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『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。
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土
地
の
よ
う
す
を
知
り
た
い
と
き

　
と
あ
る
目
的
地
へ
行
き
た
い
と
き

活
躍
す
る
の
が
地
図
│
│
。

世
界
地
図
や
日
本
地
図

　
住
宅
地
図
や
案
内
板
な
ど

そ
の
種
類
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
あ
る
。

で
も
、
地
図
は
あ
く
ま
で
も
脇
役
。

地
図

特 
集
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大学の北西に、地元の人から「ドウジ道」と呼ばれる畦
あぜみち

道がある。

脇には護岸工事のされていない昔ながらの水路が流れ、田畑に通

う人たちが多く往来する。

昭和４年測量の都留市の地図を見ると、現在住宅街になっている大

学周辺は一面の田園地帯だったことが分かる。ここ「ドウジ山」（道

路山）のふもとは、当時の面影を残す数少ない場所だ。

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

　
手
段
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
今
回
は

　
脇
役
か
ら
主
役
へ
と
視
点
を
変
え
て
み
る
。

見
え
て
く
る
の
は

　
都
留
の
ど
ん
な
姿
だ
ろ
う
。

地
域
を
も
っ
と
深
く
知
る
た
め
の
視
点
と
し
て

「
地
図
」
と
向
き
合
っ
て
み
る
。
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"見る " ことから
　 "作る " ことへ

地
図
は
一
般
的
に
は
見
る
も
の
で
す
。
目

的
の
場
所
に
行
く
た
め
の
経
路
を
調

べ
た
り
、
世
界
地
図
を
広
げ
て
ア
ラ
ス
カ
と
か

サ
ハ
リ
ン
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
り

し
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、
市
内
の
巨
木
マ
ッ
プ
と

か
、
ツ
バ
メ
の
巣
マ
ッ
プ
な
ど
は
自
分
で
作
る

こ
と
の
で
き
る
地
図
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
き

も
の
の
情
報
を
地
図
上
に
示
し
た
も
の
を
「
生

き
も
の
地
図
」
と
い
い
ま
す
。

　
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
大
学
の
周
辺
を
歩
き

な
が
ら
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
が
咲
い
て
い
る
場

所
を
調
べ
る
と
し
ま
す
。
何
回
か
調
査
を
す
る

と
、
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
の
生
え
て
い
る
場
所

が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
結
果
を
地
図
上
に

ま
と
め
る
と
、
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
の
地
図
の

完
成
で
す
。

　
ほ
か
に
は
、
キ
セ
キ
レ
イ
は
谷
や
沢
、
川
の

近
く
で
し
か
目
に
し
な
い
と
か
、
西
日
本
に
は

オ
ナ
ガ
が
い
な
い
と
か
、
本
州
だ
と
シ
ラ
カ
バ

や
ミ
ズ
ナ
ラ
は
標
高
１
０
０
０
m
以
上
の
場
所

か
ら
多
く
な
る
な
ど
、
経
験
的
に
知
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、

生
き
も
の
地
図
と
し
て
あ
ら
わ
せ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
わ
た
く
し
が
約
10
年
間
に
都
留

市
内
で
観
察
し
た
生
き
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

多
く
の
場
所
で
観
察
さ
れ
る
ヒ
ヨ
ド
リ
な
ど
で

は
な
く
、
そ
こ
に
し
か
い
な
い
、
あ
る
い
は
、

あ
る
特
定
の
場
所
に
多
い
生
き
も
の
を
対
象
と

し
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
ヒ
バ
リ
。
30
年
く
ら
い
前
に
は
市
内

に
多
数
生
息
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
は

数
箇
所
で
し
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
。
小お
が
た
や
ま

形
山
の
農
耕
地
で
は
、
春
か
ら

夏
に
か
け
て
ま
だ
ヒ
バ
リ
の
さ
え
ず
り
が
聞
か

れ
ま
す
。

　
十
日
市
場
を
流
れ
る
桂
川
の
右
岸
に
は
、
地

元
の
か
た
が
「
す
り
ば
ち
池
」
と
呼
ぶ
場
所
が

あ
り
、
毎
年
４
月
上
旬
に
多
く
の
ア
ズ
マ
ヒ
キ

ガ
エ
ル
が
産
卵
に
来
ま
す
。
す
り
ば
ち
池
の
す

ぐ
近
く
を
桂
川
が
流
れ
て
い
る
の
で
、
左
岸
か

ら
は
産
卵
に
来
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
左
岸
側

に
住
ん
で
い
る
ア
ズ
マ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
産
卵
場

所
も
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
で
す
が
、
す
り
ば
ち

池
の
よ
う
な
場
所
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
か
ら
、
市
内
で
10
種
類
以
上
の
水
鳥
が

観
察
で
き
る
の
は
川か
わ
も茂
だ
け
で
す
。
川
茂
に
は

発
電
所
に
桂
川
の
水
を
取
り
込
む
た
め
の
ダ
ム

が
あ
り
、
部
分
的
に
川
の
流
れ
が
緩
や
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
カ
モ
類
や
サ
ギ

類
な
ど
の
水
鳥
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
市
内
を
い
ろ
い
ろ
と
見
て
ま
わ
る
と
、
あ
そ

こ
に
行
け
ば
こ
ん
な
生
き
も
の
が
い
る
、
あ
の

生
き
も
の
を
見
る
に
は
こ
こ
に
行
け
ば
い
い
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
ア
オ
サ
ギ

の
よ
う
に
、
数
年
前
に
鹿し

し
ど
め留
川
の
近
く
の
集
団

繁
殖
地
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
い
ま
す

し
、
市
内
で
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
が
観
察
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
お
よ
そ
20
年
前
か
ら
と
の
こ
と

で
す
。

　
見
る
こ
と
か
ら
、
作
る
こ
と
へ
。
生
き
も
の

の
地
図
を
作
る
こ
と
は
、
地
域
に
親
し
む
ひ
と

つ
の
方
法
で
す
。
ヒ
バ
リ
が
少
な
く
な
っ
た
原

因
を
探
る
に
は
、
ヒ
バ
リ
の
調
査
以
外
に
地
域

の
か
た
へ
の
聞
き
取
り
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
体
験
を
通
し
て
物
事
を
理
解
す
る
こ
と
は
大

切
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
を
知
っ
て
い
く
た

め
に
は
、
自
分
の
な
か
に
地
図
を
持
つ
必
要
が

あ
る
か
ら
で
す
。
生
き
も
の
の
地
図
か
ら
地
域

を
知
る
。
こ
の
地
図
は
、
新
し
い
出
来
事
が
あ

る
た
び
に
更
新
さ
れ
、
そ
の
人
の
価
値
観
や
物

差
し
と
も
呼
べ
る
で
し
ょ
う
。

西教生（本学非常勤講師）＝文・写真
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地図

大幡川

菅野川

朝日川

桂川

中央自動車道

国道 139 号線
富士急行線

都留文科大学

都留市

鹿留川

戸沢川

すりばち池

川茂

コガモ

カルガモ

オオバン

キンクロハジロ

小形山

アズマヒキガエル
の卵塊

カイツブリ

市内ではおよそ 20年前からガビチョウが
見られるようになった。下草の多い低木林
や河川敷のヤブなどに生息する

ヒバリ。飛びながらさえずる
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ま
だ
都
留
の
山
を
登
っ
た
こ
と
が

な
い
、
都
留
の
ま
ち
を
高
い
と

こ
ろ
か
ら
見
て
み
た
い
。
そ
ん
な
こ
と
を

理
由
に
、山
に
焦
点
を
あ
て
た
。
今
回
は
、

初
心
者
も
登
り
や
す
い
と
い
う
、
大
月
市

と
都
留
市
に
ま
た
が
る
標
高
９
７
５
ｍ
の

高
川
山
を
目
指
す
。
Ｊ
Ｒ
中
央
線 

初
狩

駅
か
ら
登
り
は
じ
め
、
富
士
急
行
線 

禾

生
駅
に
向
か
っ
て
下
山
す
る
ル
ー
ト
だ
。

２
万
5
千
分
の
１
地
形
図
（
国
土
地
理
院
、

平
成
７
年
６
月
１
日
発
行
）
を
携
え
て
編
集

部
の
５
人
で
登
る
。

　
４
月
13
日
、
午
前
９
時
32
分
、
出
発
地

点
の
初
狩
駅
に
到
着
。
か
ら
っ
と
晴
れ
た

こ
の
日
は
、
そ
れ
ほ
ど
暑
く
も
な
く
、
絶

好
の
登
山
日
和
だ
。
天
気
が
良
い
と
高
川

山
か
ら
は
富
士
山
を
望
め
る
ら
し
い
の

で
、
期
待
が
高
ま
る
。
地
形
図
で
高
川
山

の
位
置
を
確
認
し
、
さ
ら
に
自
分
の
目
で

ど
れ
が
高
川
山
な
の
か
を
把
握
す
る
。
い

ざ
、
山
頂
を
目
指
し
て
出
発
だ
。

　
初
め
て
歩
く
道
な
の
で
、
迷
わ
な
い
よ

う
に
地
形
図
上
に
記
さ
れ
て
い
る
建
物
や

田
畑
な
ど
を
探
し
な
が
ら
進
む
。
じ
っ
さ

い
に
探
し
て
い
た
も
の
を
見
つ
け
る
と
、

地
形
図
通
り
に
進
め
て
い
る
と
い
う
確
信

が
も
て
る
。

　
ふ
だ
ん
道
を
歩
い
て
い
て
も
ま
わ
り
に

は
ど
ん
な
景
色
が
広
が
っ
て
い
て
、
な
に

が
あ
る
の
か
を
細
か
く
意
識
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
で
も
、
地
形
図
を
持
っ
て
歩

く
こ
と
で
、
じ
っ
く
り
と
ま
わ
り
の
も
の

を
見
る
よ
う
に
な
り
、
民
家
ひ
と
つ
を

と
っ
て
も
ど
う
い
う
ふ
う
に
並
ん
で
い
る

の
か
ま
で
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。

地
形
図
を
頼
り
に
歩
く

　

