と
の
こ
と
。
私
は
最
初
、「
ご
と
ん
べ
え
」

と
聞
い
た
と
き
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
想
像
も
つ

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
都
留
市
の
人
々
は
「
ご

と
ん
べ
え
」
と
呼
ぶ
の
が
当
た
り
前
と
い
う
感
覚
で

お
話
を
さ
れ
て
い
て
、「
ご
と
ん
べ
え
」
が
昔
か
ら

馴
染
み
の
あ
る
生
き
も
の
で
、
そ
う
呼
ぶ
の
が
人
々

の
共
通
認
識
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

　
都
留
市
の
方
言
を
調
べ
て
、
私
は
特
定
の
名
詞
に

し
か
「
べ
え
」
を
つ
け
な
い
こ
と
が
一
番
印
象
的
で

し
た
。
ど
う
し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て

い
く
と
、
そ
れ
ら
の
生
き
も
の
は
愛
着
を
こ
め
て
呼

ぶ
ほ
ど
、
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
生
活
の
な
か
で
身

近
に
い
る
生
き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

考
え
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
私
は
、
地
元
で
暮
ら
し
て
い
る
と
き
は
あ
ま
り
方

言
そ
の
も
の
を
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

も
、
都
留
市
で
暮
ら
す
な
か
で
、
地
元
で
は
当
た
り

前
の
よ
う
に
つ
か
っ
て
い
た
言
葉
が
相
手
に
伝
わ
ら

な
か
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
こ
れ
っ
て
方
言
だ
っ
た

ん
だ
と
、
気
づ
い
た
場
面
が
何
度
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
発
見
は
、
地
元
を
離
れ
た
か
ら
こ
そ
の
出
会
い
で

し
た
。

　
お
二
人
の
話
に
よ
る
と
、
だ
ん
だ
ん
方
言
を
つ
か

う
人
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
が
普
及
し
た
り
、
地
域
外
の
人
と

の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
り
し
て
、
共
通
語
が

つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
そ
う
。
た
し
か

に
、
共
通
語
は
相
手
に
内
容
を
伝
え
る
手
段
と
し
て

便
利
な
言
葉
で
す
。
で
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
方
言

が
つ
か
わ
れ
な
く
な
る
の
は
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は

の
暮
ら
し
か
た
が
見
え
な
く
な
る
よ
う
で
寂
し
い
気

が
し
ま
す
。
方
言
は
、
そ
の
土
地
に
暮
ら
す
人
た
ち

だ
か
ら
こ
そ
通
じ
合
う
「
合
言
葉
」
で
あ
り
、
そ
の

土
地
で
愛
着
を
も
っ
て
つ
か
わ
れ
て
い
る「
愛
言
葉
」

で
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

甲府市

都留市

国中地方

郡内地方

笹子峠

山梨県の地図

ごとんべえのイメージ図。
内藤さんには、10㎝ほどの大きさでイボ
がいっぱいあるものが「ごとんべえ」だ
という印象があるらしい

内藤さんから方言についてうかがう
（撮影：香西恵）
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音にはカタチがない。色もなく、目にも見えない。
けれど、日常はたくさんの音に囲まれている。

そんな音から、私たちはいろんな意味を読み取ることができる。
人の願い、生きものの暮らし、モノがもつ個性、
古人が想像した世界、言葉に込められた愛着── 。

カタチがないからこそ、音に耳を傾けることは
目に見えない世界に想いを寄せることにつながる。
それは、身近な世界をていねいに見つめる姿勢に似ている。

音 を 聞 く 姿 勢特集を
終えて
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クマノミズキの花　
2012 年 7 月 4 日　都留市田原

ミズキの花に似ていますが、花期が 1ヶ月

近く遅いのが特徴です。
シュレーゲルアオガエル　
2012 年 7 月 26 日　都留市十日市場

土のなかに産卵をします。本種の名前は外来種のようですが、

れっきとした日本産のカエルです。

オオムラサキ　
2012 年 7 月 28 日　都留市田原

エノキを食樹とするチョウです。オスは翅
はね

に青味がありま

す。昨年と同様、今年も多くの個体を見かけます。

山では木の葉が生い茂り、

生きものたちの姿を隠す時期となりました。

飛ぶもの、じっとしているもの、

そこはかとなく自己主張しているもの。

いま、都留市で見られる生きものを紹介します。

ショウジョウトンボ　
2012 年 7 月 26 日　都留市十日市場

オスは頭、胸、腹が鮮やかな赤色をしてい

ます。メスは赤くありません。

フィールド暦

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

アルマンモモアカアナバチ　
2012 年 7 月 26 日　都留市田原

巣材（コケ）を持って巣穴に入って行くところです。アルマ

ンモモアカアナバチは、竹筒や木にできた穴を巣にします。

昨年、巣にしていた竹を割ってみると、コケがたくさん詰め

込まれていました（下の写真）。

2012.7
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工
房
の
な
か
は
…
…

　

JR
塩え

ん
ざ
ん山
駅
南
口
の
階
段
を
下
り
る
と
、「Black 

bird glass w
orks

」
の
名
前
で
活
動
し
て
い
る

山や
ま
も
と本
香か
お
り織
さ
ん
（
29
）
が
黒
い
ジ
ム
ニ
ー
の
な
か
か

ら
笑
顔
で
手
を
振
っ
て
き
た
。
車
で
工
房
に
向
か
う

あ
い
だ
、
私
が
緊
張
し
て
言
葉
に
詰
ま
っ
た
り
、
会

話
が
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
も
、
終
始
笑
顔
で

明
る
く
は
き
は
き
と
話
し
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
工
房
は
、
車
が
多
く
通
る
道
路
沿
い
に
あ
る
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
跡
地
に
あ
る
。
な
か
に
入
る
と
、

ま
ず
大
き
な
黒
板
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
そ
の

横
に
は
小
さ
な
本
棚
。
工
房
の
真
ん
中
に
は
薪
ス

ト
ー
ブ
が
あ
り
、
煙
突
が
天
井
ま
で
伸
び
て
い
る
。

黒
板
や
薪
ス
ト
ー
ブ
の
脚
は
工
房
で
共
に
作
業
す
る

ア
イ
ア
ン
（
溶
接
な
ど
の
作
業
）
担
当
の
職
人
が
、

本
棚
は
山
本
さ
ん
が
作
っ
た
も
の
。
工
房
と
聞
い
て

薄
暗
い
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
私
は
、
今

に
も
カ
フ
ェ
や
シ
ョ
ッ
プ
を
開
け
そ
う
な
、
一
つ
ひ

と
つ
の
も
の
に
山
本
さ
ん
が
納
得
し
て
置
い
た
の
だ

と
い
う
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
る
空
間
に
驚
い
た
。

ガ
ラ
ス
ド
ア
の
向
こ
う
側
で
は
、
た
く
さ
ん
の
車
が

往
来
し
て
い
る
の
が
目
に
入
る
が
、
こ
こ
は
ド
ア
の

外
と
は
別
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

魅
了
す
る
色

「
ふ
つ
う
に
大
学
に
も
通
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
い

ざ
就
職
と
な
っ
た
時
に
、
ふ
つ
う
の
企
業
に
勤
め

る
っ
て
い
う
の
が
全
然
想
像
で
き
な
く
っ
て
。
や
っ

ぱ
り
何
か
作
る
こ
と
に
携
わ
り
た
い
な
と
。
あ
と

色
に
対
し
て
の
執
着
が
す
ご
い
あ
っ
た
か
ら
、
色

を
使
っ
た
仕
事
に
就
き
た
い
と
考
え
て
い
て
。
ガ

ラ
ス
っ
て
面
白
い
か
も
っ
て
、
そ
こ
か
ら
な
ん
だ

け
ど
」

　

本
当
に
突
発
的
に
思
い
つ
い
た
こ
と
が
「
ガ
ラ

ス
」
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
大
学
４
年
生
の
と

き
か
ら
２
年
間
、
夜
間
の
イ
ン
テ
リ
ア
の
専
門
学
校

に
通
っ
た
そ
う
だ
。
通
い
始
め
た
こ
ろ
自
由
課
題
の

授
業
で
、
道
具
の
使
い
か
た
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
一

人
製
作
に
挑
戦
し
た
の
が
、
最
初
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
の
作
品
だ
と
い
う
。

　
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
使
う
ガ
ラ
ス
を
見
せ
て
い
た

だ
い
た
。
縦
横
50
㎝
ほ
ど
の
板
ガ
ラ
ス
が
何
十
枚
も

箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
単
色
の
も
の
も
あ
れ
ば
、

三
色
ほ
ど
が
混
ざ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の

う
ち
の
青
っ
ぽ
い
一
枚
を
山
本
さ
ん
が
取
り
出
し
、

光
に
透
か
す
。
す
る
と
、
今
ま
で
は
見
え
な
か
っ
た

緑
っ
ぽ
い
色
や
茶
色
っ
ぽ
い
色
が
浮
き
上
が
っ
て
き

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
作
家
の
作
っ
た
キ
ャ
ン
ド
ル

ラ
ン
タ
ン
が
、
都
留
市
つ
る
に
あ
る
「C

a
fe 

N
a
tura
l R
hythm

」
に
飾
っ
て
あ
る
と
耳
に
し
、

じ
っ
さ
い
に
見
て
き
た
。
幻
想
的
な
光
が
と
て
も

印
象
に
残
っ
た
。
ふ
だ
ん
の
生
活
で
、
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
と
関
わ
る
こ
と
は
稀ま
れ

だ
。
作
っ
た
人
は
ど

ん
な
か
た
で
、
な
ぜ
そ
の
道
に
進
ん
だ
の
か
と
興

味
が
湧
い
て
き
て
、
お
話
を
伺
う
こ
と
に
し
た
。

別
符
沙
都
樹
（
国
文
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

工房のドアをくぐると

取材のきっかけとなった「Cafe Natural Rhythm」の
キャンドルランタン

FIELD.NOTE
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た
。
少
し
角
度
を
変
え
る
だ
け
で
ま
っ
た
く
違
う
表

情
に
な
る
の
が
と
て
も
美
し
く
、
し
ば
ら
く
目
が
離

せ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
多
彩
な
変
化
が
、
色
へ

の
執
着
の
強
い
山
本
さ
ん
を
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
道

に
引
き
込
ん
だ
要
因
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

不
思
議
な
体
験

「
ト
ン
ト
ン
ト
ン
っ
て
す
べ
て
が
上
手
く
い
っ
て
、

誰
か
に
動
か
さ
れ
て
い
る
感
じ
だ
っ
た
。
初
め
て

だ
っ
た
、
あ
ん
な
に
空
気
の
流
れ
を
感
じ
た
の
は
。

初
め
て
塩
山
駅
に
つ
い
た
時
の
事
、
す
ご
く
鮮
明
に

お
ぼ
え
て
る
ん
だ
け
ど
。
結
構
天
気
も
良
く
っ
て
、

さ
て
ど
っ
ち
に
行
け
ば
っ
て
時
に
、
小
学
生
ぐ
ら
い

の
男
の
子
二
人
が
自
転
車
で
走
っ
て
き
て
、『
こ
ん

に
ち
は
』
っ
て
突
然
言
っ
て
く
れ
た
の
。
後
で
よ
く

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
今
時
あ
い
さ
つ
し
て
く
れ
る

こ
と
な
ん
て
少
な
い
じ
ゃ
ん
。
そ
う
声
か
け
て
く
れ

た
時
か
ら
、
す
ご
く
気
分
も
落
ち
着
い
て
。
そ
こ
か

ら
奇
跡
的
な
物
件
の
巡
り
会
い
や
、
本
当
は
断
ら
れ

る
は
ず
だ
っ
た
ス
テ
ン
ド
修
行
先
の
面
接
も
う
ま
く

い
っ
て
、
本
当
に
あ
の
日
は
不
思
議
だ
っ
た
。
私
こ

こ
で
や
っ
て
い
け
る
な
っ
て
思
え
た
」

　
私
が
山
本
さ
ん
と
会
う
た
め
に
降
り
た
駅
の
こ
と

だ
。
私
は
何
気
な
く
そ
こ
を
降
り
た
。
で
も
そ
ん
な

お
話
が
あ
っ
た
と
思
う
と
、
さ
っ
き
ま
で
気
に
も
留

め
て
い
な
か
っ
た
場
所
が
、
た
だ
の
風
景
と
は
違
っ

た
、特
別
な
思
い
が
あ
る
場
所
に
な
っ
た
気
が
し
た
。

何気なくステンドグラスを並べるときに
見せた真剣な表情の山本さん

魔
女
に
な
り
た
か
っ
た

　

し
ば
ら
く
考
え
る
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
た
あ

と
、
山
本
さ
ん
が
話
し
始
め
た
。

「
ち
い
さ
い
こ
ろ
の
夢
は
魔
女
に
な
り
た
か
っ
た
の
。

な
れ
る
わ
け
な
い
ん
だ
け
ど
、
魔
法
を
か
け
る
よ
う

な
仕
事
を
し
た
い
っ
て
思
っ
て
。
色
を
使
っ
て
作
っ

て
生
み
出
し
て
。
人
間
の
手
な
ん
だ
け
ど
、
魔
法
で

も
何
で
も
な
い
ん
だ
け
ど
。
た
だ
の
一
枚
の
色
ガ
ラ

ス
か
ら
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
手
を
加
え
て
い
っ
て
。
そ
れ