10
時
５
分
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
道
が
、

砂
利
道
へ
と
変
わ
っ
た
。
地
形
図
に
は
高

川
山
の
中
腹
ま
で
林
道
が
記
さ
れ
て
い

る
。
現
在
地
か
ら
推
測
す
る
と
今
は
林
道

を
歩
い
て
い
る
よ
う
だ
。
ど
の
よ
う
に
進

ん
で
い
る
の
か
も
意
識
し
て
歩
い
て
み
る

と
、
地
形
図
に
記
さ
れ
て
い
る
林
道
を
な

ぞ
る
よ
う
に
し
て
自
分
の
足
も
そ
の
通
り

に
動
い
て
い
た
。

　
自
分
た
ち
が
い
る
位
置
よ
り
も
さ
ら
に

を

地

図
形

持

て
っ

へ
山

地
形
図
を
ど
う
利
用
す
れ
ば
い
い
の
か
、
じ
っ
さ
い

に
読
み
と
り
な
が
ら
歩
け
る
の
か
…
…
。
そ
ん
な
編

集
部
で
の
や
り
と
り
を
き
っ
か
け
に
、
地
形
図
を
持
っ

て
歩
い
て
み
た
く
な
っ
た
。

 

前
澤
志
依
（
国
文
学
科
４
年
）
＝
文
・
写
真

『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
編
集
部
＝
写
真
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尾根を歩く。頂上ではどん
な景色が見えるのだろうか

右：地形図に現在地点を記していく

左上：ヒトリシズカ。花穂がひとつ
だけつくことから名づけられたこ
とを教えてもらった。ほんものを見
ながら草花の名前を知っていくの
も楽しみのひとつだ
          
左下：リスが食べたと思われるクル
ミの食痕。高川山にもリスが暮らし
ているようだ

低
い
と
こ
ろ
に
、
沢
が
あ
る
の
を
見
つ
け

た
。
地
形
図
で
も
等
高
線
が
標
高
の
低
い

と
こ
ろ
か
ら
高
い
ほ
う
へ
向
か
っ
て
へ
こ

ん
で
い
る
場
所
が
続
い
て
い
る
の
を
確
認

で
き
た
の
で
、
谷
間
の
き
わ
を
歩
い
て
い

る
の
が
わ
か
る
。
谷
間
に
は
沢
が
流
れ
て

い
る
と
こ
ろ
と
、
枯
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と

が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
沢
の
筋
は
山
の
奥

ま
で
続
い
て
い
る
。
し
ば
ら
く
沢
沿
い
を

歩
い
て
い
っ
た
。

地
形
図
を
読
み
と
る

　
地
形
図
に
記
さ
れ
て
い
た
林
道
が
終
わ

り
、
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
石
や
大
木
の
隙
間
を

人
が
踏
み
固
め
て
で
き
た
道
に
な
っ
た
。

地
形
図
の
等
高
線
の
間
隔
も
狭
く
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
は
急
な
傾
斜
が
続
く
よ

う
だ
。
気
合
い
を
入
れ
て
登
っ
て
い
く
。

　
土
が
乾
い
て
い
た
の
と
傾
斜
が
急
な
の

と
で
足
下
は
滑
り
や
す
く
、
一
歩
ず
つ
を

注
意
し
て
歩
か
な
け
れ
ば
危
険
だ
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
足
下
ば
か
り
見
て
い
る
と
、

何
度
か
歩
い
て
い
る
道
か
ら
外
れ
て
違
う

方
向
へ
行
き
そ
う
に
な
っ
た
。
足
下
に
気

を
つ
け
な
が
ら
、
進
行
方
向
を
見
て
歩
く

の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

　
舗
装
さ
れ
て
い
た
道
を
歩
い
て
い
る
と

き
よ
り
も
、山
の
自
然
が
近
く
に
あ
っ
た
。

倒
木
に
咲
い
た
満
開
の
花
か
ら
は
強
い
生

命
力
が
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
リ
ス
が
食

べ
た
と
思
わ
れ
る
食
痕
を
見
つ
け
た
り
、

一
緒
に
歩
い
て
い
た
砂
田
さ
ん
が
リ
ス
を

目
撃
し
た
り
。
し
ば
ら
く
立
ち
止
ま
っ
て

生
き
も
の
が
近
く
に
い
な
い
か
と
、
み
ん

な
で
木
々
や
草
花
を
じ
っ
と
観
察
し
た
と

き
も
あ
っ
た
。
山
の
な
か
の
自
然
と
向

き
合
う
機
会
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、

木
々
の
変
化
や
生
き
も
の
が
い
た
跡
を
見

る
こ
と
が
新
鮮
で
、
そ
れ
ら
を
探
す
こ
と

も
ひ
と
つ
の
楽
し
み
に
な
っ
て
い
た
。
次

は
何
に
出
会
え
る
だ
ろ
う
、
と
期
待
し
な

が
ら
進
ん
で
い
く
。

　
登
り
続
け
る
と
、
尾
根
を
歩
く
道
に
変

わ
っ
た
。
等
高
線
が
谷
間
と
は
逆
に
、
高

い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
ほ
う
へ
向
か
っ
て

出
っ
張
っ
て
い
る
場
所
が
続
く
。
尾
根
の

道
で
は
木
々
の
間
か
ら
ま
ち
並
み
の
一

部
や
、
今
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
ほ
か

の
山
の
姿
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

山
頂
ま
で
あ
と
少
し
だ
。
休
憩
を
こ
ま
め

に
挟
み
な
が
ら
さ
ら
に
急
に
な
っ
た
斜
面

を
、
一
歩
一
歩
力
を
こ
め
て
登
る
。

つ
い
に
山
頂
へ

　
12
時
７
分
。
つ
い
に
山
頂
へ
到
着
。
無

事
に
登
り
き
っ
た
喜
び
と
広
々
と
し
た
空

間
に
出
ら
れ
た
開
放
感
で
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
た
。
こ
の
と
き
食
べ
た
お
に
ぎ
り
は

格
別
に
お
い
し
く
、
疲
れ
き
っ
た
体
を
癒

し
て
く
れ
た
。

　
山
頂
か
ら
は
高
川
山
の
麓
の
ま
ち
並
み

や
ま
わ
り
の
山
々
が
ぐ
る
り
と
一
望
で
き

た
。
出
発
す
る
前
に
地
形
図
で
都
留
の
ま

ち
並
み
を
見
た
と
き
に
は
、
山
間
に
民
家

が
多
く
あ
る
な
あ
、
と
ま
ち
並
み
を
ぼ

ん
や
り
と
想
像
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
じ
っ

地図
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13：19

禾生駅を目指して地形図を確認す

る。いよいよ下山開始だ

１２

13：21

下山しはじめてすぐはジグザグの道

がしばらく続いた13：42

道が狭く、急な傾斜になって

いるためロープを握って歩く。

滑りやすいので、足元に注意

３

高川山の山頂から見た景色。写真中央にあるのが本学周辺。右には富士山が見える

地形図で見る今回のルート。
2万 5千分の１地形図（国
土地理院、平成７年６月１
日発行）を使った

さ
い
に
自
分
の
目
で
ま
ち
全
体
を
見
る
と
、

本
当
に
山
間
に
民
家
が
密
集
し
て
都
留
の

ま
ち
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
を
実
感
し
た
。

　
山
頂
か
ら
の
景
色
を
一
望
し
た
と
こ
ろ

で
、
地
形
図
を
広
げ
て
再
び
都
留
の
ま
ち

を
見
下
ろ
す
。
地
形
図
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
、
あ
の
辺
は
ど
こ
の
地
域
か
、
都
留
文

科
大
学
は
ど
こ
に
あ
る
か
な
ど
を
確
か
め

た
。
た
だ
眺
め
て
い
る
だ
け
で
は
、
自
分

が
見
て
い
る
地
域
の
名
前
も
わ
か
ら
な

か
っ
た
し
、
大
学
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で

き
な
か
っ
た
。
地
形
図
と
比
較
し
な
が
ら

ま
ち
を
見
る
こ
と
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ

ろ
ま
で
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
つ

も
私
た
ち
は
こ
の
景
色
の
一
部
に
い
る
の

か
と
思
う
と
、
見
下
ろ
し
て
い
る
の
が
不

思
議
な
感
じ
だ
。

地
形
図
と
向
き
合
え
ば

　
高
川
山
に
は
、
山
頂
ま
で
の
わ
か
り
や

す
い
道
が
あ
る
の
で
、
地
図
全
般
を
見
な

く
て
も
登
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
今

回
は
、
地
形
図
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で

じ
っ
く
り
見
て
、確
認
し
な
が
ら
進
ん
だ
。
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14：20

林道が見えてきた（上）。

その手前で木の上に巣を

発見（右）。何の巣なの

だろうか

14：53

地形図に載っている建物

が見えてきた（上）。日

ごろあまり見かけたこと

がなかったエゾタンポポ

が近くにたくさん咲いて

いた（左）

15：03

林道が砂利道からコンクリートの道へと変わる境目。山のなかの景色に

別れを告げるような気がして、境目をこえる一歩が大事な一歩に思えた

15：24

高川橋を通過。ここを境にして、木々

に囲まれた景色から、民家が建ち並

ぶ景色へと変わった

16：09

禾生駅に到着。歩数は約

12000 歩。６時間半に及ぶ

登山が完結した。達成感に

満ちあふれる

到着！

７

６

５

14：10

枯れ沢を渡る。転がっている石のな

かには動いて危険なものもあるの

で、石を選びながら渡っていく

４

８

地図

そ
の
結
果
、
一
つ
ひ
と
つ
の
景
色
を
て
い

ね
い
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

地
形
図
は
今
見
て
い
る
景
色
の
そ
の
先

に
は
何
が
あ
る
の
か
も
教
え
て
く
れ
る
。

だ
か
ら
次
に
何
を
目
印
に
す
れ
ば
い
い
の

か
も
わ
か
る
し
、
危
険
な
道
に
備
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
情
報
を
読
み
と
れ
る
量
が