が
お
客
さ
ん
の
心
を
癒
し
た
り
と
か
、
感
動
を
少
し

で
も
与
え
ら
れ
た
ら
魔
法
み
た
い
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
。
そ
う
い
う
の
で
多
分
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
行
き

つ
い
た
ん
だ
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
」

　
魔
女
に
な
り
た
か
っ
た
女
性
の
作
る
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
。
な
ん
て
素
敵
な
ん
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
魔
法

で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
人
の
気
持
ち
を
動
か

し
た
い
と
い
う
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
作
家
に
な
る
ま
で
の
経
緯
、
魔
女
に
な
り

た
か
っ
た
と
い
う
夢
。
現
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
ど
こ

か
日
常
と
違
う
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚
で
取
材
を

し
て
い
た
。

　
取
材
を
終
え
、
工
房
の
ガ
ラ
ス
ド
ア
を
開
い
て
外

の
世
界
へ
。
車
の
音
が
大
き
く
な
る
。「
あ
あ
、戻
っ

て
き
た
ん
だ
」
と
い
う
感
覚
が
し
た
。
工
房
の
な
か

は
今
ま
で
に
感
じ
た
こ
と
の
な
い
雰
囲
気
の
場
所

で
、と
て
も
心
を
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
、
独
自
の
世
界
。
作
品
も
、
工
房

も
、
と
て
も
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
み
え
た
。
山
本
さ

ん
は
も
ち
ろ
ん
、あ
の
空
間
一
つ
ひ
と
つ
の
も
の
に
、

何
も
の
に
も
流
さ
れ
な
い
強
い
意
志
の
よ
う
な
も
の

を
感
じ
る
。
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
に
迷
い
が
な

い
よ
う
な
そ
の
輝
き
に
私
は
惹
か
れ
た
の
だ
。
も
と

の
世
界
に
戻
る
の
が
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
、
惜
し

い
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
工
房
を
あ
と
に
し
た
。
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都
留
市
の
旧
5
町
村
を
巡
る
（
2
）旧
宝
村

宝
の
「

た
か
ら
」

探
し

　
人
口
２
６
０
０
人
ほ
ど
の
宝
は
、
都
留
市
の
北
西

に
位
置
し
、
か
つ
て
は
鉱
山
業
で
栄
華
を
極
め
た
地

域
だ
。
市
内
を
循
環
す
る
バ
ス
の
ひ
と
つ
に
、「
宝

鉱
山
」
行
き
が
走
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ
と
も

あ
り
、
私
は
な
ん
と
な
く
、
宝
は
「
宝
鉱
山
」
が
あ

る
と
い
う
認
識
が
強
か
っ
た
。

　

本
学
の
学
生
に
と
っ
て
都
留
市
の
行
動
範
囲
は
、

お
も
に
大
学
周
辺
や
富
士
急
行
線
沿
い
に
集
中
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
富
士
急
行
線
が
敷
か
れ
て
い
な
い

宝
や
盛
里
は
、
都
留
市
の
な
か
で
も
滅
多
に
足
を
運

ば
な
い
未
知
な
地
域
。
そ
の
た
め
、
宝
で
何
か
見
つ

け
た
い
と
、
お
の
ず
と
興
奮
も
高
ま
っ
て
い
た
。

「
灯
台
も
と
暗
し
」

　
宝
の
玄
関
口
と
も
い
え
る
都
留
市
金
井
で
、
印
象

深
い
出
会
い
を
果
た
し
た
の
が
桂け

い
り
ん
じ

林
寺
だ
。
宝
に
突

入
し
て
す
ぐ
、
サ
ボ
テ
ン
の
花
が
咲
く
石
垣
を
見
つ

け
て
、
写
真
を
撮
っ
て
い
る
と
「
桂
林
寺
に
行
か
れ

る
ん
で
す
か
」と
近
所
の
か
た
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。

桂
林
寺
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
よ
く
は
知
ら
な
か
っ

た
の
だ
が
、「
あ
そ
こ
の
睡
蓮
は
綺
麗
だ
」
と
い
う

一
言
が
後
押
し
と
な
り
、
お
寺
を
目
指
し
て
み
た
。

　
桂
林
寺
で
は
、野
生
の
サ
ル
が
出
迎
え
て
く
れ
た
。

目
が
合
う
と
境
内
周
辺
の
木
々
へ
逃
げ
て
い
く
。
追

い
か
け
て
み
る
と
、
ほ
か
に
も
何
頭
か
の
姿
を
目
視

で
き
た
。
そ
ん
な
桂
林
寺
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の

は
、
や
は
り
睡
蓮
の
咲
く
池
。
縁
側
に
腰
掛
け
て
、

ゆ
っ
く
り
と
境
内
の
庭
に
あ
る
睡
蓮
を
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
観
光
名
所
だ
。
３
年

間
、
都
留
市
に
い
た
け
れ
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
山
々

か
ら
ひ
ょ
っ
こ
り
と
の
ぞ
く
富
士
山
の
頂
を
眺
め
な

が
ら
、
小
さ
な
旅
に
ど
っ
ぷ
り
は
ま
り
こ
ん
だ
。
偶

然
の
「
都
留
市
の
再
発
見
」
も
気
分
が
高
ま
る
。
ま

だ
ま
だ
、
見
逃
せ
な
い
場
所
は
あ
っ
た
な
と
嬉
し
く

な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
居
住
域
の
隅
々
が
四
方
、
山
と
川
に
囲
ま
れ
た
谷

あ
い
の
世
界
。
そ
う
い
っ
た
地
形
に
よ
り
、
周
囲
と

一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
が
宝
の
特
徴
で
も
あ
る
。

　
本
学
か
ら
出
発
し
宝
に
入
る
に
は
、
都
留
IC
付
近

を
起
点
と
し
、「
宝
鉱
山
」
跡
へ
と
通
じ
る
県
道(

通

称
：
宝
バ
イ
パ
ス)

を
目
指
す
の
が
分
か
り
や
す
い
。

宝
の
「
背
骨
」
の
よ
う
に
走
る
宝
バ
イ
パ
ス
は
、
大

月
市
と
結
ぶ
国
道
と
接
続
さ
れ
て
い
る
た
め
、
決
し

1954 年 4 月 29 日、旧谷
や む ら

村町
まち

、 宝
たから

村
むら

、盛
もりさと

里

村
むら

、禾
かせ い

生村
むら

、東
ひがしかつらむら

桂 村が合併して、都留市が

誕生した。「都留市の旧 5町村を巡る」では、

各地域を渡り歩き、気になる人やモノから、

その地の風土を探っていく。2回目は、旧宝

村全域を回ってみた。大学から近いのに、こ

れまで出掛ける機会が少なかった宝を舞台

に、風土を探るとはなにか、考えてみたい。

﨑田史浩（社会学科 4年 ）＝文・写真

「金井」で見つけたサボテンの花 「厚原」の農道から臨む宝の山々

「大幡」に流れる大幡川の上流
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(2) 旧宝村

1875 年、都留郡の金井・中津森・

大幡・川棚・厚原・平栗・加畑の 7ヵ

村が合併のおり、村名がなかなか決

まらないでいた。そのさい、県令藤

村紫朗により、「7 ヵ村」ゆえに七

福神の縁起による良い結果となるよ

うにと祈って、宝村と名づけてはと

の示唆があったと伝えられている。

て
外
部
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ

ど
、
一
度
踏
み
込
む
と
、
帰
る
と
き
も
来
た
道
を
戻

る
必
要
が
あ
る
今
回
の
散
策
は
、
ま
る
で
生
き
た
洞

窟
を
冒
険
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。そ
ん
な
わ
け
で
、

奥
へ
奥
へ
と
開
拓
し
て
い
く
単
純
さ
も
ひ
と
つ
の
楽

し
み
か
た
で
あ
っ
た
。

暮
ら
し
の
痕
跡

　

金か
な
い井
・
中な
か
つ
も
り

津
森
・
大お
お
は
た幡
・
川か
わ
だ
な棚
・
厚あ
つ
は
ら原
・
平ひ
ら
ぐ
り栗
・

加か
は
た畑
の
大お
お
あ
ざ字
が
宝
に
は
あ
る
。こ
の
7
つ
の
大
字
が
、

そ
の
昔
は
一
つ
ひ
と
つ
村
と
し
て
あ
り
、
そ
の
後
旧

宝
村
と
し
て
統
治
さ
れ
た
も
の
の
、
都
留
市
が
誕
生

し
て
か
ら
も
大
字
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
の
地
域
を
巡
ろ
う
と
す
る
と
、
ぼ
ん
や
り

と
し
て
い
た
大
字
の
存
在
感
が
く
っ
き
り
し
て
く

る
。
自
転
車
で
進
む
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
字
を
意
識

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
頭
に
あ
る
の
は
、
宝
を

走
っ
て
い
る
漠
然
と
し
た
感
覚
だ
け
だ
。
し
か
し
、

大
字
ご
と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
自
治
会
館
に
出
会
う

た
び
、
今
い
る
場
所
が
宝
の
ど
こ
に
あ
た
る
か
の
目

印
と
な
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
大
字
ご
と
に
微

妙
に
変
化
を
み
せ
る
地
形
や
雰
囲
気
も
ま
る
ご
と
、

宝
を
知
る
の
に
大
切
な
見
ど
こ
ろ
に
思
え
て
く
る
。

　
例
え
ば
、
厚
原
地
区
は
、
新
し
く
整
備
さ
れ
た
農

道
と
農
地
が
あ
り
、
比
較
的
、
水
田
や
畑
が
充
実
し

て
い
た
。
加
畑
川
に
寄
り
添
っ
た
平
栗
や
加
畑
地
区

は
、加
畑
川
に
一
定
間
隔
で
か
か
る
橋
が
目
に
つ
く
。

あ
る
橋
を
渡
っ
て
み
る
と
、
生
い
茂
る
草
地
の
な
か

に
畑
が
作
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
宝
で
も
、
地
理
の
違

い
で
畑
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
考
え
て
み
る
と
、

そ
れ
が
当
た
り
前
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

                              

＊

　
地
域
の
な
か
の
、
さ
ら
に
小
さ
な
単
位
で
独
自
の

生
活
圏
を
匂
わ
す
跡
は
、
一
括
り
に
地
域
を
俯
瞰
し

て
い
て
は
見
え
て
こ
な
い
。
風
土
を
探
る
と
は
、
何

が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
浸
っ
て
み
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。雰
囲
気
を
感
じ
と
る
の
も
大
事
で
あ
る
。

　
宝
の
「
た
か
ら
」
は
な
ん
だ
ろ
う
。
特
別
な
も
の

を
見
つ
け
た
い
、
私
は
そ
ん
な
好
奇
心
に
駆
ら
れ
て

い
た
。
け
れ
ど
、
地
域
を
巡
る
こ
と
は
、
今
も
昔
も

あ
り
続
け
る
人
の
暮
ら
し
を
辿
る
こ
と
だ
と
い
う
こ

と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
け
た
。

　
そ
こ
に
あ
る
山
や
川
に
畑
、
そ
れ
に
集
落
。
ど
れ

も
、人
と
関
わ
り
合
っ
て
い
る
モ
ノ
た
ち
。
そ
れ
に
、

名
前
だ
っ
て
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
人
の
営
み
に
「
な

に
か
」
を
吹
き
込
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
「
な

に
か
」
を
、
次
回
訪
れ
る
旧
５
町
村
を
舞
台
に
深
め

た
い
。

旧宝村

旧禾生村

旧谷村町

旧盛里村

旧東桂村
都留文科大学

都留市の旧 5町村

大幡にある「向山食品工業 K・K 研修セン

ター」。あやしい看板に誘われ、奥へ進む

と見つけたツリーハウス。持ち主は、向
むかい

山
やま

和
より お

雄さん（79）。40年前に土地を買ってから、

「別荘」を作っている。毎週日曜日に東京都

の自宅と宝を往復している。
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ひろうかどうか。迷って、結局

ひろわなかったものがある。

香西恵（社会学科 4年）＝文・写真

ひろいもの
5．ひろうか

どうか

小径におちていたものたち：

上から、みの虫（ニトベミノ

ガ）、割られた未熟なトチノ

ミ、しゃくとり虫（トビモン

オオエダシャク）

FIELD.NOTE
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い
つ
も
下
を
見
て
歩
く
道
が
あ
る
。
編

集
室
へ
つ
づ
く
、
本
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
横
の
小
径
だ
。
両
脇
は
植
え
込

み
の
あ
る
小
さ
な
ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、

シ
ラ
カ
シ
や
マ
テ
バ
シ
イ
が
枝
を
伸
ば
し
、
小

径
の
う
え
に
日
陰
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

足
元
に
目
を
凝
ら
す
と
、
木
漏
れ
日
の
な
か

に
落
ち
葉
や
、
虫
や
、
小
さ
な
も
の
が
落
ち
て

い
る
。
ウ
メ
の
木
や
エ
サ
台
に
鳥
が
来
て
い
る

こ
と
も
あ
る
し
、
道
の
両
端
に
沿
っ
て
植
木
鉢

が
並
べ
て
あ
る
か
ら
、
歩
く
と
き
は
自
然
と
足

が
遅
く
な
る
。
二
人
並
ん
だ
ら
い
っ
ぱ
い
で
、

ほ
ん
の
数
歩
で
抜
け
て
し
ま
う
小
さ
な
径
だ
け

れ
ど
、
こ
こ
に
い
ろ
ん
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い

る
の
だ
。

　　

７
月
４
日
の
こ
と
。
み
の
虫
が
落
ち
て
い
た

（
右
頁
写
真
）。
近
く
の
木
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ

た
の
か
。
と
っ
さ
に
ひ
ろ
お
う
と
し
て
、
迷
う
。

別
の
日
に
は
、
木
の
枝
に
そ
っ
く
り
な
し
ゃ
く

と
り
虫
も
（
７
月
29
日
）。
触
れ
ず
に
、
そ
っ

と
見
守
る
。

　

こ
の
と
き
は
ど
ち
ら
も
、
ひ
ろ
わ
ず
に
見
て

い
る
だ
け
だ
っ
た
。
気
づ
か
れ
ず
に
誰
か
に

シロツメクサに混じってネジバナが咲い
ていた。ランのなかま。よく見てみる

と、小さくてもたしかにランの花の形をして
いる。こういうものを見ると、誰かに伝えた
くなる（7月 11 日　本学生協前の芝生にて）

踏
ま
れ
て
し
ま
う
か
も
と
い
う
心
配
は
あ
っ
た

け
れ
ど
、
誰
か
気
づ
く
か
し
ら
と
い
う
た
の
し

み
も
あ
っ
た
。
み
の
虫
の
、
落
ち
葉
や
細
い
枝

を
つ
な
い
だ
見
事
な
み
の
も
、
小
枝
の
よ
う
な

し
ゃ
く
と
り
虫
が
前
進
す
る
姿
も
、
見
つ
け
た

と
き
は
つ
い
し
げ
し
げ
と
眺
め
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
ち
ろ
ち
ろ
揺
れ
る
木
漏
れ
日
の
な
か
を
、

ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
と
横
切
っ
て
い
く
の
を

見
届
け
る
。

　

い
っ
た
ん
目
を
離
し
て
次
に
見
に
い
く
と
、

み
の
虫
は
道
端
の
植
木
鉢
の
へ
り
に
辿
り
着
い

て
い
た
。
し
ゃ
く
と
り
虫
は
ま
だ
道
の
途
中
で
、

か
ら
だ
を
伸
ば
し
て
、
一
休
み
し
て
い
る
と
こ

ろ
だ
っ
た
。

　　

い
つ
も
の
場
所
が
、
小
さ
な
出
会
い
で
特
別

な
も
の
に
見
え
て
く
る
。
木
漏
れ
日
も
、
植
木

鉢
も
含
め
て
ま
る
ご
と
。

　

ひ
ろ
う
の
は
、
誰
か
に
見
せ
た
い
と
思
う
か

ら
だ
。
で
も
、
一
つ
を
ひ
ろ
っ
て
も
、
伝
え
ら

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、
ど
う

し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
も
ど
か
し
さ
の

あ
い
だ
で
、
す
べ
て
を
「
ひ
ろ
う
」
方
法
は
な

い
も
の
か
、
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　先頭文字の背景は、中屋敷フィールドの果樹園で採ったウメの実（27 頁参照）。
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今年度から、本学から歩いて 20分ほどのところにある中屋敷

フィールドで、小さな畑を拓いて畑しごとを始めました。

夏になると気温が上がり、畑の作物の育ちがより早くなってき

ました。中屋敷の小さな畑、収穫の季節の始まりです。この実

りを楽しみにしていたのは、どうやら私たちだけではなかった

ようです。　　  　　　　　 持田睦乃（社会学科4年）＝文・写真

上から見た中屋敷のようす。小屋の左側に見えて
いるのが一つ目の畑。小屋の手前には池があり、
その左側に見えているのが二つ目の畑（7月 14日）

畑に設置した案
か か し

山子。左胸に

「なかやしき」と書いた名札

をつけた（6月 14日）
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る
た
め
、
案か

か

し
山
子
を
作
る
こ
と
に
。
竹
を
２
本
組
ん

で
服
を
着
せ
、
頭
に
使
わ
な
く
な
っ
た
植
木
鉢
を
か

ぶ
せ
て
、
全
長
１
９
０
㎝
ほ
ど
の
簡
単
な
も
の
を

作
っ
て
設
置
し
ま
し
た
。

　
６
月
18
日
。
案
山
子
を
設
置
し
て
か
ら
１
週
間
も

間
を
置
か
ず
、
ま
た
掘
り
返
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た

の
で
、
こ
の
日
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
す
べ
て
収
穫
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
案
山
子
は
ど
う
や
ら
効
果
が
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
す
べ
て
の
株
を
鍬
で
掘
り
返
し

て
み
る
と
、
数
が
少
な
い
う
え
に
ま
だ
ま
だ
小
粒
な

も
の
ば
か
り
。「
も
っ
と
育
つ
の
を
待
っ
て
い
た
か
っ

た
な
あ
」
と
何
度
も
思
い
な
が
ら
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を

拾
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
、
中
屋
敷
で
の
ジ
ャ
ガ
イ

モ
の
初
収
穫
は
、
嬉
し
い
気
持
ち
と
悔
し
い
気
持
ち

畑
の
収
穫　

　
６
月
10
日
。
一
つ
目
の
畑
に
植
え
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ

が
掘
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
翌
日
、
株
の
植
え
替

え
を
す
る
と
同
時
に
、
一
つ
目
の
畑
全
体
が
写
る
場

所
に
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
６
月
13
日
。
畑
に
行
く
と
、
か
な
り
掘
り
返
さ
れ

て
い
る
よ
う
す
を
確
認
で
き
ま
し
た
。
植
え
直
し
を

し
ま
し
た
が
、
株
の
多
く
は
萎
れ
て
い
て
、
い
か
に

も
元
気
が
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
編
集
室
に
帰

り
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
の
写
真
を
確
認
す
る
と
、
ジ
ャ

ガ
イ
モ
を
掘
り
返
し
て
い
る
動
物
の
姿
を
と
ら
え
て

い
ま
し
た
。写
っ
て
い
た
の
は
一
匹
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
。

こ
の
日
、
一
緒
に
畑
し
ご
と
を
し
て
い
る
砂
田
君
と

相
談
し
た
結
果
、「
今
度
掘
り
返
さ
れ
た
ら
、
ひ
と

思
い
に
全
部
抜
い
て
し
ま
お
う
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
植
え
直
し
を
し
て
い
る
と
き
に
い
く
つ
か
収
穫
し

て
持
ち
帰
っ
た
も
の
を
ト
ー
ス
タ
ー
で
焼
い
て
食
べ

て
み
る
と
、
思
っ
て
い
た
よ
り
お
い
し
く
で
き
て
い

ま
し
た
。
青
か
っ
た
り
、
虫
に
食
わ
れ
て
い
た
り
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
と
も
う
少
し
育
て
ば
お

い
し
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
収
穫
で
き
る
、
と
思
う
と
わ

く
わ
く
し
ま
す
。
そ
こ
で
サ
ル
に
少
し
で
も
対
抗
す

が
入
り
交
じ
っ
た
、
複
雑
な
思
い
を
抱
か
せ
る
も
の

と
な
り
ま
し
た
。

　
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
収
穫
を
通
し
て
、
い
き
も
の
と
向

き
合
う
と
い
う
の
は
本
当
に
気
合
い
の
い
る
こ
と
な

の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
被
害
が
出
た
と
き
の
対
処

法
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
対
処
法
を
す
べ

て
試
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
求
め
た
結
果
が
出
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。
何
も
か
も
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た

の
で
、
畑
し
ご
と
を
始
め
た
と
き
か
ら
、「
う
ま
く

い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
心
配
し
て
い
ま
し
た

が
、
じ
っ
さ
い
に
こ
こ
ま
で
育
て
て
き
た
も
の
が
最

後
の
収
穫
の
段
階
で
つ
ま
ず
い
て
し
ま
う
と
、
何
と

も
い
え
な
い
切
な
さ
や
悔
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
き
ま

す
。
中
屋
敷
は
と
く
に
、
住
宅
地
近
く
の
田
畑
よ
り

も
野
生
の
い
き
も
の
の
住す

み
か処

に
近
い
場
所
な
の
で
、

今
後
も
サ
ル
や
イ
ノ
シ
シ
と
関
わ
り
な
が
ら
作
物
を

育
て
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ

の
収
穫
を
早
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
「
悔
し

い
」と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、セ
ン
サ
ー

カ
メ
ラ
に
写
っ
た
サ
ル
を
見
て
、
い
き
も
の
の
存
在

を
身
近
に
感
じ
、
心
の
ど
こ
か
で
わ
く
わ
く
し
て
い

ま
し
た
。
野
生
と
の
距
離
を
測
り
な
が
ら
畑
を
守
っ

て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
こ
れ
か
ら
も

考
え
続
け
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
す
。

センサーカメラがとらえた、ジャガイモを食べ

るニホンザル（6月 13日）
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１: ウメのなり口を取って、ていねいに洗う

２: 煮る直前のウメ。まだ青みが残っていて、硬い

３: 低温のお湯で何度かゆでこぼしていくと青みが

ぬけてきれいな黄色になる。甘い香りがただよっ

てきた。熟したウメの香りは、桃の香りと少し似

ている

４: お湯を抜き、火にかけて煮ながらつぶして種を

取っていく。取り終えたら砂糖を入れ、煮詰める

５: 出来上がったばかりのジャム。黄色く輝くジャ

ムは、甘酸っぱくてとてもおいしい

３

２

４

５

１

～梅ジャムができるまで～
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畑
の
外
の
収
穫

　
６
月
26
日
。
編
集
部
の
数
名
が
、
中
屋
敷
フ
ィ
ー

ル
ド
で
ウ
メ
を
採
っ
て
き
ま
し
た
。
畑
を
拓
い
た

と
こ
ろ
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
る
果
樹
園
に

は
、
ウ
メ
や
プ
ラ
ム
な
ど
の
木
が
多
く
生
え
て
い
ま

す
。ま
た
畑
の
近
く
に
も
ウ
メ
や
ク
ワ
の
木
が
あ
り
、

ち
ょ
う
ど
畑
を
サ
ル
に
荒
ら
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
に
、

こ
ち
ら
も
収
穫
の
最
盛
期
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
６

月
27
日
に
は
編
集
部
員
数
名
が
ク
ワ
の
木
に
登
っ
て

実
を
食
べ
て
い
る
サ
ル
を
目
撃
し
て
い
た
り
、
私
も

何
回
か
ク
ワ
の
木
の
下
に
サ
ル
の
も
の
と
思
わ
れ
る

フ
ン
を
見
か
け
た
り
し
て
い
た
の
で
、
い
き
も
の
が

ク
ワ
な
ど
の
「
木
に
な
る
実
」
を
求
め
て
畑
の
近
く

に
降
り
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。
ジ
ャ
ガ
イ

モ
を
荒
ら
さ
れ
て
い
た
と
き
に
も
、
畑
に
ク
ワ
の
実

が
落
ち
て
い
た
の
で
、
ク
ワ
の
実
を
食
べ
に
来
た
サ

ル
が
偶
然
に
畑
を
見
つ
け
て
、
荒
ら
し
て
し
ま
っ
た

の
か
な
あ
と
も
思
え
ま
し
た
。

　
今
回
採
っ
た
ウ
メ
の
う
ち
、
小
粒
な
も
の
は
ジ
ャ

ム
、
大
粒
な
も
の
は
梅
干
し
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ウ
メ
の
加
工
品
と
い
う
と
梅
干
し
が
代
表
的
で

す
が
、
梅
ジ
ャ
ム
は
あ
ま
り
聞
き
覚
え
が
あ
り
ま
せ

ん
。
以
前
雑
誌
で
見
か
け
て
作
っ
て
み
た
い
と
思
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
６
月
28
日
、
編
集
部
の
香
西
さ
ん

と
一
緒
に
ジ
ャ
ム
作
り
に
と
り
か
か
り
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
青
梅
を
使
っ
た
ジ
ャ
ム
の
作

り
か
た
を
調
べ
て
み
る
と
、
ウ
メ
は
50
度
く
ら
い
の

お
湯
で
じ
っ
く
り
ゆ
で
て
い
く
と
熟
成
が
進
ん
で
黄

色
く
な
る
と
あ
り
ま
す
。
本
当
な
ら
時
間
を
か
け
て

ゆ
っ
く
り
色
を
変
え
る
も
の
が
小
一
時
間
で
黄
色
く

熟
す
な
ん
て
、に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
情
報
で
す
。

ウ
メ
が
熟
す
の
を
待
と
う
か
と
も
話
し
て
い
た
の
で

す
が
、
す
で
に
い
く
つ
か
傷
み
始
め
て
い
た
の
で
、

ゆ
で
て
熟
成
さ
せ
る
方
法
を
試
し
て
み
る
こ
と
に
。

　
て
い
ね
い
に
洗
っ
て
な
り
口
を
取
り
、
弱
火
で
何

度
か
ゆ
で
こ
ぼ
し
ま
す
。
す
る
と
、
青
梅
の
鮮
や
か

な
黄
緑
色
が
、
黄
色
と
橙
色
の
あ
い
だ
く
ら
い
の
淡

い
色
に
な
り
ま
し
た
。
硬
さ
も
な
く
な
り
、
指
で
つ

つ
く
と
ふ
に
ゅ
っ
と
、
ち
ょ
っ
と
力
を
入
れ
れ
ば
つ

ぶ
せ
る
く
ら
い
の
柔
ら
か
さ
に
。
そ
れ
か
ら
鍋
に
移

し
、
つ
ぶ
し
て
種
を
取
っ
て
か
ら
砂
糖
と
一
緒
に

と
ろ
み
が
つ
く
ま
で
煮
ま
す
。
ウ
メ
は
酸
味
が
強

く
、
多
め
に
砂
糖
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
少

し
ず
つ
味
を
見
な
が
ら
砂
糖
を
足
し
て
い
き
ま
す
。

１
６
０
０
ｇ
に
た
い
し
て
６
０
０
ｇ
ほ
ど
の
砂
糖
を

入
れ
る
と
、
ウ
メ
ら
し
い
酸
味
も
あ
り
つ
つ
、
甘
み

も
ち
ょ
う
ど
い
い
ジ
ャ
ム
に
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　
手
を
か
け
て
き
た
畑
で
の
収
穫
は
う
ま
く
い
か
な