増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
さ
ら
に
広
い
景

色
が
見
え
る
。
出
発
す
る
前
は
、
読
み
と

る
の
が
難
し
そ
う
な
地
形
図
を
持
っ
て
ど

こ
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
心
配

だ
っ
た
。
で
も
、
予
想
以
上
に
地
形
図
を

見
な
が
ら
進
む
こ
と
が
で
き
、
禾
生
駅
ま

で
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
地
形
図
と

真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
こ
ん
な
に
も

多
く
の
情
報
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

　
読
み
と
っ
た
情
報
は
ま
わ
り
の
景
色
と

照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
り
正
確
な
も

の
に
な
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
地
形
図
を

読
み
と
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
は
、
次
の

一
歩
を
踏
み
出
す
自
信
に
も
つ
な
が
り
、

迷
う
こ
と
な
く
目
的
地
ま
で
辿
り
つ
く
道

標
に
な
る
の
だ
。
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【時の経過を読み取る】

いちど目に入ると、つい足を止めて眺めたくなる、そ
んな都留市商工案内図。筆文字からはあたたかみが

感じられます。よくよく覗き込むと、この案内図には 2004
年に開業した都留文科大学前駅が書かれていません。この
ことから、地図が作製されてから少なくとも 10 年は経過
していることがわかります。案内図は過去の町並みを示し
つつ、今日もひっそりと風景に溶け込んでいます。

谷村第一小学校へ続く道沿い
に、案内図は設置されている。
高さ 約 90㎝、幅 約 150㎝

たんに地図といってもその種類はさまざまありま

す。ふだんは見落としてしまいそうなものでも、よ

く見ると地図の仲間なのかもしれません。私たちが

見つけた「地図」をご紹介します。

歩いて、探して、見つけた地図
地図から広がる世界へ コラム

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真
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高川山の山頂にあった「山名盤」です。
高川山の山頂から見える 42 箇所の

山々の名称、かたち、方位などが刻まれて
います。東に高畑山、西に鶴ヶ鳥屋山、南
には石割山などがあることが読み取れまし
た。山名盤でどんな山が見えるのかがわかっ
たので、山頂の景色をより楽しむことがで
きました。

【石に刻まれた景色】

「大月橋」や「谷村横町」などの古い駅名も見られる。『奥隆行写
真コレクション』所収［山麓電車開通記念］より

昭和4年の路線計画。現在の富士急行線 
大月─富士山駅（旧富士吉田駅）間の

開通記念にあわせて作られたもののようで
す。当初は身延線や東海道線に接続する計画
があり、図のなかでは「未成線」として記さ
れています。計画は実現こそしませんでした
が、当時の壮大な計画を今に伝えています。

 〈参考文献〉

 『富士山麓史』富士急行 50 年史編纂委員会

 1977 年 8 月発行

【未成線に託された夢】

地図

都留第一中学校入口の「運行系統図」

地図の定義は何だろう。いくつか辞書を引くと、地表
を一定の約束で縮尺して平面に表現したもの、とあ

ります。そう考えると、バスの運行図も（正確さは欠きま
すが）地図の仲間といえそうです。比較的新しい地形図や
住宅地図が取りこぼしている地名・小字が、バス停の名前
として図に示されています。

【小さな地名をひろう】

「道
どうしょうぼり

生堀」、「羽
は ね こ

根子」：中央自動車道 都留 IC、院辺
橋周辺にある地名（41頁参照）。
「十日市場上

かみじゅく

宿」：十日市場のなかでも小篠神社付
近を指す地名。かつて宿場を形成していたことを
物語る名だという（「富士道を歩く会」での聞き取りから）。
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地
図
で
民
話
を

紐
解
け
ば

十日市場から夏狩にかけてはいくつかの民話が残っている。その

なかでひとつだけ、調べてみても舞台がはっきりしないお話が

あった。「早乙女塚」の物語だ。私は夏狩の地図を用意し、早乙

女塚を探しに行こうと決めた。

　　　　　　　　　　　　　 深澤加奈 ( 国文学科 3 年 ) ＝文・写真

早
乙
女
塚

　

夏
狩
の
長
者
の
家
に
は
、
20
人
の
早
乙
女
が
植

え
て
も
３
日
は
か
か
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
田
が

あ
っ
た
。
ず
ば
抜
け
て
田
植
え
の
早
い
娘
が
い
た

の
で
、
長
者
は
冗
談
ま
じ
り
に
「
明
日
一
番
大
き

な
田
を
一
人
で
植
え
た
な
ら
、
そ
の
田
を
付
け
て

嫁
の
世
話
を
し
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

　

翌
朝
空
が
白
み
始
め
る
と
、
も
う
田
で
働
く

娘
の
姿
が
あ
っ
た
。
昼
食
も
そ
こ
そ
こ
に
働
く

そ
の
姿
を
見
た
長
者
は
、
た
と
え
植
え
切
ら
な

く
て
も
約
束
を
果
た
そ
う
と
決
め
た
。
日
が
沈

む
と
同
時
に
田
を
植
え
終
え
た
娘
は
、
畦
に
座

り
手
を
合
わ
せ
た
。
だ
が
そ
の
ま
ま
動
か
な
い

の
で
、
人
々
が
心
配
し
て
近
寄
る
と
、
息
は
無

か
っ
た
。
み
な
娘
を
あ
わ
れ
み
、
塚
を
作
っ
て

供
養
し
た
。

参
考
『
郡
内
の
民
話
』
な
ま
よ
み
出
版
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地図

都
留
の
民
話
に
ま
つ
わ
る
場
所
を
見
に
行
き

た
い
。
本
誌
で
民
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
記
事
を
た
び
た
び
目
に
し
、
そ
う
思
っ
て
は
い

た
も
の
の
、
都
留
の
地
理
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い

私
は
、
行
動
に
移
す
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
た
。
だ

が
、地
図
を
頼
り
に
出
掛
け
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
早
乙
女
塚
が
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
私
ひ

と
り
で
も
辿
り
着
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
４
月
16
日
の
昼
過
ぎ
、
自
転
車
に
乗
っ
て
大
学
を

出
発
し
た
。
国
道
１
３
９
号
線
を
十
日
市
場
方
面
に

進
み
、
幅
１
ｍ
ち
ょ
っ
と
の
、
狭
い
道
か
ら
住
宅
街

に
入
っ
て
い
く
。
中
央
自
動
車
道
の
下
を
通
り
抜
け

る
と
、
家
は
な
く
な
り
景
色
が
開
け
た
。
一
面
田
畑

だ
。山
が
ぐ
っ
と
近
く
に
迫
る
。自
転
車
を
と
め
て
、

地
図
で
場
所
を
確
認
す
る
。
道
な
り
に
進
め
ば
長
慶

寺
が
あ
る
の
で
、
寄
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
長
慶
寺
に
は
10
分
も
か
か
ら
ず
到
着
し
た
。
広
々

と
し
た
境
内
の
左
手
に
は
竹
林
が
あ
り
、
た
け
の
こ

も
顔
を
出
し
て
い
る
。
奥
に
は
水
の
流
れ
が
あ
る
。

境
内
を
出
て
地
図
を
広
げ
る
。
こ
の
ま
ま
夏
狩
地
区

を
さ
ら
に
進
ん
で
、
塚
を
探
そ
う
。

　
長
慶
寺
を
離
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
水
飲
み
場
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。看
板
に
は
霊
命
水
と
あ
る
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
飲
ん
で
い
こ
う
と
思
う
。
先
に
写

真
を
撮
っ
て
い
る
と
、
大
学
生
か
と
後
ろ
か
ら
声
を

掛
け
ら
れ
た
。
若
い
女
性
だ
。
女
性
は
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
コ
ッ
プ
に
水
を
汲
ん
で
飲
ん
だ
。

　
飲
み
終
わ
る
の
を
待
っ
て
「
こ
こ
ら
へ
ん
に
早
乙

女
塚
っ
て
い
う
塚
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
訊
い
て
み

る
。「
え
っ
、
さ
お
と
め
づ
か
？ 

知
ら
な
い
な
あ
。

こ
こ
に
来
て
日
が
浅
い
か
ら
」。「
そ
う
な
ん
で
す

か
」。「
あ
っ
、
水
飲
む
？ 

い
っ
つ
も
そ
の
祠
の
横

に
こ
の
コ
ッ
プ
が
置
い
て
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
飲
ん
だ

ら
そ
こ
に
戻
せ
ば
い
い
よ
」。
コ
ッ
プ
を
受
け
取
り
、

水
を
い
た
だ
く
。
冷
た
す
ぎ
ず
飲
み
や
す
い
。
霊
命

水
っ
て
、
寿
命
が
延
び
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
思

い
つ
つ
、
コ
ッ
プ
を
洗
っ
て
祠
の
脇
に
戻
し
た
。

手
が
か
り
は
ど
こ
に

　

少
し
行
く
と
、
畑
仕
事
中
の
お
じ
い
さ
ん
の
姿
。

か
な
り
の
お
歳
の
よ
う
だ
。
近
づ
い
て
い
っ
て
「
す

み
ま
せ
ん
」
と
で
き
る
だ
け
大
き
な
声
で
話
し
掛
け

る
。「
ん
ん
？
」「
お
尋
ね
し
た
い
ん
で
す
が
、
早

乙
女
塚
っ
て
ご
存
知
で
す
か
」。「
あ
？ 

な
ん
だ
っ

て
？
」「
早
乙
女
塚
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
か
」。「
さ
お

と
め
づ
か
…
…
聞
い
た
こ
と
ね
え
な
あ
。
こ
こ
ん
と

こ
ず
ー
っ
と
上
っ
て
く
と
、
ま
だ
（
夏
狩
が
）
続
い

て
っ
か
ら
、
ほ
か
ん
ひ
と
に
聞
い
て
み
ろ
し
」。
手

が
か
り
が
掴
め
な
い
ま
ま
、
十
二
天
神
社
を
通
り
過

ぎ
、
緩
や
か
な
坂
道
を
上
っ
て
い
く
。
人
影
が
あ
れ

ば
自
転
車
を
止
め
、
声
を
掛
け
に
行
く
も
の
の
、
早

乙
女
塚
を
知
る
ひ
と
は
い
な
い
。

　