い
の
に
、
と
く
に
何
か
世
話
を
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
果
樹
園
や
畑
の
近
く
の
木
か
ら
は
、
た
く
さ
ん

の
収
穫
を
得
ら
れ
ま
す
。
畑
で
は
夏
野
菜
も
サ
ル
に

食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
し
、
イ
ノ
シ
シ
が
畑
の

近
く
の
地
面
を
盛
ん
に
掘
り
返
す
よ
う
に
も
な
り
ま

し
た
。
で
も
、
畑
に
サ
ル
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
い
き

も
の
が
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
、
少
し
考
え
る
と

当
然
の
こ
と
で
す
。お
そ
ら
く
い
き
も
の
に
と
っ
て
、

食
べ
物
が
な
る
木
が
あ
る
こ
の
中
屋
敷
は
、
私
た
ち

が
畑
を
拓
く
前
か
ら
格
好
の
食
事
の
場
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
私
た
ち
の
畑
も
、
新
し
い
食
事
の
場
に
見

え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
は
畑
を
拓
い
た
り
小
屋
を
建
て
た
り
す
る

と
そ
の
場
を
「
自
分
の
も
の
」
と
し
て
、
入
っ
て
く

る
い
き
も
の
を
敬
遠
し
が
ち
で
す
。
け
れ
ど
、
そ
の

場
は
本
来
い
き
も
の
の
住
処
で
あ
り
、
食
事
の
場
な

の
で
す
。
私
た
ち
が
拓
い
た
畑
も
、
ま
わ
り
で
暮
ら

す
動
物
や
植
物
の
生
活
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
も

の
で
、
あ
く
ま
で
そ
の
環
境
の
一
部
で
す
。
小
さ
な

畑
を
通
し
て
、
い
き
も
の
た
ち
の
動
き
の
大
き
な
流

れ
を
感
じ
と
り
、
私
な
り
に
畑
と
そ
の
ま
わ
り
の
自

然
と
の
つ
き
合
い
か
た
を
見
出
せ
る
よ
う
に
、
残
り

の
半
年
間
、
畑
へ
通
い
続
け
ま
す
。
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都
留
の
早
朝
は
私
に
と
っ
て
未
知
の
世
界
。
ど
ん
な
に
朝
早
く
起
き
て
も
、
外
に

出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
都
留
の
朝
は
ど
ん
な
ふ
う
に
始
ま
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
思
い
か
ら
、
出
会
い
や
発
見
を
期
待
し
て
、
午
前
３
時
〜
７
時

ま
で
、
夜
明
け
前
の
散
策
を
重
ね
て
み
た
。     

              

　
　
　
　
　
　

 

平
井
の
ぞ
実
（
英
文
学
科
４
年
）
＝
文
・
写
真
・
イ
ラ
ス
ト

お
は
よ
う都
留

3:004:005:00
山や林から虫の声が
     聞こえ始めるニワトリが朝を告げる

アブラゼミやヒグラシ
が鳴き始める

明かりに導かれて

　7月 7日、午前３時の都留は真っ暗。お店も人も眠っている、都

留市中央にある静かな三町商店街を通り、照明の灯っている一軒の

建物が目に入る。大豆製品を扱う「相
あいかわ

川商店」だ。作業していらっ

しゃったのは相
あいかわ

川政
まさひろ

寛さん (56) と奥さんのかねこさん (55)。早朝は

お忙しい時間帯だったので、日を改めておうかがいした。お話によ

ると、相川商店は大正12年の創業で、豆腐や油揚げなどを大豆から

製造し、地元の小学校や病院の給食として提供しているそう。

　給食センターなど、取引先の業務時間との兼ね合いのため、世間

よりひと足もふた足もはやく動き出す商店。この出会いから、見慣

れている場所の早朝の顔を初め

て知ることができた。さらに、

帰りぎわには豆腐などをくだ

さって、「早起きは三文の徳」の

喜びをたっぷり噛みしめられる、

朝一番の出会いとなった。

03:30 相川商店　　07/07

牛乳屋さん

　都留市上谷にある牛乳屋さん。

杉
すぎもとまさゆき

本正行さん (55) と、奥さんの

公
きみ こ

子さん (53) で経営なさってい

る。この日は今から都留市内の一

般の家庭へと配達にお出かけのと

ころだった。

　時間帯、曜日によって配達先が異なり、道

志村の商店へ届けることもあるそう。

04:50

都留牛乳　08/01

朝露

　瑞々しい草花の朝。写真

は「スギナ」。水滴の一つひ

とつが朝日を浴び

てきらりと光り、

美しい。

05:00 上谷の運動公園の近く　07/30

FIELD.NOTE
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6:007:00
視界が開けて、鳥が
盛んに鳴き始める

防災行政無線で音楽
｢みかんの花咲く丘｣ が
流れる。おはよう都留。

早朝から

　６時以降は、農作業

をしている人をちらほ

ら見かけるようになる。

写真の男性は、採れた

きゅうりを遠方に住むお孫さんに送る予

定だとおっしゃっていた。日差しはあっ

たけれど、まだ涼しく、昼間より作業が

しやすそうだった。

06:15 　十日市場　08/03

始発電車

　富士急行線が動き始

める。写真は大月行き。

乗客は少なく、平日で

あったためか、通勤中

の人が中心であった。 05:58 　都留市駅　07/30

特別な時間帯

　私にとって早朝散策の醍醐味は、澄み切った空気に満ちたまち

じゅうで出会うものを、起きたばかりの空っぽの頭で感知してい

くことである。虫の声だけが際立つ静かなまちでは、日中よりも

しぜんと五感が研ぎ澄まされ、一つひとつの出会いに機敏に反応

でき、じっくり向き合うことができた。

自分の足で歩いて知った、活動する人たちや美しい景色などの、朝ならではのまちの表情。これら

は五感まるごと記憶となって、将来、都留を鮮明に思い返すための自分なりのきっかけになるだろう。

06:50  川棚　07/26

ラジオ体操

　ベンチで休んでいると、ラジオを持った

女性がやってきた。この地区の育成会長で

ある荻
おぎののり こ

野法子さん (48）であった。

今からラジオ体操をやるというこ

とであったので参加させていただ

いた。身体がほぐれて、一日の始

まりらしく元気が出てくる。

　少子化で、参加人数がだんだん

少なくなっているそう。
06:30 仲町大神宮近くの公園　07/30中央 3丁目
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水路散策
家中川を追って

　
７
月
６
日
、
都
留
市
上
谷
に
あ
る
下
宿
先
の
前
を

通
っ
て
い
る
水
路
に
興
味
を
持
っ
た
わ
た
し
は
、
こ

の
水
路
が
ど
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
確
か
め
る
た

め
、
じ
っ
さ
い
に
歩
い
て
み
た
。
水
路
は
金
山
神
社

や
西
願
寺
に
そ
っ
て
流
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

先
に
あ
っ
た
都
留
ト
ン
ネ
ル
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
見

失
っ
て
し
ま
っ
た
。

下
宿
か
ら
出
発

　

7
月
10
日
、
編
集
部
の
前
澤
志
依
さ
ん
に
付
き

そ
っ
て
も
ら
い
、
再
び
水
路
を
辿
っ
て
い
く
こ
と

に
し
た
。
歩
き
な
が
ら
前
澤
さ
ん
か
ら
、
家か

ち
ゅ
う
が
わ

中
川
、

寺
川
と
い
う
二
つ
の
川
が
あ
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
。

　

寺
川
は
、
上
谷
の
学
生
ア
パ
ー
ト
の
集
合
地
を

西
か
ら
東
に
流
れ
て
い
る
川
、
つ
ま
り
わ
た
し
が

先
日
歩
い
た
水
路
が
ま
さ
に
そ
の
寺
川
だ
っ
た
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
川
で
あ
る
家
中
川
は
谷
村
町

へ
流
れ
、
そ
の
先
は
桂
川
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
前
回
、
寺
川
を
歩
い
た
と
き
は
都
留

ト
ン
ネ
ル
で
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
度
は

家
中
川
を
追
っ
て
桂
川
と
合
流
す
る
と
こ
ろ
ま
で

行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

歩
い
て
み
る
と
水
路
が
建
物
や
道
路
の
下
に

潜
っ
て
追
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
っ

私の下宿の前には水路が流れている。水路という

よりはちょっとした川のように大きなそれは、わ

たしの地元には無いものだった。これは、どこま

で続いているのだろう？　気がつくとわたしは歩

きはじめていた。　

　　　　海賀沙也佳(比較文化学科1年)＝文・写真・図

①調べるきっかけになった水路①

②②②

寺川

都留トンネル

②

都留市役所

城南公園

ミュージアム
都留

谷村工業高等学校

西願寺
金山神社

スタート地点の下宿

上谷
家中川

（至　住吉）

やむ
らま
ち

つ
る
し

中央
自動
車道
富士
河口
湖線

7月 6日
寺川を追っていたら　
見失ってしまった

桂川と家中川の合流地点
にたどり着いた

水路が家中川に合流した桂川

上町
自治会館

谷村
第一小学校

③

〈下宿先から桂川の合流地点までの地図〉
※地図中の①、②、③の番号は写真と対応
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②家のあいだを流れる水路のようす

た
。
だ
が
水
路
は
途
切
れ
ず
続
い
て
お
り
、
し
ば
ら

く
進
む
と
ま
た
追
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
も
水
路
が
張
り
巡
ら

さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
改
め

て
道
を
歩
い
て
み
る
と
、
な
ん
だ
か
不
思
議
な
気
持

ち
に
な
っ
た
。　

合
流
地
点
に
到
着

　
上
町
自
治
会
館
の
さ
き
の
十
字
路
に
さ
し
か
か
っ

た
と
き
、わ
た
し
た
ち
は
足
を
止
め
た
。今
ま
で
追
っ

て
い
た
水
路
が
一
本
の
大
き
な
川
へ
と
姿
を
変
え
た

か
ら
だ
。
十
字
路
を
南
西
か
ら
北
東
に
流
れ
て
い
る

家
中
川
と
合
流
し
た
の
だ
。
並
行
し
て
流
れ
て
い
た

別
の
水
路
も
、
同
じ
よ
う
に
家
中
川
と
合
流
し
た
よ

う
だ
っ
た
。
細
く
頼
り
な
か
っ
た
水
路
は
も
う
す
っ

か
り
一
本
の
川
に
な
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
歩
い
て
い
る
と
家
中
川
は
再

び
枝
分
か
れ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
は
じ
め
に
追
っ

て
い
た
水
路
と
同
じ
く
ら
い
の
細
さ
に
な
っ
た
。
道

路
は
下
り
坂
に
な
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
ふ
た
を
さ

れ
た
奥
を
覗
い
て
み
る
と
、
川
が
合
流
地
点
に
向

か
っ
て
勢
い
を
増
し
て
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
た
。
そ
の
ま
ま
川
を
追
っ
て
ま
っ
す
ぐ
歩
く

と
、
中
央
自
動
車
道
の
バ
イ
パ
ス
の
登
り
口
に
さ
し

か
か
り
、
左
手
に
桂
川
が
見
え
る
。
川
の
ま
わ
り
に

生
え
て
い
る
木
々
を
か
き
分
け
て
進
ん
で
行
く
と
、

桂
川
と
家
中
川
の
合
流
地
点
に
た
ど
り
着
い
た
。

　
家
中
川
を
辿
っ
た
こ
と
で
、
わ
た
し
は
水
路
が
人

の
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

家
中
川
は
民
家
と
道
路
の
あ
い
だ
を
流
れ
、
そ
こ
に

住
む
人
々
は
川
に
架
け
た
ち
い
さ
な
橋
の
よ
う
な
も

の
を
渡
っ
て
往
き
来
し
て
い
る
。
そ
ん
な
光
景
は
、

水
路
が
生
活
の
近
く
に
な
か
っ
た
わ
た
し
に
は
、
見

慣
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
川
に
沿
っ
て
歩

き
な
が
ら
そ
の
よ
う
す
を
眺
め
て
い
る
と
、
水
路
が

違
和
感
な
く
人
々
の
生
活
に
な
じ
ん
で
い
る
よ
う
に

感
じ
た
。
あ
と
で
調
べ
て
み
る
と
、
家
中
川
と
寺
川

は
町
中
に
水
を
引
く
た
め
に
寛
永
13(
１
６
３
６)

年
か
ら
３
年
に
及
ぶ
工
事
の
末
に
完
成
し
た
人
工
の

川
だ
と
い
う
（
※
）。
何
百
年
も
前
か
ら
家
中
川
は
人

び
と
の
生
活
と
と
も
に
あ
っ
た
の
だ
。
都
留
で
暮
ら

し
は
じ
め
て
、
水
路
が
田
に
水
を
引
く
目
的
で
利
用

さ
れ
た
り
、
野
菜
を
洗
う
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
り

す
る
と
こ
ろ
を
目
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
水
路
は
、
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

何
気
な
く
目
に
し
て
い
た
水
路
を
き
っ
か
け
に
、

歩
い
た
こ
と
の
な
い
道
を
歩
き
、
そ
こ
に
住
む
人
々

の
暮
ら
し
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
調
べ
よ
う
と
行
動
に
移
す
こ
と
で
、
住
み
始
め
た

ば
か
り
の
都
留
に
つ
い
て
す
こ
し
詳
し
く
な
れ
た
気

が
す
る
。
こ
こ
で
暮
ら
す
４
年
間
の
う
ち
に
、
い
ろ

い
ろ
な
も
の
を
見
て
、
こ
の
町
に
つ
い
て
も
っ
と

知
っ
て
い
き
た
い
。

③桂川と家中川の合流地点

※参考文献：都留市教育委員会編『目で見る都留市の歴史』／都留市／ 1991 年
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大学からの帰り道、ランドセルを背負い、習

字道具を持って歩く女の子を見かけた。習字

を習っているのかな。学校で書写の時間があっ

たのかな。習字道具を持って歩く姿に、書道

を習っていたころの自分を思い出した。都留

にはどのような書道教室があるのだろう。

書
道
教
室̶

̶

慶
明
会

私
が
訪
ね
た
の
は
都
留
市
立
東
桂
小
学
校
の

付
近
に
あ
る 

「
書
道
研
究 

慶け
い
め
い
か
い

明
会 

東
桂
教
室
」。

そ
こ
に
は
書
道
を
熱
心
に
教
え
る
菊き

く
ち地
大た
い
け
い慶
さ
ん

(

40)

と
、
一
生
懸
命
に
、
筆
を
持
っ
て
紙
と
向

か
い
合
う
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
い
た
。

　
菊
地
さ
ん
は
東
桂
教
室
ほ
か
4
ヶ
所
の
書
道
教

室
を
い
と
な
み
、
幼
児
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
世

代
に
書
道
を
教
え
て
い
る
。そ
の
数
約
１
３
５
名
。

曜
日
ご
と
に
各
教
室
を
ま
わ
っ
て
指
導
を
し
て
い

る
の
だ
そ
う
だ
。
指
導
方
法
は
1
枚
ず
つ
提
出
さ

れ
た
作
品
を
て
い
ね
い
に
添
削
し
て
い
く
。
多
く

の
箇
所
を
一
度
に
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
一
点

一
点
を
順
に
直
し
て
い
く
。
生
徒
は
一
回
の
稽
古

で
上
手
に
書
け
た
と
思
え
る
作
品
を
20
枚
程
度
、

菊
地
さ
ん
に
添
削
し
て
も
ら
う
。
20
枚
の
良
い
と

思
っ
た
作
品
を
書
く
の
に
か
か
る
時
間
は
1
時
間

15
分
ほ
ど
。
こ
の
時
間
は
、
生
徒
が
集
中
力
を
保

つ
我
慢
強
さ
を
鍛
え
る
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
時
間

だ
と
い
う
。
慶
明
会
を
始
め
た
10
年
前
か
ら
変
わ

ら
な
い
ス
タ
イ
ル
な
の
だ
そ
う
。
展
覧
会
活
動
に

つ
い
て
は
慶
明
会
だ
け
で
の
展
覧
会
を
年
に
一
回

お
こ
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
は
全
国
規
模
の
公
募

展
に
応
募
し
て
い
る
と
い
う
。

や
る
気
ス
イ
ッ
チ
を
押
す

　
東
桂
教
室
は
東
桂
小
学
校
に
通
っ
て
い
る
生
徒

が
多
い
。
小
学
生
ば
か
り
の
書
道
教
室
は
騒
が
し

く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
菊
地
さ
ん
は
子
ど

も
た
ち
の
集
中
力
や
や
る
気
の
向
上
の
た
め
に
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
を
施
し
て
い
る
。

　
「
毎
月
作
っ
て
い
る
冊
子
が
あ
り
ま
し
て
、『
月

刊
書
道
誌
』
と
い
う
ん
で
す
。
あ
と
、
生
徒
の
作

品
の
ビ
フ
ォ
ー
ア
フ
タ
ー
を
載
せ
た
別
紙
も
作
っ

て
い
ま
す
」。
菊
地
さ
ん
は
一
冊
の
薄
い
冊
子
と

別
紙
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
生
徒
た
ち
の
作
品

で
埋
ま
っ
て
い
た
。一
人
ひ
と
り
の
精
一
杯
の
字
。

作
品
が
冊
子
に
載
ら
な
い
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

半
年
ご
と
に
載
せ
る
機
会
を
作
っ
て
い
る
そ
う
。

別
紙
で
は
一
番
最
初
に
書
い
た
も
の
と
一
ヶ
月
後

に
書
い
た
も
の
が
比
較
さ
れ
、
一
目
で
上
達
し
た

さ
ま
が
わ
か
る
。

　
「
生
徒
が
春
休
み
な
ど
の
休
み
に
入
っ
た
ら
和

紙
漉す

き
体
験
な
ど
、
他
市
で
お
こ
な
わ
れ
る
書
に

関
連
の
あ
る
体
験
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い
ま
す

ね
」
と
も
菊
地
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
体
験
イ

ベ
ン
ト
は
生
徒
の
書
道
へ
の
興
味
を
高
め
さ
せ
る

と
同
時
に
、
手
先
の
器
用
さ
と
い
っ
た
も
の
も
学

べ
る
の
だ
と
い
う
。
生
徒
の
励
み
に
な
る
よ
う
な

工
夫
の
数
々
。
菊
地
さ
ん
の
、
生
徒
に
字
が
上

三枝弥生 ( 国文学科 1年）＝文・写真

発見譚
～書道教室を訪れて～

菊地大慶さん ( 上 ) と一生懸命

書道に取り組む生徒たち ( 左 )

7 月 4 日撮影
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手
く
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
伝
わ
っ
て

き
た
。

声
　
稽
古
が
終
わ
り
、
迎
え
を
待
っ
て
い
る
の
か
学

校
の
宿
題
を
し
て
い
た
小
学
校
6
年
生
の
女
の
子

に
話
し
か
け
て
み
た
。

　
私
は
左
利
き
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
入
会
を
た

め
ら
い
ま
し
た
。
書
道
を
始
め
る
ま
で
字
が
と
て

も
汚
く
て
、
書
く
こ
と
が
す
ご
く
嫌
い
で
し
た
。

今
で
は
右
で
し
っ
か
り
と
し
た
字
を
書
け
る
よ
う

に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
大
会
で
賞
を
と
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
普
段
書
い
て
い
る
字
も
上
手
く

な
っ
て
、
学
校
で
「
字
、
上
手
だ
ね
」
っ
て
言
わ

れ
る
の
が
嬉
し
い
で
す
。
私
は
今
、
書
道
が
と
っ

て
も
楽
し
い
し
、
大
好
き
で
す(

＊)

。

　
女
の
子
を
見
た
と
き
、
右
手
で
字
を
書
い
て
い

た
。元
は
左
で
書
い
て
い
た
と
は
思
え
な
い
、整
っ

た
字
。
今
彼
女
が
書
い
て
い
る
字
は
根
気
強
く

指
導
し
た
菊
地
さ
ん
と
彼
女
の
努
力
の
結
晶
な

の
か
と
、
つ
い
彼
女
の
宿
題
を
覗
き
込
ん
で
し

ま
っ
た
。

　
稽
古
の
途
中
に
失
礼
し
て
、
小
学
校
の
先
生
を

し
て
い
た
と
い
う
女
性
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　私
が
入
会
し
た
の
は
大
人
に
な
っ
て
小
筆
を
使

う
機
会
が
増
え
た
の
で
す
が
、
小
筆
を
上
手
く
使

え
な
か
っ
た
の
が
理
由
で
す
。
こ
の
教
室
に
お
世

話
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
き
い
筆
で
き
ち
ん

と
書
け
な
い
と
小
筆
も
書
け
な
い
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。
入
会
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
は
、
字
が
上

手
く
書
け
な
く
て
く
じ
け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

最
初
に
習
う
「
一
」
と
い
う
字
が
書
け
な
く
て
。

次
に
「
三
」
と
い
う
字
を
習
っ
て
。
で
も
書
け
な

く
て
。
私
が
教
師
を
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
子
ど
も

た
ち
は
「
一
」
や
「
三
」
が
ど
う
し
て
書
け
な
い

ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
て
ま
し
た
。
大
人
の
感
覚
で

は
書
け
て
当
た
り
前
な
ん
で
す
ね
。
で
も
、
自
分

が
そ
の
立
場
に
立
っ
て
み
る
と
書
け
な
い
ん
で
す

ね
。
人
の
書
く
姿
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
書
け
な

い
ん
で
す
。
実
際
に
や
っ
て
み
な
い
と
。
あ
あ
、

今
日
は
お
習
字
の
日
か
…
…
っ
て
、
構
え
て
行
く

ん
で
す
よ
。
で
も
書
け
な
い
。
そ
の
繰
り
返
し
。

一
年
た
っ
て
か
ら
は
自
分
の
気
持
ち
も
す
ご
く
落

ち
着
い
て
き
て
、
二
年
目
に
入
っ
て
、
投
げ
出
さ

な
い
で
頑
張
ろ
う
っ
て
思
っ
て
、
も
う
三
年
目
。

自
分
の
気
持
ち
も
姿
勢
も
変
わ
っ
て
く
る
ん
で
す

ね
。
も
う
書
道
は
私
の
生
活
の
一
部
な
ん
で
す
。

　

女
性
は
、
菊
地
さ
ん
は
学
校
で
は
教
え
な
い

よ
う
な
あ
い
さ
つ
や
姿
勢
、
そ
の
ほ
か
の
面
倒

ま
で
も
見
て
い
る
の
だ
と
、
と
き
お
り
菊
地
さ

ん
に
尊
敬
の
ま
な
ざ
し
を
送
り
な
が
ら
語
っ
て

く
だ
さ
っ
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
、
稽
古
が
終

わ
っ
て
教
室
を
出
て
い
く
子
ど
も
た
ち
と
す
れ
違

う
。
教
室
の
隅
で
学
校
の
宿
題
を
し
な
が
ら
迎

え
が
来
る
の
を
待
つ
子
ど
も
も
い
る
。
礼
儀
作

法
や
姿
勢
な
ど
、
菊
地
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
に

伝
え
る
も
の
は
書
道
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◆

私
が
以
前
通
っ
た
書
道
教
室
は
ど
う
だ
っ
た

だ
ろ
う
。
方
法
は
違
え
ど
、
飽
き
さ
せ
な
い
、
励

み
の
あ
る
、
な
に
よ
り
技
術
に
つ
な
が
る
た
く
さ

ん
の
工
夫
に
満
ち
て
い
た
。
菊
地
さ
ん
が
生
徒
に

た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
よ
う
に
、
私
も

先
生
に
教
わ
っ
て
い
た
。
昔
の
自
分
は
書
道
だ
け

を
習
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
わ
っ
て
い
た
。

今
の
自
分
が
気
づ
い
た
こ
と
だ
。

書
道
教
室
へ
の
懐
か
し
さ
か
ら
訪
ね
た
「
慶

明
会
」
は
私
に
今
ま
で
気
づ
き
も
し
な
か
っ
た
こ

と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。
何
か
行
動
を
起
こ
さ

な
い
と
気
づ
け
な
い
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
。
私
が

今
回
書
道
教
室
に
行
っ
た
よ
う
に
、
い
つ
も
と
は

違
う
、
も
っ
と
別
の
こ
と
を
し
て
み
な
い
と
。
何

か
に
「
気
づ
く
」
た
め
の
出
来
事
が
待
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
。

( ＊ )『月刊書道誌 2012.7 10 号』より一部抜粋したものとインタビューの内容を含めて紹介しています。 
　　  背景字は筆者によるもの。「書」という字を行書体で書いています。
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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、かつて谷村にあった映画館です。

第 18回

谷
たに

の町・史
ふみ

の里
谷村にあった映画館のこと　①　

　「ヤエイ」と私
「ヤエイ」経営者の長女、大森直枝さん・画

谷
村
に
住
む
50
代
も
後
半
以
上
の
ひ
と
な
ら
ば
、
か

つ
て
こ
の
ま
ち
に
複
数
の
映
画
館
が
あ
っ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
（
※
１
）。
い
ず
れ
も
跡
形
も

な
く
な
っ
て
久
し
い
が
、
大
人
に
と
っ
て
娯
楽
・
遊

興
の
場
で
あ
っ
た
映
画
館
は
、
子
ど
も
た
ち
の
暮
ら

し
の
な
か
に
お
い
て
も
身
近
な
場
所
と
し
て
記
憶
に

残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　◇

　