誰
か
い
な
い
か
と
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
て
い
る
と
、

車
か
ら
荷
物
を
降
ろ
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
を
発
見
。

す
み
ま
せ
ん
、
と
声
を
掛
け
、
早
乙
女
塚
を
知
ら
な

い
か
と
尋
ね
る
。「
い
や
あ
〜
、
聞
い
た
こ
と
な
い

な
あ
」
と
困
り
顔
だ
。
だ
が
そ
の
あ
と
、
わ
ざ
わ
ざ

向
か
い
の
お
宅
の
か
た
に
も
相
談
し
に
行
っ
て
「
あ

そ
こ
の
ひ
と
な
ら
何
か
知
っ
て
る
か
も
し
れ
ん
ね
」

と
、
あ
る
お
宅
を
教
え
て
く
れ
た
。

立ち寄った長慶寺。水飲み場は、境内を出て道を挟

んだところにある
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紹
介
さ
れ
た
お
宅
の
前
ま
で
来
た
が
、
呼
び
鈴
が

な
い
。
横
開
き
の
戸
に
は
鍵
が
掛
か
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
開
け
て
「
ご
め
ん
く
だ
さ

い
」
と
呼
び
か
け
て
み
る
。
と
、
ぱ
た
ぱ
た
と
足
音

が
し
て
、
小
さ
な
女
の
子
が
出
て
き
た
。
こ
ち
ら
を

じ
っ
と
見
つ
め
て
く
る
。「
誰
か
お
う
ち
の
ひ
と
は

い
な
い
か
な
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
か
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
か
…
…
」
と
訊
く
と
、
女
の
子
は
な
ん
に
も
言

わ
ず
奥
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
す
ぐ
に
、
お
ば

あ
さ
ん
と
一
緒
に
戻
っ
て
く
る
。
呼
ん
で
き
て
く
れ

た
よ
う
だ
。
事
情
を
説
明
し
だ
す
と
、何
だ
な
ん
だ
、

と
お
じ
い
さ
ん
も
顔
を
出
し
た
。

　

女
の
子
が
「
ど
ー
ぞ
」
と
持
っ
て
き
て
く
れ
た

座
布
団
に
座
り
、
玄
関
先
で
お
話
を
伺
う
こ
と
に

な
る
。
お
じ
い
さ
ん
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
夏
狩
で
、

現
在
70
代
だ
そ
う
だ
。「
あ
〜
ほ
ん
と
だ
、
こ
こ
に

夏
狩
っ
て
あ
る
な
あ
」。『
郡
内
の
民
話
』
を
受
け

取
り
、
眼
鏡
を
か
け
て
早
乙
女
塚
の
物
語
を
読
む

お
じ
い
さ
ん
。「
早
乙
女
っ
ち
ゅ
う
の
は
知
っ
て
る

よ
。
だ
け
ん
ど
、こ
こ
ら
へ
ん
で
は『
そ
ー
と
め
』っ

つ
っ
て
、
男
が
田
植
え
し
て
た
ん
だ
」。
夏
狩
で
は

田
植
え
の
時
、
女
性
は
お
茶
出
し
を
し
て
い
た
と

の
こ
と
だ
っ
た
。

　
「『
長
者
』
っ
て
あ
る
け
ん
ど
、
俺
が
知
っ
て
る
限

り
は
、
そ
ん
な
お
っ
き
な
田
ん
ぼ
持
っ
て
る
ひ
と
は

い
な
か
っ
た
な
あ
」
と
、
こ
ち
ら
も
引
っ
か
か
る
よ

う
だ
。
お
じ
い
さ
ん
と
お
話
を
す
る
う
ち
に
、
物
語

は
い
つ
ぐ
ら
い
の
も
の
な
の
か
、
そ
も
そ
も
ほ
ん
と

う
に
早
乙
女
塚
は
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て

き
た
。「
ま
あ
、
書
い
た
ひ
と
に
聞
い
て
み
る
が
一

番
い
い
か
も
し
れ
ん
な
」。
そ
う
で
す
ね
、
と
私
は

答
え
、
筆
者
の
内な

い
と
う
や
す
よ
し

藤
恭
義
さ
ん
（
81
）
に
会
い
に
行

く
こ
と
に
し
た
。

地
図
を
探
す

　
後
日
、
内
藤
さ
ん
の
も
と
を
訪
ね
る
。
経
緯
を
説

明
す
る
と
快
く
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
話

に
よ
る
と
や
は
り
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
。
時
代
と
し
て
は
江

戸
時
代
以
降
だ
そ
う
だ
。
内
藤
さ
ん
が
調
査
し
た
と

こ
ろ
『
郷
土
誌
（
旧
東
桂
村
）（
２
）』
に
早
乙
女

塚
関
連
の
記
述
が
あ
り
、
東
桂
駅
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ

る
東
桂
変
電
所
が
塚
の
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
の
よ

う
だ
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
た
だ
変
電
所
そ
の
も
の
を
見
に
行
っ
て
も
仕
方
が

な
い
。
東
桂
駅
周
辺
の
古
い
地
図
を
手
に
入
れ
て
、

今
と
昔
の
よ
う
す
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。
そ
う
考
え

た
私
は
、
明
治
時
代
の
地
図
が
あ
る
、
都
留
市
立
図

書
館
へ
向
か
っ
た
。
見
せ
て
い
た
だ
い
た
地
図
は
明

治
21
年
測
量
の
も
の
で
、
隅
に
は
「
貴
重
書
」
の

シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
慎
重
に
コ
ピ
ー
を
取
ら

せ
て
も
ら
う
。
こ
れ
以
上
古
い
も
の
と
な
る
と
絵
図

に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
、
正
確
で
詳
細
な
情
報
が

得
ら
れ
る
地
図
の
な
か
で
は
、
最
も
古
い
も
の
だ
そ

う
だ
。
手
に
入
れ
た
地
図
を
広
げ
、
目
的
地
の
変
電

所
周
辺
を
見
て
み
る
。
明
治
21
年
の
時
点
で
は
一
面

田
ん
ぼ
の
記
号
だ
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
早
乙
女
塚

の
お
話
に
即
し
て
い
る
ぞ
。
い
ま
も
物
語
の
面
影
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
行
っ
て
み
な
い
と

分
か
ら
な
い
。

明治 21 年測量、同 24 年製版・出版の「二万分一

地形図」（一部抜粋）。右上から左下にかけて横断

している道が現在の国道。富士急行線は当時まだ

開通していなかった。図面右上が東桂駅周辺。あ

たりは一面田んぼの記号だ
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地図

少し離れた場所から見た変電所のようす。家々が

建ち並ぶなかに鉄塔が見える

139

★

訪ねた土地マップ

紐
解
く
と
き

　
４
月
28
日
、
東
桂
駅
ま
で
向
か
う
。
国
道
を
ひ
た

す
ら
ま
っ
す
ぐ
進
ん
で
い
く
。
途
中
か
ら
坂
が
険
し

く
な
っ
て
き
た
の
で
、
自
転
車
を
押
し
て
歩
い
た
。

12
時
半
、
駅
に
到
着
。
内
藤
さ
ん
の
お
話
通
り
、
変

電
所
は
す
ぐ
そ
こ
ら
し
い
。
駅
か
ら
で
も
鉄
塔
の
頭

が
見
え
る
。

　
５
分
も
経
た
ず
変
電
所
に
着
い
た
。
民
家
に
ぐ
る

り
と
囲
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
変
電
所
の
ほ
う
が

民
家
の
あ
い
だ
に
む
り
や
り
押
し
込
ま
れ
た
よ
う
に

見
え
る
。
柵
の
向
こ
う
に
目
を
凝
ら
す
。
早
乙
女
塚

の
跡
ら
し
き
も
の
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
近
所
の

か
た
に
お
話
を
伺
お
う
と
周
辺
を
歩
き
ま
わ
る
が
、

あ
い
に
く
、
そ
と
に
は
誰
も
い
な
い
。

　

な
ん
だ
か
が
っ
か
り
し
た
気
持
ち
で
駅
に
戻
り
、

そ
と
の
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て
明
治
時
代
の
地
図
を
広

げ
る
。
地
図
と
現
在
の
よ
う
す
と
を
見
比
べ
て
み
る

と
、
ま
ち
の
変
化
の
大
き
さ
に
、
改
め
て
驚
か
さ
れ

る
。
１
２
５
年
も
経
っ
て
い
れ
ば
当
然
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

し
か
し
、
ふ
と
思
っ
た
。
明
治
時
代
の
地
図
が

記
録
と
し
て
ま
ち
の
風
景
を
残
し
て
く
れ
て
い
た

か
ら
、
早
乙
女
塚
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
景
色

を
想
像
で
き
た
。
こ
こ
に
は
見
渡
す
限
り
田
が
広

が
っ
て
い
た
、
そ
ん
な
時
代
が
確
か
に
あ
っ
た
の

だ
。
そ
れ
は
こ
の
地
図
を
見
な
け
れ
ば
分
か
ら
な

か
っ
た
こ
と
だ
。

　
地
図
を
持
ち
民
話
の
地
を
訪
ね
、
じ
っ
さ
い
に
自

分
の
目
で
確
か
め
て
み
る
。
す
る
と
、
物
語
が
ま
っ

た
く
の
で
た
ら
め
で
は
な
く
、
根
拠
を
も
っ
て
生
ま

れ
、
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
感
じ
た
。
一
見
す

る
と
民
話
の
地
と
は
分
か
ら
な
い
場
所
へ
行
っ
た
と

き
も
、
昔
の
地
図
と
見
比
べ
る
こ
と
で
物
語
の
面
影

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

訪
れ
た
土
地
と
土
地
は
私
の
な
か
で
繋
が
っ
て
、

私
だ
け
の
地
図
と
な
る
。
歩
き
出
す
ま
え
は
道
に
迷

わ
な
い
か
、
帰
っ
て
来
ら
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
不
安
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ひ
と
り
だ
と
思
っ
て

い
た
道
の
り
に
は
、
ひ
と
と
の
出
会
い
が
待
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
地
図
は
広
げ
る
た
び
に
心
強
い
相
棒

と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
地
図
を
持
っ
て
歩
く
こ
と
で
生
ま
れ
る
発
見
が
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
い
ま
は
、
地
図
と
民
話

か
ら
見
え
て
く
る
、
私
が
知
ら
な
い
都
留
の
姿
に
わ

く
わ
く
し
て
い
る
。
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絵
図
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
昨
年
の
春
先
。
本

学
の
卒
業
生
で
、
そ
の
こ
ろ
古
渡
の
梅
農

家
を
取
材
し
て
い
た
﨑
田
史
浩
さ
ん
が
、
古
渡
自
治

会
館
で
古
い
地
図
を
見
て
き
た
と
話
し
て
く
れ
た
。

写
真
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、色
彩
豊
か
な
画
中
に「
十

日
市
場
」
や
「
夏
狩
」
な
ど
見
覚
え
の
あ
る
字
面
が

顔
を
そ
ろ
え
て
い
る
。
し
ば
し
、
目
を
凝
ら
し
て
写

真
に
見
入
っ
て
い
た
。
あ
れ
か
ら
一
年
、
よ
う
や
く

自
分
も
見
に
行
け
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

内
容
自
体
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
以

上
に
間
近
で
古
い
も
の
を
観
察
で
き
る
と
い
う
期
待

の
ほ
う
が
、
現
地
に
向
か
う
私
の
背
中
を
よ
り
強
く

押
し
た
の
だ
っ
た
。

　

3
月
26
日
、
夕
方
5
時
に
大
学
を
出
発
。
﨑
田
さ

ん
に
先
導
し
て
も
ら
い
、
ス
ク
ー
タ
ー
で
古
渡
を
目

指
す
。
頬
と
手
を
か
す
め
る
夕
方
の
風
は
ま
だ
ま
だ

冷
た
い
。国
道
１
３
９
号
線
か
ら
、案
内
標
識
に
従
っ

て
脇
道
へ
降
り
、「
早は

や
さ
く作
の
石
仏
群
」
を
横
目
に
見

な
が
ら
、
鹿
留
川
に
沿
っ
て
上
流
の
ほ
う
へ
走
っ
て

い
く
。
途
中
、
古
渡
橋
と
い
う
橋
を
渡
っ
て
集
落
に

入
り
、
大
屋
根
が
ひ
し
め
く
民
家
の
あ
い
だ
を
右
左

折
し
て
進
ん
で
い
く
と
、
目
的
地
の
古
渡
自
治
会
館

が
見
え
て
き
た
。

見 聞 ノ ー ト

古渡に伝わる絵図
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こ
の
日
、
絵
図
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
志し

む
ら村 

繁し
げ
るさ

ん
（
79
）。
本
誌
73
号
で
取
材
し
て
い
る
梅
農

家
の
一
人
で
、
自
治
会
館
の
向
か
い
に
あ
る
商
店
を

経
営
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
挨
拶
を
す
る
と
穏
や
か

な
声
色
で
「
大
変
だ
ね
え
」
と
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
が

返
っ
て
き
た
。
少
し
ば
か
り
緊
張
が
解
け
た
と
こ
ろ

で
、
い
よ
い
よ
絵
図
と
の
対
面
だ
。

鮮
や
か
な
色
づ
か
い

　
館
内
に
入
る
と
、
志
村
さ
ん
が
鍵
の
つ
い
た
押
し

入
れ
の
戸
を
開
け
た
。
い
く
つ
か
資
料
が
収
納
さ
れ

て
い
る
な
か
、
お
目
当
て
の
も
の
は
資
料
名
が
記
さ

れ
た
大
き
な
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
Ａ

３
サ
イ
ズ
く
ら
い
に
折
り
た
た
ま
れ
て
大
型
辞
書
並

み
に
分
厚
く
な
り
、
だ
い
ぶ
窮
屈
そ
う
に
し
て
収

ま
っ
て
い
た
。
紙
質
は
、
画
用
紙
を
何
枚
も
重
ね
た

よ
う
に
堅
く
て
頑
丈
、
と
て
も
紙
を
扱
っ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
な
い
。
折
り
目
に
従
っ
て
順
に
広
げ
て

い
く
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
部
屋
は
埋
ま
っ
て
、
約

３
ｍ
四
方
の
図
面
が
姿
を
現
し
た
。

　
人
家
、
橋
、
木
々
、
巨
石
な
ど
が
細
や
か
に
描
か

き
こ
ま
れ
、
緑
、
赤
、
黄
、
紺
な
ど
の
鮮
や
か
な
色

彩
が
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
も
っ
て
整
然
と
塗
り
分
け

ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
塗
り
方
は
単
色
の
べ
た

塗
り
で
は
な
く
、
濃
淡
を
活
か
し
て
地
形
の
起
伏
を

表
現
す
る
緻
密
さ
が
あ
っ
た
。

作
成
さ
れ
た
目
的
と
は

　

眺
め
て
い
て
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
人
が
住
む

集
落
よ
り
も
、
山
林
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の

だ
。
さ
ら
に
図
面
の
あ
ち
こ
ち
に
貼
ら
れ
た
付ふ

せ
ん箋

（
書
道
用
和
紙
の
よ
う
な
薄
い
紙
）
に
も
目
が
い
く
。

折
れ
た
り
撚よ

れ
た
り
、
あ
る
い
は
付
箋
そ
の
も
の

は
失
わ
れ
て
痕
跡
だ
け
が
窺
え
る
箇
所
も
あ
っ
た
。

一
つ
ひ
と
つ
に
は
沢
の
名
や
土
地
の
名
と
思
し
き

文
字
が
細
い
筆
づ
か
い
で
書
か
れ
て
い
る
。
道
中

案
内
や
町
絵
図
と
は
ど
こ
か
性
格
が
異
な
る
よ
う

だ
。
絵
図
に
は
以
下
の
よ
う
な
長
い
題
名
が
つ
い

て
い
た
。

甲
斐
国
都
留
郡 

小
沼
村 

倉
見
村
与と 

同
国
同
郡 

鹿
留
村 

境
村 

十
日
市
場
村 

夏
狩
下
組 

鹿
留
山

入
会 

並
同
国
同
郡 

内
野
村
山
境
論 

裁
許
之
事

　
「
入い

り
あ
い会
」
と
は
、
あ
る
地
域
の
住
民
が
山
林
な
ど

を
共
同
で
利
用
し
、利
益
を
得
る
こ
と
。
そ
し
て「
山

境
論
」（
山
論
）
と
は
、
山
林
の
境
界
や
利
害
関
係

を
め
ぐ
っ
て
起
こ
る
論
争
。
つ
ま
り
こ
の
絵
図
は
、

複
数
の
村
が
関
わ
る
山
林
の
入
会
権
を
確
認
し
、
鹿

留
村
と
内
野
村
（
現
在
の
忍
野
村
内
野
）
と
の
山
境

に
つ
い
て
裁
決
す
る
旨
を
記
し
た
も
の
な
の
だ
。

絵図が保存されている古渡自治会館。消防団の詰

所が併設されている。大学を出てから 6分ほどで

到着した

付箋のなかの一枚。「内の村／ならを沢 尾根」
と記されている。ほかにも「わなばか沢」「大
ザス」など数多くある

地図
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絵
図
は
裁
決
の
内
容
を
図
に
し
た
も
の
で
、
裏
面

に
は
「
裁
許
之
事
」
の
内
容
が
詳
細
に
書
き
記
さ
れ

て
い
る
。
文
末
に「
宝
暦
十
三
未
年
」と
あ
る
か
ら
、

い
ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
２
５
０
年
前
の
話
に
な
る
。
た

だ
し
、
こ
の
絵
図
が
本
当
に
２
５
０
年
前
の
も
の
か

は
判
然
と
し
な
い
。
宝
暦
13
年
（
１
７
６
３
）
に
下

さ
れ
た
裁
許
文
を
の
ち
に
仕
立
て
直
し
た
も
の
か
も

し
れ
な
い
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宝
暦
年
間
の

人
々
の
生
活
や
そ
こ
か
ら
生
じ
た
問
題
、
最
後
は
知

恵
を
出
し
合
っ
て
一
定
の
合
意
に
漕
ぎ
つ
け
た
成
果

を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

　

航
空
撮
影
な
ど
で
き
な
い
時
代
、
広
大
な
土
地

を
、
し
か
も
複
雑
な
山
林
中
を
的
確
に
把
握
す
る
の

は
決
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
付
箋
に
書

か
れ
た
沢
や
尾
根
、
目
印
と
な
る
地
形
に
与
え
ら
れ

た
名
前
は
、
入
会
山
の
範
囲
や
村
境
な
ど
の
共
通
認

識
を
も
つ
う
え
で
重
要
な
働
き
を
し
、
い
ま
以
上
に

生
活
の
な
か
で
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

想
像
し
た
。

　
そ
の
場
で
読
み
取
れ
る
文
字
は
ほ
ん
の
一
部
に
過

ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
目
的
や

背
景
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
始
め
た
よ
う
な
気
が
し

た
。
図
面
の
見
方
は
、
す
で
に
色
鮮
や
か
な
絵
画
を

観
賞
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
山
は
煮
炊

き
や
炭
焼
き
に
使
う
薪
を
始
め
、
生
活
の
糧
を
得
る

た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
。
だ
か
ら
山
の

利
用
に
関
わ
る
論
争
は
、
日
々
の
生
活
に
直
結
す
る

切
実
な
問
題
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
『
都
留
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
入
会
山
を

め
ぐ
る
議
論
や
境
界
に
関
す
る
論
争
は
各
地
で
頻
発

し
て
い
た
ら
し
く
、
現
在
で
も
当
時
の
山
論
資
料
が

数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
絵
図
の
内
容

を
活
字
に
し
た
刊
行
物
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
入
会
７
カ
村
の
あ
い
だ
に
は
材
木
の
伐
採
を
め

ぐ
っ
て
山
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。
争
い
が
起
こ
る
た
び
、
人
々
の
求
め
に
応
じ
て

役
所
か
ら
裁
決
が
下
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
過
去
の

資
料
を
証
拠
と
し
て
提
出
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か

ら
、
こ
の
絵
図
も
不
測
の
事
態
に
備
え
て
大
切
に
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

黄色で塗られた鹿留村。紺色で描か

れた河川は左が鹿留川、右が桂川だ

と思われる

【右】志村さんと裏面の裁許文を見る。その場で

判読できる文字が少なかったのが心残り

（写真＝﨑田史浩）

【左】 絵図の右下にある凡例。右から「此色川／

此色鹿留山色／此色田畑／此色内野村山色／此

色河原／此色丸尾／此色道筋」と読めた

見 聞 ノ ー ト

古渡に伝わる絵図
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志
村
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ
の
絵
図
は
ほ
か
の
資
料