都
留
市
郷
土
研
究
会
発
行
の
『
郡
内
研
究
』
第

６
号
に
よ
る
と
「
ヤ
エ
イ
」
は
、「
谷や

む
ら村

映
画
劇
場
」

と
い
う
の
が
そ
の
正
式
名
称
と
あ
る
。
そ
し
て
「
若

松
館
」
が
そ
の
前
身
で
あ
り
、「
若
松
亭
」
と
い
う

寄
席
が
そ
の
ま
た
前
身
で
あ
る
と
い
う
。
の
ち
に
活

動
写
真
館
と
し
て
開
業
し
、
昭
和
２
年
に
内
藤
興
業

が
買
収
し
「
谷
村
映
画
劇
場
」
と
名
前
を
改
め
た
と

書
か
れ
て
い
る
（ 
内な
い
と
う
み
つ
な
り

藤
盈
成
氏 

）。
こ
れ
を
読
み
、

私
の
長
年
の
疑
問
で
あ
っ
た
「
ヤ
エ
イ
」
と
「
若
松

館
」
が
一
体
化
し
た
（
※
１
）。

　
子
ど
も
の
こ
ろ
３
年
ほ
ど
「
ヤ
エ
イ
」
の
隣
に
住

ん
で
い
た
。
い
つ
ご
ろ
そ
こ
に
越
し
た
か
定
か
で
な

い
の
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
小

学
校
の
低
学
年
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
。
そ
の
前
は
、

「
ヤ
エ
イ
」
か
ら
５
分
ほ
ど
の
所
に
住
ん
で
い
た
。

家か
ち
ゅ
う
が
わ

中
川
沿
い
の
家
で
あ
っ
た
。
台
所
か
ら
裏
庭
に

行
く
と
き
、
ち
ょ
っ
と
し
た
穴
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

家
中
川
の
川
面
が
見
え
た
。
妙
に
そ
の
こ
と
だ
け
は

覚
え
て
い
る
。
幼
稚
園
生
に
な
る
か
な
ら
な
い
こ
ろ

の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
昭
和
24
年
の
あ
の
大
火
で
生
活
が
一
変
し

た
。
そ
の
時
に「
ヤ
エ
イ
」も
焼
け
落
ち
た（
※
2
）。

小
さ
か
っ
た
の
で
そ
の
火
事
の
こ
と
は
、
歳
の
離
れ

た
従
姉
に
連
れ
ら
れ
て
知
り
合
い
の
家
へ
富
士
急
線

の
線
路
伝
い
に
逃
げ
た
こ
と
、
空
が
真
っ
赤
に
見
え

怖
か
っ
た
こ
と
く
ら
い
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
焼
け

残
っ
た
わ
が
家
に
親
戚
の
人
が
来
て
大
勢
で
い
た
こ

と
。
そ
れ
が
う
れ
し
く
て
幼
稚
園
に
行
か
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
だ
ん
だ

ん
に
人
が
い
な
く
な
っ
て
い
く
寂
し
さ
を
感
じ
て
も

い
た
。

　
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
過
で
「
ヤ
エ
イ
」
の
隣
に

越
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、「
ヤ
エ
イ
」
が
い

つ
再
建
さ
れ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
私

が
行
っ
た
と
き
に
は
す
で
に
再
建
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
昭
和
27
年
に
は
映
画
の
上
映
は
さ
れ
な
く
な
っ
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益
子
邦
子
（
都
留
市
上
谷
在
住
）
＝
文

て
い
た
（
※
3
）。
建
物
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
。

そ
の
横
の
空
き
地
が
私
た
ち
子
ど
も
に
遊
び
場
を
提

供
し
て
く
れ
て
い
た
。
砂
利
だ
ら
け
の
空
き
地
だ
っ

た
が
、子
ど
も
に
と
っ
て
は
最
高
の
遊
び
場
だ
っ
た
。

そ
こ
で
缶
蹴
り
を
し
た
り
、
缶
を
使
っ
て
竹
馬
ふ
う

な
も
の
を
作
っ
た
り
、
そ
の
当
時
、
流
行
っ
た
「
太

陽
写
真
」
を
焼
き
付
け
た
り
と
、
学
校
か
ら
帰
る
と

そ
こ
に
集
ま
り
暗
く
な
る
ま
で
遊
ん
だ
。

　
「
ヤ
エ
イ
」
は
、
映
画
館
だ
っ
た
が
、
そ
の
当
時

の
子
ど
も
に
と
っ
て
映
画
は
大
人
の
見
る
も
の
と
い

う
感
覚
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら「
ヤ
エ
イ
」

は
、
学
校
に
行
く
と
き
の
集
合
場
所
で
あ
り
遊
び
場

だ
っ
た
。
遊
び
疲
れ
る
と
ベ
ン
チ
に
座
り
、
本
を
読

ん
だ
り
、
お
し
ゃ
べ
り
し
た
り
と
思
い
お
も
い
に
過

ご
せ
る
楽
し
い
場
所
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ン
ド

ウ
に
貼
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
ス
チ
ー
ル
写
真
を

眺
め
て
あ
れ
こ
れ
想
像
し
た
り
、
野
良
犬
の
チ
ョ
ロ

を
か
ら
か
っ
た
り
す
る
場
所
だ
っ
た
。
映
画
が
好
き

だ
っ
た
の
は
、
家
の
ち
び
ネ
コ
の
ミ
ミ
ー
だ
っ
た
。

な
ぜ
か
い
つ
も
一
番
後
ろ
の
席
に
座
り
、
じ
っ
と
映

画
を
見
て
い
た
。
い
な
く
な
る
と
、
い
つ
も
映
画
館

に
迎
え
に
行
き
な
が
ら
、
ち
ら
っ
と
映
画
を
眺
め
た

り
す
る
く
ら
い
し
か
映
画
館
と
し
て
の
「
ヤ
エ
イ
」

の
記
憶
は
な
い
。

【
編
集
部
注
】

※
１

　
　谷
村
に
存
在
し
た
映
画
館
の
名
称
…
…
「
谷
村
座
」

「
若
松
館
」「
谷
村
映
画
劇
場
」「
大
手
劇
場
」

谷
村
の
映
画
館
・
劇
場
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
細
は
、『
郡
内
研

究
』
第
６
号
（
都
留
市
郷
土
研
究
会
、
１
９
９
９
）
所
収
「
谷

村
座
と
若
松
館
」（
内
藤
盈
成
）

　

※
２

　
　昭
和
24
年
5
月
13
日
に
発
生
し
た
火
事
。『（
昭
和

27
年
版
）
谷
村
町
町
勢
要
覧
』（
谷
村
町
役
場
発
行

　昭
和
28

年
3
月
印
刷
）
に
は
、「
罹
災
区
域
は
谷
村
町
歓
楽
街
の
中

心
地
で
あ
り
、
商
店
街
も
多
く
主
要
施
設
と
し
て
は
谷
村
座
、

谷
村
映
画
劇
場
、
都
留
病
院
、
須
藤
病
院
、
桂
川
旅
館
、
弘

三
館
、
山
本
旅
館
、
西
涼
寺
、
専
念
寺
、
東
漸
寺
、
御
嶽
神
社
、

外
各
商
店
な
ど
、
町
内
著
名
の
も
の
が
多
数
罹
災
し
た
」
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
罹
災
区
域
は
、
下
町
の
一
部
、

横
町
の
全
部
、
栄
町
の
大
部
分
、
田
町
の
一
部
で
罹
災
戸
数

は
全
焼
・
半
焼
計
２
９
１
戸
（
３
３
３
世
帯
、
１
５
４
４

人
）

　な
お
、
昭
和
27
年
7
月
現
在
で
谷
村
町
全
町
の
戸
数
は

２
７
５
５
戸
、
人
口
１
４
３
６
３
人
で
あ
り
、
い
か
に
大
き

な
火
災
で
あ
っ
た
か
わ
か
る
。
こ
の
大
火
に
関
す
る
参
考
文

献
は
ほ
か
に
、『
谷
村
町
大
火
五
十
周
年
記
念
誌
』（
儀
秀
講
、

１
９
９
９
）

※
３

　
　『（
昭
和
27
年
版
）
谷
村
町
町
勢
要
覧
』（
前
掲
）
の

主
要
商
工
名
鑑
（
谷
村
町
主
要
商
工
業
者
名
簿
）
に
は
、
映

画
館
は
谷
村
座
（
横
町
）
と
大
手
劇
場
（
新
町
）
が
掲
載
さ
れ
、

「
ヤ
エ
イ
」
は
す
で
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

都留市中央 1-4「BUONO」から「ヤエイ」跡地をのぞむ
（現在は駐車場）。2012 年 7 月 31 日撮影（北垣憲仁）

「栄町銀座通り」（昭和 27 年版）谷村町町勢要覧より。
横町から「ヤエイ」近くの栄町銀座通りをのぞむ
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れ
が
、
い
つ
か
は
摘
み
取
ら
れ
る
と
思
う
の
ね
。　

　
と
い
う
の
は
ね
、
子
ど
も
育
て
て
み
て
ね
、
そ
し

て
ね
、
な
ん
か
こ
う
、
手
が
動
い
た
り
足
が
動
き
出

す
と
ね
、
子
ど
も
っ
て
い
う
の
は
す
ご
く
な
に
か
を

や
り
た
が
る
の
ね
、
た
と
え
ば
あ
た
し
が
お
茶
を
入

れ
て
る
と
ね
、
自
分
で
お
茶
を
入
れ
た
が
っ
た
り
、

そ
し
て
お
盆
に
ね
、
茶
碗
を
乗
せ
て
持
っ
て
き
た
り

す
る
で
し
ょ
。と
こ
ろ
が
母
親
っ
て
い
う
の
は
さ
ぁ
、

そ
れ
こ
ぼ
し
た
り
壊
し
た
り
す
る
と
困
る
か
ら
、
そ

れ
ダ
メ
ダ
メ
っ
て
止
め
ち
ゃ
う
じ
ゃ
な
い
、
ね
、
だ

け
ど
止
め
な
か
っ
た
ら
ね
、
ど
ん
ど
ん
発
達
し
て
く

と
思
う
の
ね
、
自
分
で
何
か
を
し
た
い
っ
て
い
う
の

は
ね
、
生
来
、
根
の
中
に
あ
る
と
思
う
の
ね
。
そ
れ

を
だ
ん
だ
ん
社
会
化
さ
れ
て
く
な
か
で
危
な
い
か
ら

と
か
な
ん
だ
と
か
で
だ
ん
だ
ん
規
制
し
て
い
っ
て
、

そ
の
な
か
で
そ
う
い
う
も
の
を
も
し
か
し
た
ら
摘
み

｜

子
ど
も
た
ち
の
遊
び

｜

36

（えんどう・しずえ）

遠藤静江さん

都
留
市
出
身
。
戦
争
時
代
を
経
験
し
、
大
学
を
卒
業
後
、
都
留
市
で

教
員
を
し
な
が
ら
詩
を
書
き
、
教
員
を
引
退
後
も
服
の
リ
フ
ォ
ー
ム
、

油
絵
、
染
め
物
な
ど
を
す
る
活
動
家
で
す
。
（
撮
影:

前
澤
志
依
）

｢

人
生
で
何
か
を
始
め
る
の
に
、
遅
す
ぎ
る
こ
と
な

ん
て
な
い
の｣

。
今
年
で
80
歳
に
な
る
遠え

ん
ど
う藤

静し

ず

え江
さ

ん
（
79
）
は
言
い
ま
す
。
そ
ん
な
多
趣
味
で
、
経
験

豊
富
な
遠
藤
さ
ん
に
何
か
を
す
る
と
い
う
意
欲
や
行

動
力
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、｢

私
は
子
ど
も
の

よ
う
に
、
つ
ね
に
生
ま
れ
っ
ぱ
な
し
な
の
よ
」
と
い

う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
お
話
の
な
か
で
、

都
留
の
自
然
と
と
も
に
生
き
て
き
た
、
昔
の
子
ど
も

た
ち
の
意
外
な
知
恵
や
暮
ら
し
を
か
い
ま
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

取
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、私
は
そ
う
思
う
の
ね
。

　

う
ち
の
こ
の
辺
で
育
っ
た
子
ど
も
達
見
る
と
ね
、

す
ご
か
っ
た
の
よ
。
だ
け
ど
た
く
ま
し
い
の
、
そ
の

子
達
が
。

田
ん
ぼ
を
ス
ケ
ー
ト
場
や
野
球
場
に

  

あ
る
日
授
業
参
観
が
あ
っ
た
の
ね
。
そ
し
て
学
校

へ
父
兄
が
行
っ
た
ら
、
こ
の
村
の
男
の
子
っ
ち
が

だ
ー
れ
も
い
な
い
の
。
お
か
し
い
ね
ぇ
っ
て
い
っ
た

ら
ば
、
消
防
の
詰
所
っ
て
の
が
あ
っ
た
の
。
冬
に
な

る
と
夜
回
り
す
る
で
し
ょ
、
カ
チ
カ
チ
っ
て
す
る
、

そ
の
人
た
ち
が
そ
こ
で
夜
番
を
す
る
わ
け
。
そ
こ
の

と
こ
ろ
が
空
い
て
た
の
ね
、
鍵
も
な
く
て
、
そ
し
た

ら
そ
こ
の
カ
ー
テ
ン
全
部
閉
め
ち
ゃ
っ
て
、
中
に
い

る
の
が
わ
か
ん
な
い
。
そ
こ
で
遊
ん
で
た
の
！　
学

校
行
か
な
い
で
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
と
か
、
だ

生
ま
れ
た
モ
ノ
の
ゆ
く
え

　
あ
た
し
ね
、
人
間
っ
て
い
う
の
は
ね
、
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
何
か
を
し
た
い
っ
て
い
う
ね
、
衝
動
っ