と
と
も
に
代
々
古
渡
地
区
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
も

の
だ
と
い
う
。
以
前
は
絵
図
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る

人
が
お
ら
れ
た
が
他
界
さ
れ
て
し
ま
い
、
い
ま
で
は

詳
し
く
知
る
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

　
そ
う
い
え
ば
、
志
村
さ
ん
も
押
し
入
れ
を
開
け
る

と
き
、「
ど
う
い
う
も
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
け
ど

…
…
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
長
い
時

間
が
経
過
し
、
生
活
の
し
か
た
も
大
き
く
変
わ
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
か
。
山
と
人
と
の
関
係
が
薄
れ
る

に
つ
れ
、
絵
図
は
存
在
意
義
を
失
っ
て
、
い
よ
い
よ

詳
し
い
由
来
が
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
。

絵
図
が
抱
え
る
課
題

　

志
村
さ
ん
は
過
去
に
、
古
い
も
の
は
よ
く
分
か

ら
な
い
か
ら
処
分
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
声
を

耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
も
し
仮
に
処
分

さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
地
域
史
を
考
え
る
う
え
で
大

き
な
損
失
に
な
り
か
ね
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
意
見

が
あ
る
な
か
、
絵
図
を
始
め
と
す
る
資
料
が
代
々

自
治
会
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
現
状
に
安
堵
す
る

ば
か
り
だ
。

　
た
だ
、
処
分
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
理
解

で
き
な
く
な
い
。
そ
こ
に
は
、
由
来
や
価
値
が
不
明

な
も
の
を
持
ち
続
け
る
こ
と
へ
の
煩
わ
し
さ
や
懸
念

が
読
み
取
れ
る
。
現
在
の
生
活
の
な
か
で
役
割
を
果

た
さ
な
く
な
っ
た
以
上
、
文
化
財
と
い
う
色
眼
鏡
を

は
ず
せ
ば
、
そ
の
「
モ
ノ
」
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に

疑
問
が
出
る
の
は
む
し
ろ
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
絵
図
に
資
料
的
な
価
値
が
あ

る
の
も
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

地
域
に
伝
わ
る
資
料
や
文
化
財
が
抱
え
る
課
題

が
、
志
村
さ
ん
の
耳
に
し
た
声
の
な
か
に
潜
ん
で
い

る
よ
う
な
気
が
し
た
。

＊　
　
＊　
　
＊

　

古
渡
の
絵
図
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
た
ん
に

村
々
の
あ
い
だ
で
諍い

さ
かい

が
起
き
て
い
た
、
と
い
う
事

実
だ
け
で
は
な
い
。山
と
人
と
の
密
接
な
関
わ
り
や
、

と
き
に
は
論
争
に
発
展
す
る
ほ
ど
厳
格
だ
っ
た
入
会

山
に
対
す
る
姿
勢
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
対
立
す
る

も
の
ど
う
し
が
折
り
合
い
を
つ
け
た
こ
と
を
絵
図
は

示
し
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
、
折
り
合
い
の
内
容
が

役
人
の
決
め
た
裁
許
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
役
人
を

含
む
す
べ
て
の
人
の
苦
労
が
図
面
に
圧
縮
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
そ
ん
な
絵
図
と
古
渡
と
を
つ
な
ぐ
縁
の
糸
は
、
日

ご
と
細
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、「
モ
ノ
」
の

由
来
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
関
係
は
し
だ

い
に
修
復
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
分

か
っ
て
い
る
事
実
や
研
究
成
果
を
も
っ
と
丹
念
に
解

き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
、
き
っ
と
資
料
は
一
つ
の
記
録
と

し
て
存
在
意
義
を
回
復
で
き
る
。

　
私
は
古
渡
の
絵
図
か
ら
土
地
の
来
歴
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
地
域
に
伝
存
す
る
資
料
が
課
題
を
乗
り
越
え

て
い
く
、
そ
の
道
筋
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
た
。

サンパーク都留グラススキー場周辺から見た鹿留山方面

（写真＝北垣憲仁　2013.05.10 撮影）

地図

牛
丸
景
太
（
国
文
学
科
４
年
）
＝
文
・
写
真
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地図から広がる世界へ 
本と資料の紹介

『郡内の民話』
内藤恭義 文・鈴木茂治 絵
2004 年 9月 改訂発行

『都留市史 資料編 村絵図／村名明細帳集 附図』
都留市史編纂委員会 編集
1998 年 3月 発行

地域史を
解きほぐす
手引きに

土地に
根付く物語に
触れる

地図と
写真を
見くらべる

奥隆行氏が生前に撮影・収集した写真を、本学フィールド・
ミュージアムがデジタル化し、多くの人に使用してもらえる
よう整理した目録です。山川や街並み、人の生活など、およ
そ四千枚にのぼる写真を収録。写真編と資料編にまとめられ
ています。

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 編集　2012 年 3月 第二版発行

『奥隆行写真コレクション』

地
図
と
向
き
合
う
た
め
に

私
た
ち
が
参
考
に
し
た
書
籍
や
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。

「二万分一地形図」（複写 A3 サイズ）

明治 21年（1888）、国の陸地測量部によっ
て測量された都留周辺の２万分の 1地形図
です。都留市立図書館蔵の原本を複写させ
ていただきました。同時代の地図と写真と
を照らし合わせれば、昔の地域のようすが
より鮮明に浮かびあがってきます。
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私
た
ち
が
向
き
合
っ
た
地
図
は

作
ら
れ
た
時
代
・
目
的
に
よ
っ
て
種
類
や
性
格
は
異
な
る
け
れ
ど
、

ど
れ
も
一
定
の
約
束
に
し
た
が
っ
て
、
端
的
に
土
地
の
よ
う
す
を
表
し
て
い
た
。

向
き
合
い
か
た
に
よ
っ
て
は

視
野
が
及
ば
な
い
遠
く
の
景
色
を
想
像
さ
せ
、

と
き
に
は
自
然
の
生
き
も
の
や
昔
の
人
び
と
の
暮
ら
し
、

変
化
し
て
い
く
土
地
の
よ
う
す
を
明
ら
か
に
す
る
。

比
較
と
な
る
過
去
へ
私
た
ち
を
導
き
な
が
ら
、

地
域
の
今
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
て
見
せ
て
く
れ
た
。

地
図
を
主
役
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
作
業
。

そ
れ
は
、
洗
練
さ
れ
た
言
葉
の
向
こ
う
に

深
く
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
。

地
図
を
広
げ
、
考
え
る
。

顔
を
上
げ
、
周
囲
を
見
渡
し
、
ふ
た
た
び
地
図
に
目
を
落
と
す
。

き
っ
と
地
図
は
、
私
た
ち
が
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
地
域
の
姿
を
そ
の
一
枚
に
秘
め
て
い
る
。

を折りたたんで
地図
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春
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で

太
陽
の
日
差
し
が
あ
た
た
か
い
。
時
間
の
な
が

れ
も
お
だ
や
か
に
感
じ
る
。
ま
さ
に
春
の
陽
気
だ
。

冬
の
間
は
さ
び
し
か
っ
た
地
面
に
も
す
っ
か
り
緑
が

戻
り
、
お
な
じ
み
の
草
花
た
ち
が
顔
を
そ
ろ
え
て
い

る
４
月
上
旬
の
野
原
。

　
空
中
を
縫ぬ

う
よ
う
に
、
ハ
チ
が
忙
し
そ
う
に
飛
び

ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
少
し
変
わ
っ

た
飛
び
か
た
を
し
て
い
る
虫
が
い
た
。
糸
で
吊
り
下

げ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
高
さ

を
保
っ
た
ま
ま
少
し
ず
つ
移
動
し
て
い
く
。
体
中
に

は
ふ
わ
ふ
わ
の
毛
が
生
え
て
い
て
、
日
が
当
た
る
と

艶
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
毛
の
質
感
は
、
ま
る

で
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
ビ
ロ
ー
ド
ツ
リ
ア

ブ
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
ほ

ど
、
名
前
の
通
り
の
姿
を
し
て
い
る
。
毛
が
生
え
て

い
て
ふ
わ
ふ
わ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
後
ろ
脚
を
ピ
ー

ン
と
伸
ば
し
て
飛
ぶ
姿
が
な
ん
と
も
可
愛
ら
し
い
。

ひ
だ
ま
り
の
似
合
う
虫

　

今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
不
思
議
な
く
ら

い
、
平
地
の
野
原
や
山
道
な
ど
、
至
る
と
こ
ろ
で
見

か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
昼
に
か
け
て
気
温
が
上

が
る
こ
ろ
、
ど
こ
か
ら
か
飛
ん
で
き
て
花
の
蜜
を
吸

う
。
そ
し
て
日
が
低
く
な
り
、
気
温
が
下
が
っ
て
く

る
こ
ろ
に
は
す
っ
か
り
姿
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。

午
前
中
は
日
陰
に
な
る
場
所
に
生
え
て
い
る
ム

ス
カ
リ
の
花
に
も
、
午
後
に
な
る
と
3
匹
ほ
ど
の
ビ

ロ
ー
ド
ツ
リ
ア
ブ
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
。
ど
う
や

ら
、
あ
た
た
か
く
て
日
の
当
た
る
場
所
が
活
動
に
は

適
し
て
い
る
み
た
い
だ
。
ひ
だ
ま
り
の
な
か
を
花
か

ら
花
へ
と
飛
び
ま
わ
る
姿
は
微
笑
ま
し
く
、
春
の
景

色
が
い
っ
そ
う
楽
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

静
と
動

　
で
き
る
だ
け
近
く
で
観
察
し
よ
う
と
、
オ
オ
イ
ヌ

ノ
フ
グ
リ
の
花
の
近
く
に
し
ゃ
が
ん
で
待
つ
。
す
る

と
、
私
の
す
ぐ
横
の
花
に
や
っ
て
き
た
。
脚
は
花
に

つ
か
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
翅は

ね

の
動
き
は
止
ま
っ

て
い
な
い
。
近
く
で
見
る
と
翅
が
細
か
く
ブ
ル
ブ
ル

震
え
て
い
る
の
が
分
か
る
し
、
プ
ー
ン
と
い
う
翅
の

音
も
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
飛
び
な
が
ら

静
止
す
る
こ
と
を「
ホ
バ
リ
ン
グ
」と
い
う
。
止
ま
っ

た
ほ
う
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
な
く
て
す
む
気
も

す
る
け
れ
ど
、
こ
の
ほ
う
が
花
か
ら
花
へ
の
移
動
が

滑
ら
か
で
効
率
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

花
に
抜
き
差
し
し
て
い
る
口こ

う
ふ
ん吻

は
、
体
長
の
半

春を告げる
ビロードツリアブ

ビロードとは布の片面に毛を立てた、柔らかくて

なめらかな織物のこと。だから、毛の生えた生き

ものの名前には「ビロード」がつくことがある。

ビロードツリアブもその名の通り毛が生えてい

て、春だけに発生するアブとして知られている。

写真で見たぬいぐるみのような姿に惹かれた私

は、さっそく春のフィールドに出かけてみた。

鈴木陽花（初等教育学科 4年）＝文・写真・イラストイチゴの花の蜜を吸うビロードツリアブ

はるちゃんの都留生きもの図鑑 第4弾
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分
ほ
ど
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
長
い
口
吻
を
ス
ト