て
い
う
か
さ
、
そ
う
い
う
の
あ
る
と
思
う
の
ね
。
自

分
で
し
た
い
、
自
分
が
何
か
を
し
た
い
っ
て
の
。
そ

FIELD.NOTE



け
ど
、
た
だ
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
た
と
え
ば

冬
に
な
る
と
、
日
陰
の
田
ん
ぼ
へ
ね
、
水
を
入
れ
る

わ
け
。
そ
う
す
る
と
夜
10
時
ご
ろ
一
回
入
れ
て
凍
ら

せ
て
、
ま
た
夜
な
か
に
行
っ
て
凍
ら
せ
て
っ
て
、
子

ど
も
が
す
る
の
よ
。
ね
、
そ
う
す
る
と
氷
が
だ
ん
だ

ん
厚
く
な
る
で
し
ょ
？　

そ
れ
で
、
田
ん
ぼ
で
ス

ケ
ー
ト
が
で
き
る
わ
け
。
そ
う
す
る
と
ね
、
そ
の
当

時
下
駄
の
ス
ケ
ー
ト
だ
か
ら
ね
、
下
駄
み
た
い
な
の

に
真
ん
中
に
歯
が
つ
い
た
、
そ
れ
で
こ
う
、
鼻
緒
が

つ
い
て
、
そ
れ
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
紐
で
く
く
り
つ

け
る
の
ね
、
そ
こ
で
学
校
へ
行
く
前
に
滑
っ
て
い
く

の
。
と
こ
ろ
が
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ね
、
水
の
番

を
し
な
い
人
は
ね
、
仲
間
に
入
れ
な
い
の
。
だ
か
ら

み
ん
な
子
ど
も
が
そ
の
番
を
す
る
わ
け
。
だ
か
ら
そ

の
知
恵
っ
て
の
は
す
ご
い
の
よ
ね
。

　

そ
し
て
ね
、
う
ち
の
す
ぐ
そ
ば
に
、
田
ん
ぼ
が

あ
っ
て
、
冬
は
二
毛
作
だ
と
、
お
米
作
っ
て
麦
作
る

わ
け
。
と
こ
ろ
が
ね
、
麦
を
作
ら
な
い
田
ん
ぼ
が
あ

る
わ
け
、
そ
う
す
る
と
そ
こ
へ
集
ま
っ
て
子
ど
も
が

草
野
球
す
る
わ
け
。
ね
、
だ
け
ど
田
ん
ぼ
っ
て
い
う

の
は
ね
、
茶
碗
の
か
け
ら
と
か
、
ガ
ラ
ス
と
か
そ
う

い
う
の
が
入
る
と
危
険
な
の
ね
。
な
ぜ
っ
て
田
植
え

す
る
と
き
は
だ
し
で
し
ょ
。
だ
か
ら
ね
、
そ
こ
の
田

ん
ぼ
の
主
が
ね
、
こ
う
通
る
時
に
子
ど
も
が
ね
、
そ

う
い
う
ふ
う
に
遊
ん
で
る
と
、
だ
め
だ
ー
っ
て
い
う

の
。
そ
う
す
る
と
子
ど
も
は
ぱ
ぁ
ー
っ
と
逃
げ
ち
ゃ

う
の
、
蜘
蛛
の
子
散
ら
す
み
た
い
に
逃
げ
ち
ゃ
う
の

ね
、
ま
た
そ
の
お
じ
さ
ん
が
い
な
く
な
る
と
ま
た
す

る
の
。
そ
し
た
ら
今
度
お
じ
さ
ん
が
バ
ラ
線
（
有
刺

鉄
線
）
を
張
っ
た
の
。
で
も
バ
ラ
線
っ
て
背
の
丈
の

ね
、
こ
ん
な
高
さ
ま
で
張
ら
な
い
か
ら
ま
た
げ
ば
行

け
る
わ
け
。
で
、こ
う
い
う
ふ
う
に
、張
っ
て
も
張
っ

て
も
、ど
ん
な
こ
と
し
て
も
子
ど
も
が
遊
ぶ
の
。
で
、

も
う
ね
、そ
の
お
じ
さ
ん
ね
、諦
め
ち
ゃ
っ
た
の
ね
。

【田圃スケート場】

「戦前は日当たりの悪い田圃を利用してスケート場がつくられ児童

でにぎわった」。写真は、都留市谷村にある西願寺前の田んぼを撮

影したもの。子どもたちは、遠藤さんの話に出てくる「下駄スケート」

を履いている

出典：『奥隆行写真コレクション』（本学フィールド・ミュージアム所蔵）

イラスト：遠藤さんにガキ大将をイメージして描いていただいた

そ
れ
で
も
う
そ
の
ま
ま
子
ど
も
が
遊
び
た
い
よ
う
に

遊
ば
し
て
く
れ
た
の
。
そ
し
た
ら
ち
ゃ
ん
と
上
に
立

つ
ガ
キ
大
将
が
ね
、｢

お
田
植
え
が
始
ま
る
前
に
み

ん
な
鍬
を
も
っ
て
こ
い
」
っ
て
い
っ
て
、
み
ん
な
で

そ
の
田
ん
ぼ
を
耕
し
て
返
す
の
。

遊
ん
で
身
に
つ
く

｢

生
き
る
力｣

  

昔
は
親
は
全
然
子
ど
も
の
遊
び
に
は
タ
ッ
チ
し
な

い
か
ら
、
子
ど
も
が
、
子
ど
も
の
発
想
で
そ
う
い
う

ふ
う
に
、
遊
び
が
ど
ん
ど
ん
展
開
さ
れ
る
わ
け
。
そ

う
す
る
と
そ
の
遊
び
の
な
か
か
ら
、
学
ぶ
も
の
っ
て

社
会
性
と
か
、
自
然
と
の
関
わ
り
と
か
、
そ
う
い
う

も
の
が
み
ー
ん
な
学
べ
た
わ
け
。
だ
か
ら
遊
び
っ
て

の
は
も
の
す
ご
く
大
切
な
の
よ
。
っ
て
い
う
の
は
楽

し
く
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
な
か
か
ら
学
べ
た
ん
だ
か

ら
。｢

お
勉
強｣

な
ん
て
言
わ
な
く
て
も
、子
ど
も
っ

て
い
う
の
は
ね
、
か
な
り
ほ
っ
と
け
ば
ね
、
も
の
す

ご
い
知
恵
を
働
か
せ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る

の
。そ
れ
が
い
つ
か
だ
ん
だ
ん
大
人
の
枠
に
入
っ
て
、

規
制
さ
れ
て
い
く
の
ね
。
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大月宿
おおつきしゅく

田野倉村
たのくらむら

九鬼
くき

古川渡村
ふるかわどむら

四日市場村
よっかいちばむら

深田
ふかた

田原
たはら

十日市場村
とおかいちばむら

夏狩村
なつがりむら

おおつき

かみおおつき

つるぶんかだいがくまえ

かせい

とおかいちば

つるし

ひがしかつら

やむらまち

あかさか

たのくら

経由地

富士急行線

〈庚申待と庚申塔〉

人のお腹のなかの虫、三尸（さんし）が、庚申の

夜、天に登って神様に悪事を告げ口する。すると

寿命が縮まってしまう。それを防ぐために庚申の

夜、一晩中起きているのが、庚申待という信仰だ。

庚申塔には、庚申待の本尊の青面金剛や三猿など

が刻まれている。

　田野倉駅から禾生駅まで歩いた回のこと。甘酒
橋の脇、道祖神と馬頭観音にはさまれて特徴的な
彫刻のある塔があった。庚申塔というらしい。
　郷土研究会の安

やすとみ

富一
か ず お

夫さん（84）は石造物に詳
しい。一つひとつに物語があることを教えてもらう
たび、自分が何も知らないことと、そのものが持っ
ている世界の奥深さに驚いてばかりだ。気になりな
がらもなんとなく通り過ぎていた「石造物」に、富
士路を歩きながらあらためて出会えている。

石造物と出会う
富士路旅録

香西恵

「都留市郷土研究会」とは

都留市出身者を中心に、同市を拠点に郡内の郷
土史を研究している研究会。現在、会員は92名。
最近では『都留市の方言』（2008）に引き続き、
発足 35 周年を記念して、都留市の地名を約 2
年間かけて調査しまとめた『都留市地名辞典』
（2012）を刊行した。

第3回では、小形山を散策した

第 2回（6/23）： 田野倉駅-禾生駅

第 3回（7/29）： 田野倉駅 小形山方面

第 1回（5/27）：上大月駅-田野倉駅

「歩いた」みちのり
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鹿留村
ししどめむら

境村
さかいむら

小沼村
おぬまむら

上暮地村
かみくれちむら

新田
にった

明見入口
あすみいりぐち

上吉田村
かみよしだむら

北口本宮浅間神社
きたぐちほんぐうせんげんじんじゃ

みつとうげ

ことぶき

よしいけおんせんまえ

しもよしだ

げっこうじ

ふじさん

甲州街道の大月宿の追分から分岐して上吉田に至る路。富士路
および富士街道と呼ばれる。詳しくは、田野倉、井倉、古川渡、
四日市場、下谷、十日市場、夏狩・境（都留市）、桂町、柿園、
上町（西桂町）、新町、東町、上吉田（富士吉田市）を通るこの
路は、江戸からの富士講行者で賑わった。

「富士路」とは

一緒に歩いてみませんか

「富士路を歩く会」は、不定期で毎月 1回おこなっ
ています。参加はどなたでも可能です。都留市郷
土研究会の方々をはじめ、私たち編集部のほかに
本学の有志で集った学生が参加しています。

一本のみちを、一駅ごとにじっくり歩いて歴史を

探求する。それが、「富
ふ じ み ち

士路を歩く会」だ。今年

の 5月から一年半をかけて、現在の国道 139 号線、

通称「富士路」を歩く。毎回、2時間ほどが目安

である。案内人は、都留市郷土研究会の皆さん。

歩いてみると、電車や車の窓からでは分からない

世界に出会える。大月市の「大月宿」から出発し、

目指すは富士吉田市の「浅間神社」。歩を進め、好

奇心の赴くままに過去へとタイムスリップしよう。

﨑田史浩（社会学科 4年 ）＝文・写真

※興味のあるかたは、本学「地域交流研究センター」へお問い

合わせ下さい

　都留市郷土研究会

　会長　内
ないとうやすよし

藤恭義さん (80)

2 時間じゃ足りない

なぁ。もっといろ

いろ見てまわりた

いんだけども

「六地蔵」のいわれを聞く参加者過去の地図で現在地を把握

富士路
を歩く会
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10 周年企画　第 2回

『フィールド・ノート』の活動を振り返る

2012 年春、『フィールド・ノート』は創刊 10周年を迎えました。10

年の歩みのなかで私たちが大切にしてきたこととはなにか。そしてこ

の先、大切にしていきたいこととは。

第2回は、『フィールド・ノート』のこれまでと自分たちの活動を振り

返り、私にとっての『フィールド・ノート』とはなんなのかを考える

機会にしたいと思います。

は
じ
め
て
私
が
『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
を

手
に
し
た
と
き
、
こ
の
冊
子
が
ど
の
よ
う

に
で
き
て
い
る
の
か
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
ん
な
に
立
派
な
冊
子
を
学
生
が
つ
く
っ
て
い
る
の

だ
と
知
っ
て
驚
き
、
ま
た
、
感
心
し
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。
完
成
さ
れ
た
も
の
を
見
て
も
そ
こ
に
ど
ん

な
苦
労
が
あ
る
の
か
、
ど
ん
な
行
程
を
経
て
で
き
た

も
の
な
の
か
は
、な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す
。

冊
子
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
も
、
た
だ
自
分
の

記
事
を
担
当
し
て
い
る
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
作

業
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
00
号
が
発
行
さ
れ
た
２
０
０
２
年
、
現
在
大
学
4

年
生
の
私
は
小
学
6
年
生
で
し
た
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
、
10
年
前
に
発
行
さ
れ
た
『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ

ー
ト
』
が
現
在
も
発
行
さ
れ
続
け
て
い
て
、
当
時
小

学
生
だ
っ
た
私
が
そ
の
冊
子
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い

る
こ
と
は
、
な
ん
だ
か
不
思
議
な
こ
と
の
よ
う
に
思

え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
都
留
と
い
う
ま
ち
で
の
経
験

が
、
74
号
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
言

葉
で
文
章
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
驚
い
て
い
ま
す
。

　
過
去
の
『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
を
手
に
取
っ

て
み
る
と
、
す
べ
て
手
書
き
の
ペ
ー
ジ
や
漫
画
の
よ

う
に
読
め
る
ペ
ー
ジ
、
レ
イ
ア
ウ
ト
が
お
も
し
ろ
い

ペ
ー
ジ
な
ど
、
参
考
に
し
た
い
と
思
う
ペ
ー
ジ
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ど
の
記
事
も
地
域
と
関
わ
っ
た