ロ
ー
の
よ
う
に
使
い
、
花
の
奥
に
あ
る
蜜
を
吸
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
口
吻
の
先
が

二
股
に
分
か
れ
る
の
が
見
え
た
。
こ
の
ほ
う
が
蜜
を

吸
い
や
す
い
し
、
先
だ
け
分
か
れ
て
い
る
こ
と
で
邪

魔
に
な
り
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ず
っ
と
目
で
追
い
か
け
て
い
る
と
、
石
の
上
に
止

ま
っ
た
。
そ
っ
と
近
づ
い
て
、
上
か
ら
観
察
す
る
。

本
当
に
止
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
翅
が
下
を
向
い
て

ぴ
た
り
と
動
か
な
い
。
し
ば
ら
く
見
て
い
る
と
、
よ

く
ハ
エ
が
す
る
よ
う
に
前
脚
や
後
ろ
脚
を
こ
す
り
合

わ
せ
て
い
た
。
こ
う
し
て
再
び
ほ
か
の
花
へ
と
飛
ん

で
い
く
。
気
ま
ぐ
れ
に
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
も
、
そ
の
中
心
は
蜜
を
吸
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
と

思
え
て
く
る
。

　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊

　
季
節
の
移
り
変
わ
り
は
、
命
の
移
り
変
わ
り
で
も

あ
る
。
健
気
に
飛
び
ま
わ
っ
て
い
た
ビ
ロ
ー
ド
ツ
リ

ア
ブ
た
ち
も
、５
月
中
旬
に
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
そ
の
姿
は
、
春
の
新
し
い
風
景
の
一
片
と

し
て
私
の
な
か
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
目
立
つ
こ

と
も
な
い
小
さ
な
命
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
楽
し
み

を
、
春
の
天
使
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
。

今までに登場した生きものたち

カジカガエル アカネズミ テントウムシ

ムスカリ

オオイヌノフグリとヒメオドリコ

ソウ

開きかけのリンドウの花にもぐり

込んで蜜を吸うこともある

花から花へ─ビロードツリアブがやってきた花─

蜜を吸うときなどに口吻の先が

二股に分かれているのが確認できる

翅の上の部分は黒く、下の透明な

部分との境界が波打っている

オス メス

オスとメスで眼の位置・形が異なる

ビロードツリアブってこんな虫 短い春のあいだに出会った雌雄は、命をつないで一生を終える。

土に産みつけられた卵からかえった幼虫は、土中に巣を作るヒメハナ

バチ類の幼虫やさなぎに寄生し、次の春を待つと言われている。



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。今号では、「ヒロバ」での遊び（26・27頁）、カヤネ

ズミの楽園をつくる（28・29頁）を掲載します。

第 20回

岩間美千子氏による聞き取りと資料収集に基

づいて成瀬洋平氏が描いた「谷映」。外壁と看

板の色はイメージによるもので事実とは異な

る。右下の手書きの見取り図は、岩間美千子

氏が聞き取りと資料収集をもとに描いたもの

26no. 77 Jun. 2013
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谷
たに

の町・史
ふみ

の里
谷村にあった映画館のこと ③　

「ヒロバ」での遊び　　
　　  その後の「谷

ヤエイ

映」（2）

│
谷
村
に
あ
っ
た
映
画
館
の
こ
と
│
　
と
し
て
二

人
の
か
た
に
記
憶
を
綴
っ
て
い
た
だ
い
た
「
谷
映
」。

岩
間
美
千
子
さ
ん
に
よ
る
聞
き
取
り
と
資
料
収
集
に

基
づ
く
紙
上
で
の
再
建
で
す
。

　
私
た
ち
に
最
高
の
遊
び
を
提
供
し
て
く
れ
た
「
ヒ

ロ
バ
の
傾
斜
」
が
無
く
な
っ
た
の
は
昭
和
36
年
頃
。

ヒ
ロ
バ
に
は
車
庫
が
建
ち
、
子
ど
も
た
ち
の
足
が
少

し
ず
つ
遠
の
い
て
遊
び
場
と
し
て
の
役
割
を
終
え
て

い
っ
た
。

　
映
画
館
と
し
て
の
営
業
は
わ
ず
か
数
年
。
建
設
後

5
年
ほ
ど
で
姿
を
消
し
た
「
谷
映
」
は
、
そ
の
跡
地

で
遊
び
育
っ
た
私
に
と
っ
て
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
存
在

で
あ
る
。
そ
の
建
物
は
、
ト
タ
ン
屋
根
の
木
造
一
階

建
て
、
と
は
い
え
当
時
の
二
階
家
よ
り
も
高
さ
が
あ

り
、外
壁
は
モ
ル
タ
ル
（
＊
１
）。
屋
根
に
は
ス
ピ
ー

カ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　
お
も
に
大
映
の
作
品
を
上
映
し
て
い
て
、
収
容
人

員
１
０
０
名
ほ
ど
。
入
り
口
を
入
る
と
正
面
に
白
い

壁
が
あ
り
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
壁

の
左
右
に
あ
る
黒
っ
ぽ
い
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
に
5

人
掛
け
の
椅
子
が
並
ぶ
観
客
席
。
映
写
室
は
客
席
後

方
に
あ
り
、
専
用
階
段
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
入
り

口
の
左
側
に
は
モ
ギ
リ
用
の
移
動
式
カ
ウ
ン
タ
ー
が

あ
り
、
右
側
に
赤
い
レ
ザ
ー
の
ソ
フ
ァ
ー
が
置
か
れ

て
い
た
。
売
店
で
は
菓
子
パ
ン
や
袋
菓
子
、
ア
イ
ス

キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
が
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
＊
２
）。

　
私
と
益
子
氏
の
手
元
に
あ
る
写
真
の
背
景
と
し
て

写
る
「
谷
映
」。『
郡
内
研
究
第
６
号
』
の
「
谷
村
座

と
若
松
館
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
。
羽
田
綾
女

氏
蔵
の
昭
和
26
年
頃
の
八
朔
祭
り
の
写
真
。
こ
れ
ら

の
写
真
と
当
時
を
知
る
人
の
「
谷
映
の
記
憶
」
を
交

え
て
「
谷
村
映
画
劇
場
の
姿
」
を
探
っ
て
み
た
。

（
注
）

＊ 

１
・
本
誌
75
号
39
頁
参
照
。

＊ 

２
・
谷
映
経
営
者
の
長
女
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

＊ 

３
・http.//a

g
ua
.jpn.org

/fi lm
/c319.htm

l

岩
間
美
千
子
（
都
留
市
中
央
在
住
）
＝
文
・
絵

成
瀬
洋
平
（
本
学
比
較
文
化
学
科
卒
業
生
）
＝
絵

な
お
、「
谷
映
」
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
ご
存
じ
の
か
た
は
、
本

誌
『
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ノ
ー
ト
』
編
集
部
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

『郡内研究第 6号』（1996 年）─「谷村座と若松館」─
中央が谷村座、右奥に写るのが谷村映画劇場。『郡内研
究第 6号』には谷村座と若松館、撮影は昭和 33 年頃と
あるが、今回の聞き取り調査から若松館は谷村映画劇
場に、撮影年は昭和 25 年～ 30 年にすべきと考える

八朔祭りの集合写真（羽田綾女氏所蔵）
背後に谷映の屋根と上映作品の看板が写る。
上映作品は、『銭形平次』。出演者は、長谷川
一夫、日高澄子、三條美紀、佐々木小二郎と
あり、昭和 26 年 4 月 28 日封切りの作品であ
ることが判る（＊３）
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第 20回

　　　カヤネズミの
　　　　　　楽園をつくる

ススキなどイネ科植物の葉を細かく裂いて球状

の巣をつくるカヤネズミ。身近にいるにもかか

わらずその生態はほとんどわかっていません。

暮らしの謎をこの目で解き明かしてみたい。そ

のような想いから中屋敷フィールドの草原でカ

ヤネズミの楽園づくりを始めました。
カヤネズミの楽園は、納屋を改築して造った観察

小屋の目の前にある

　
大
学
か
ら
北
西
の
方
角
に
歩
い
て
20
分

ほ
ど
の
距
離
に
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
は
あ

り
ま
す
。
南
向
き
の
緩
や
か
な
斜
面
の
縁

を
柄
杓
流
川
が
流
れ
、
対
岸
は
溶
岩
流
に

よ
る
急
峻
な
崖
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
入
り
口
に
あ
る

清し
み
ず
て
い
い
ち

水
貞
一
さ
ん
の
水
田
で
は
、
５
月
19
日

に
田
植
え
を
し
ま
し
た
。
今
年
90
歳
に
な

る
清
水
さ
ん
は
、
手
で
植
え
る
と
一
本
一

本
が
自
分
の
子
ど
も
の
よ
う
に
愛
お
し
い

と
、
今
年
も
一
人
で
手
植
え
に
よ
る
田
植

え
を
し
ま
し
た
。
清
水
さ
ん
の
水
田
を
通

り
過
ぎ
急
な
坂
道
を
下
っ
て
い
く
と
斜
面

に
マ
タ
タ
ビ
の
白
い
葉
が
見
え
て
き
ま

す
。
毎
年
、
こ
の
白
い
葉
を
見
て
私
は
梅

雨
が
近
い
こ
と
を
知
り
ま
す
。

　
私
が
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
通
い
始
め
た

の
は
、
２
０
０
０
年
の
秋
。
休
耕
田
に
ス

ス
キ
の
群
落
が
あ
り
、
秋
風
に
揺
れ
る
穂

を
見
て
、
一
目
で
こ
こ
が
気
に
入
り
ま
し

た
。
こ
こ
が
気
に
入
っ
た
理
由
は
ほ
か
に

も
あ
り
ま
す
。カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
存
在
で
す
。

　
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
と
い
う
名
前
を
初
め
て
私

が
知
っ
た
の
は
、小
学
生
の
こ
ろ
の
こ
と
。

父
と
川
辺
を
歩
き
な
が
ら
、
ス
ス
キ
の
な

か
に
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
の
巣

を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
の
巣
は
ス
ス
キ
の

葉
を
細
か
く
裂
い
て
編
み
込
む
よ
う
に
つ

く
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
こ

れ
は
鳥
の
巣
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
父
は
、
こ
れ
が
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
巣
だ