藤森美紀（社会学科 4年 ）＝文・写真

～冊子ができるまで～

編集部員それぞれが興味や関心のあ

るものに焦点をあてて、どんなペー

ジにしていきたいか考えます。取材

先の目星をつけ、どのように進めて

いくか予定を立てます。

1 ページの企画

週に一度編集部員が集まり、企画の発

表、各ページの進行状況や抱えている

課題の把握、ページのチェックなどを

おこないます。仲間と話しあうことで

お互いにアイディアを出しあったり、

刺激を与えあったりします。

2 編集会議

何を聞きたいのかを考え、下調べをし

てから取材先に向かいます。取材は観

察することをはじめ、人に話を聞いた

り、体験をしたりして進めていきます。

取材先には、さまざまな出会いがあり、

私たちはそのことに感謝しながら、新

しい発見にわくわくし、メモをしたり、

写真を撮ったりして記録を取ります。

3 取材

取材をしてから時間が経たないうちに、

体験したことを文章にしていきます。

文章を書くなかで自分の経験を整理し、

なぜ自分が興味や関心を持ったのか、

その経験が自分にとってどのような意

味を持つのかといったことを考察して

いきます。

4 書き起こす
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校了を迎えると編集長と

副編集長が原稿のデータ

を印刷所に送ります。

8 入稿

印刷所で刷りだしてもらった

原稿の最終確認です。とくに、

パソコンの画面上と紙面上で

は色味が違うので、色味を中

心に調整をします。

9 色校チェック

完成したデータは印刷所に届

けます。冊子を読者のもとに

お届けしたとき、私たちの編

集作業は完了します。

10 完成！

「赤入れ」の「赤」が少なくな

り自分や仲間の納得のいくペ

ージに仕上がってきたら、本

誌発行人である北垣憲仁さん

に原稿を見ていただきます。

7 校了

一
人
ひ
と
り
の
経
験
が
綴
ら
れ
た
、
色
あ
せ
る
こ
と

の
な
い
記
録
で
す
。
10
年
の
歩
み
の
な
か
で
変
わ
っ

て
き
た
こ
と
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
を
含
め
て
『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

文
章
が
思
う
よ
う
に
書
け
な
い
悩
み
や
、
校
了

ま
で
に
自
分
の
ペ
ー
ジ
を
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
緊
張
感
が
あ
る
な
か
で
、
時
に
は
投
げ
出
し

た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
こ
だ

わ
り
を
持
っ
て
、
内
容
が
充
実
し
た
冊
子
を
完
成

さ
せ
た
い
と
思
う
の
は
、
完
成
し
た
と
き
の
達
成

感
や
嬉
し
さ
が
と
て
も
気
持
ち
の
い
い
も
の
だ
か

ら
で
す
。
ま
た
、
地
域
の
か
た
に
お
話
を
聞
く
こ

と
や
、
自
分
の
文
章
を
人
に
読
ん
で
も
ら
う
と
い
っ

た
、
編
集
部
で
の
経
験
一
つ
ひ
と
つ
が
自
分
に
と
っ

て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら

の
経
験
は
私
と
い
う
人
間
を
成
長
さ
せ
る
も
の
に

な
る
と
、
実
感
し
て
い
ま
す
。

　
先
輩
が
た
が
積
み
重
ね
て
き
た
10
年
と
い
う
歴
史

が
あ
り
、
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
る
仲
間
と
『
フ
ィ
ー

ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
を
読
ん
で
く
れ
る
読
者
の
皆
様
が

い
る
こ
と
を
心
に
留
め
て
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
自
分

の
経
験
し
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
書
き
続
け
て
い

き
ま
す
。

6
各ページを冊子のようにまとめ、

ページのチェックをしていきま

す。冊子になったときの雰囲気

をつかみ、全員でそれぞれのペ

ージの課題などを把握して意見

交換をします。

ソートチェック6
書き起こした文章を仲間に読んでもらい、わかりづらい表現やも

っと詳しく知りたいところ、ページのレイアウト、感想などを赤

ペンで指摘してもらいます。この校正の作業を私たちは「赤入れ」

と呼んでいます。自分や仲間が納得できるところまで、何度も赤

入れをしていきます。この作業は文章を書き始めてから校了まで、

ほぼ継続的におこなう重要な作業です。赤入れをしてもらうこと

で、新たな視点に気づくことや、その経験の意味を掘り下げてい

くことができます。

担当ページはそれぞれが責任を持って仕上げていきますが、決し

て自分一人の力で出来上がっていくものではありません。仲間た

ちとつくるものだからこそ、より自分が納得できるものに仕上が

るのだと感じています。

5 校正（赤入れ）
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過去の『フィールド・ノート』を見てみると冊子に携わっ

てきた先輩方の試行錯誤の跡が見受けられます。『フィー

ルド・ノート』の10年の歩みのなかには私の知らない多

くのエピソードが眠っていました。

～『フィールド・ノート』のこれまで～

はじめて冊子というかたちで発行
されました。00号から 29 号ま
では月刊でした。タイトルには中
点がありません。全体で15ペー
ジ、A3の用紙を印刷機で刷りだ
して束ねた、手づくり感の溢れる
冊子です。紙面は横組みで、左と
じでした。

『フィールド･ノート00号』が発行される以前に、都留フィールド・ミュージアム館報として発行
されたものです。「地域の記憶を記し、大切にしていこうという『フィールド･ノート』の基本的な
姿勢の原点」であると本誌発行人の北垣憲仁さんはおっしゃいます。都留の人びとの生きた記憶を
学生たちが聞き取り、地域の人の言葉がそのまま綴られています。

表紙の写真がはじめてカラーにな
りました。「表紙の写真をカラー
にしたくて、インクジェットで刷
りだした写真を一枚一枚のりで貼
っていった」と北垣さん。07号
から10号までは再びモノクロの
表紙に戻りますが、11号以降は
表紙のカラー化が実現します。

本学の夏季オープンキャンパスで
配られました。これまでの記事の
なかから編集部員おすすめの記事
を選んで掲載しています。初めて
都留を訪れる高校生の皆さんに都
留の魅力を知ってほしいという想
いが込められた冊子です。

一冊まるごと富士急行線特集です。富士急行線の歴史から始
まり、編集部員一人ひとりが各駅周辺のみどころを取りあげ
ています。この49号をもとに『富士急行線　途中下車の旅』
という小さな冊子が誕生しました。北垣さんはこの号に関し
て「富士急行沿線全体をフィールド・ミュージアムにする試
みになった号」であるとおっしゃいます。

7周年記念の号です。表紙・裏表
紙には00号から59号までの『フ
ィールド・ノート』がすべて並べ
られています。この60号から冊
子の大きさがB5サイズになり、
タイトルロゴも現在と同じものに
なりました。

『里山の生活遺産を訪ねて』（2002年 3月 31日発行）

00号（2002年 4月 29日発行）

60号（2009年 7月 10日発行） 特別号（2012年7月21日発行）

06号（2002年 12月 11日発行）

49号（2007年 3月 23日発行）

FIELD.NOTE



＊都留文科大学のキャンパスや裏山に赤外線の

センサーカメラを設置して、動物の調査をしています。

この写真は、2012 年 4 ～ 7 月に撮影された動物たちです。

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

タヌキ　2012 年 4 月 30 日

タヌキは裏山でもっとも多く撮影されます。しかし、

何頭のタヌキが生息しているのかはわかりません。

アナグマ　2012 年 5 月 16 日

自然科学棟前の側溝を、アナグマが通り道にしてい

るようです。

ニホンザル　2012 年 7 月 5 日

大学の裏山のセンサーカメラでニホンザルが記録さ

れたのは、初めてのことです。

センサーカメラが

　　　　写した 動物 たち

イノシシ　2012 年 5 月 14 日

イノシシの痕跡はよく目にしますが、裏山のセン

サーカメラにはあまり写りません。

ハクビシン　2012 年 6 月 16 日

アナグマが通っていた側溝は、ハクビシンも利用し

ています。

ニホンジカ　2012 年 7 月 6 日

このニホンジカは、角が伸びかけています。角があ

るのはオスの証拠です。

43
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7月 21日　本学のオープンキャンパスが開催され、

大学内は大いに賑わいました。編集部員6名もキャ

ンパスガイドツアーを担当し、学内を一周しながら案

内しつつ、施設についての説明をしました。また、オー

プンキャンパスにともない『フィールド・ノート 特

別号』を制作し、高校生の皆さんに配布しました。一

足先に未来の1年生と出会え、来年の春が早くも待

ち遠しいです。　　　　　   　　　　　　（深澤加奈）

オープンキャンパス

ツアーガイドの説明に耳を傾けている高校生のみな
さん

十日市場にある中屋敷フィールドに今年も収穫の季節がやって
きました。育てている麦が大きく生長し、ウメやクワの木に実
がなりはじめました。

7月 18日　午後3時ごろから、中屋敷フィールドで

麦の収穫をおこないました。今年は例年使っている畑

に加え、新しく畑を拓
ひら

いていたので、「収穫もいつも

の倍なのかなあ」とのんきに考えていましたが、じっ

さい作業に取り掛かると、不慣れな鎌の扱いや雑草

の多さに戸惑い、思うように作業が進みません。3時

間以上かけてやっと新しい畑の麦だけ刈取り、いくつ

かの大きな束にまとめました。畑が広くなると苦労も

大きくなることを実感します。そのうえ前から使って

いた畑は麦の成長が芳しくなく、今年は収穫できなく

なってしまいました。収穫できた麦はこれから乾燥さ

せ脱穀し、製粉します。畑を広げた分に見合う収穫が

得られないのは残念ですが、これからの作業もていね

いにしていきたいです。       　　　　     （持田睦乃）

中 屋 敷 通 信

強い日差しのなかでの麦刈り
今年の収穫量は一斗缶の半分くらいだった

麦の収穫

そのほかの活動

足踏み脱穀機で取れなかったものを木槌で
叩いて脱穀する

FIELD.NOTE
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自然や地域と関わっていきたい。そんな思いをもった、

私たち編集部員の活動をお伝えします。

Field Note News

7月15日　山梨県立美術館主催の「とびだせ美術館！」

が本学美術棟で開催され、編集部員4人がスタッフと

して参加しました。この日のテーマは「アート巣箱をつ

くろう」。すでに組み上がっている鳥の巣箱に、各自好

きな絵を描いたり色を塗ったりしながら完成を目指し

ます。100名以上の親子連れが来場し、教室は超満員。

大人も子どもも配色や構図にこだわって、2時間半ほど

絵筆を走らせました。それぞれの好みを反映して出来上

がったカラフルな作品たちが、会場の雰囲気をいっそう

明るく陽気にしているようでした。　　　　（牛丸景太）
絵の具やクレヨンを使い、巣箱に色づけをし
ているようす

アート巣箱をつくろう

7月 7日　前日の夜に降った雨もあがり、当日は少

し曇り空の過ごしやすい天気でした。今回の観察会に

参加したのは、市民のかた8名、学生スタッフ5名

の計16名です。大学近くのうぐいすホールの脇から

入り、尾崎山の都留自然遊歩道を歩きました。市民の

かたと一緒に外来種のビロードモウズイカの分布状況

の調査や、陸に上がったばかりの小さなヤマアカガエ

ルを観察しました。今回の観察会では参加された市民

のかたと話す機会も多く、カエルを食べていた話や、

カエルのことを「ごとんべえ」と呼んでいたことなど

を教えていただきました。次回は10月に観察会を予

定しています。ぜひご参加ください。秋の尾崎山を一

緒に歩きませんか。                  　　　　（鈴木陽花）

ウリノキについて説明をする学生スタッフ
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げんきがないときには、やはり夏の風物詩のかき氷

ですね。最近はだらだらとした生活をしていまし

たが、このままではいけないと思い、財布の底をはたいて

かき氷機を購入しました。すこし時季が早いですが、冷凍

庫で氷をどんどんつくっては、かき氷機をゴーリゴリと回

してかき氷をつくり、いろいろなシロップをかけて食べて

います。８月の中旬ごろには実家から送ってもらった梅シ

ロップが完成するので、それをかけて食べるのを楽しみに

しています。　　　　　　　　　　　　　　　　（細矢萌）

かみなりが鳴りだす暑い季節になると、小さいころ

祖父母の家で夏休みを過ごしていたことを思い出

します。そこには普段と違った発見、楽しみがありました。

特に印象に残っているのは、夕方になってもまだ暑いよう

な日には祖母が決まって庭に打ち水をしたことです。私は

そのようすを見ることが好きでした。柄杓でぴしゃりと水

をかけただけで、さっきまでの蒸し暑い空気が嘘のように

ひんやりと心地良いものに変わっていったことが、子ども

だったわたしには不思議に思えたのです。    （海賀沙也佳）

こんなに暑い夏は、もう二度とやってこない！　そう

思えるくらいに、夏の暑さを感じること。陸上を

やっていた中学生のころ、夏は勝負の季節だった。強い日

射し。青い空。コンクリートの熱。息を切らして駆け抜け

ていく。もはや暑さを通り越して、からだ中の血が沸騰す

るような感覚が好きだった。きっとそんな経験が、暑くな

ければ夏じゃない、と思わせているのだろう。今年も「暑

く」て「熱い」夏を過ごしたい。　　　　　　（鈴木陽花）
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