と
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
ど
の
よ
う
に

し
て
ボ
ー
ル
の
よ
う
な
美
し
い
形
の
巣
を

空
中
に
つ
く
る
の
だ
ろ
う
。
ハ
ン
モ
ッ
ク

の
よ
う
に
風
に
揺
れ
る
巣
を
見
な
が
ら
、

い
つ
か
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
に
出
会
い
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

世
界
一
小
さ
な
ネ
ズ
ミ

　
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
は
体
長
６
㎝
ほ
ど
。
世
界

で
も
っ
と
も
小
さ
な
ネ
ズ
ミ
の
仲
間
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
重
さ
は
10
ｇ
く
ら
い
で

す
。
尾
は
体
長
と
同
じ
ほ
ど
あ
り
、
葉
な

ど
に
巻
き
付
け
て
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り

な
が
ら
移
動
で
き
ま
す
。
ふ
つ
う
、
低
地

の
草
地
や
水
田
、
畑
、
休
耕
地
な
ど
の
イ

ネ
科
植
物
、
と
く
に
ス
ス
キ
や
オ
ギ
、
チ

ガ
ヤ
な
ど
が
密
生
し
水
気
の
あ
る
場
所
を

好
む
よ
う
で
す
。
私
た
ち
の
身
近
に
暮
ら

し
て
い
る
哺
乳
類
の
一
つ
と
い
っ
て
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
野
外
で
何

を
食
べ
て
い
る
の
か
さ
え
未
だ
に
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　
も
と
も
と
一
面
に
水
田
が
広
が
っ
て
い

た
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
も
、
い
つ
し
か
休

耕
田
が
増
え
、
今
で
は
こ
こ
を
耕
す
人
は

い
な
く
な
り
ま
し
た
。
ス
ス
キ
の
群
落

は
、
草
刈
り
な
ど
の
手
入
れ
を
し
な
い
で

放
っ
て
お
く
と
や
が
て
藪
に
な
る
と
い
い

ま
す
。
確
か
に
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
で
も

サ
サ
や
ク
ル
ミ
の
木
が
目
立
つ
よ
う
に
な

り
、
ス
ス
キ
の
草
原
の
面
積
も
減
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
憧
れ
て

い
た
動
物
で
す
。
ど
う
に
か
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ

が
暮
ら
せ
る
環
境
を
少
し
で
も
残
せ
な
い

も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
っ
そ
く
、
草
原
の
地
主
で
あ
る
渡わ

た
な
べ邊

宗む
ね
お男

さ
ん
に
、
草
刈
り
す
る
こ
と
を
条
件

に
土
地
を
お
借
り
し
、
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
楽

園
を
つ
く
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
楽
園
と

い
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
広
い
面
積
だ
と
手
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カラタチの葉を食べて育つアゲハチョウ

の幼虫

ノイバラの花。中屋敷では 5月下旬から

花が咲く

クルミの林になりつつあるかつてのス

スキ草原。手前は今年芽生えたクルミ

入
れ
が
大
変
で
す
。
そ
こ
で
10
ｍ
四
方
の

小
さ
な
草
地
に
生
え
て
い
る
ス
ス
キ
や
オ

ギ
を
冬
場
に
草
刈
り
を
し
、
維
持
し
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

楽
園
計
画

　
じ
つ
は
、
こ
の
楽
園
に
は
私
な
り
の
モ

デ
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
以
前
、
神
奈
川
県

秦
野
市
で
動
物
調
査
を
し
て
い
た
と
き
、

ス
ス
キ
と
オ
ギ
が
生
え
た
休
耕
田
に
カ
ヤ

ネ
ズ
ミ
の
巣
を
４
個
見
つ
け
ま
し
た
。
面

積
は
お
よ
そ
１
０
０
㎡
ほ
ど
で
し
た
。

　
７
月
の
夕
暮
れ
、
こ
の
田
の
畦
に
座
り

観
察
し
て
い
る
と
、
ま
だ
日
が
明
る
い
う

ち
に
巣
を
出
て
、
ゆ
っ
く
り
と
葉
か
ら
葉

へ
と
移
動
し
て
い
く
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
に
出
会

い
ま
し
た
。
と
き
ど
き
休
み
な
が
ら
注
意

深
く
葉
の
上
を
歩
く
姿
は
、
ま
る
で
大
木

の
枝
を
伝
っ
て
移
動
し
て
い
く
ム
サ
サ
ビ

の
よ
う
だ
と
思
い
ま
し
た
。
観
察
で
き
た

時
間
は
１
分
ほ
ど
。
し
か
し
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ

を
野
外
で
見
る
こ
と
が
子
ど
も
の
こ
ろ
か

ら
の
夢
だ
っ
た
だ
け
に
、
一
瞬
の
出
会
い

だ
け
で
十
分
で
し
た
。

　
こ
の
休
耕
田
の
環
境
を
モ
デ
ル
に
カ
ヤ

ネ
ズ
ミ
の
楽
園
を
つ
く
っ
て
は
み
た
も
の

の
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
巣
は
で
き
ま
せ

ん
。
私
の
楽
園
計
画
で
は
巣
を
つ
く
る
気

分
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
な
ぜ
巣
を
つ
く
る
気
分
に
な
ら
な
い
の

か
、
考
え
て
み
て
も
そ
の
原
因
は
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
巣
を
つ
く
る
と
言

わ
れ
て
い
る
初
夏
と
秋
に
は
イ
ノ
シ
シ
や

ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
頻
繁
に
草
原
に
や
っ
て
き

て
い
ま
し
た
。
体
の
小
さ
な
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ

に
と
っ
て
、
捕
食
さ
れ
る
恐
れ
は
な
く
と

も
近
く
を
通
る
音
や
振
動
だ
け
で
脅
威

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
清
水
さ
ん
に
学
ぶ
自
然
と
の
交
流

　
つ
ぎ
に
私
は
、
こ
う
し
た
大
型
獣
が
近

寄
れ
な
い
よ
う
棘
の
あ
る
植
物
で
生
け
垣

を
つ
く
り
、
草
地
を
囲
っ
て
み
よ
う
と
考

え
ま
し
た
。

　
生
け
垣
は
、
な
る
べ
く
こ
の
あ
た
り
に

ふ
つ
う
に
あ
る
も
の
で
つ
く
り
た
い
。
そ

こ
で
私
は
、
ノ
イ
バ
ラ
と
カ
ラ
タ
チ
を
組

み
合
わ
せ
て
植
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ノ
イ
バ
ラ
は
直
径
２
㎝
ほ
ど
の
白
い

花
に
イ
チ
モ
ン
ジ
チ
ョ
ウ
が
吸
蜜
に
や
っ

て
き
ま
す
し
、
カ
ラ
タ
チ
は
ア
ゲ
ハ
チ
ョ

ウ
の
幼
虫
が
食
草
と
し
て
い
ま
す
。
カ
ヤ

ネ
ズ
ミ
だ
け
で
な
く
多
く
の
生
き
も
の
と

の
関
わ
り
も
楽
園
を
つ
く
る
な
か
で
生
ま

れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

生
け
垣
を
つ
く
る
準
備
は
整
い
ま
し

た
。
カ
ラ
タ
チ
や
ノ
イ
バ
ラ
が
生
け
垣
を

形
づ
く
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
あ
と
３
年

ほ
ど
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

急
い
で
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
の
暮
ら
し
の
謎
を
解

こ
う
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
私
の
関
心

は
、
優
れ
た
機
械
で
自
然
を
理
解
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
今
な
お
一
人
で

手
植
え
に
よ
る
田
植
え
を
す
る
清
水
さ
ん

の
よ
う
に
、
自
分
の
体
や
感
覚
、
心
を
通

し
て
直
に
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
と
交
流
し
理
解
す

る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
す
。

北
垣
憲
仁
（
本
誌
発
行
人
）
＝
文
・
写
真
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本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

このページでは、都留市の生きものの情報を記録し、発信
しています。こんな生きものがいた・見つけたという発見
を大切にし、多くのかたと共有したいと思っています。
読者のみなさまからの情報もお待ちしていますので、ぜひ
編集部までお寄せください。

フジの花
2013年 4月 29日　都留市川茂
ヤマザクラの花が終わった山の斜面
や林縁を、藤色が彩ります。

ジンガサハムシ
2013年 5月 13日　都留市田原
透明の部分より、黄金色が目を
引きます。

クロモジの花
2013年 4月 23日　都留市田原
クロモジを見つけたら、葉をちぎって香
りを楽しみましょう。

チゴユリの花
2013年 4月 25日　都留市上谷
半日陰の林床で、下向きの花を咲
かせます。

フデリンドウの花
2013年 4月 18日　都留市上谷
寒さの残る時期、日当たりのいい
場所でひっそり花を咲かせます。

カラスアゲハ
2013年 4月 9日　都留市田原
黒っぽい大型のチョウで、後ろ翅
の赤が目立ちます。

キジ（オス）の死体
2013年 4月 14日　都留市田原
この状況から、大学の建物に衝突
死したと思われました。

ニホントカゲ
2013年 5月 13日　都留市田原
冬眠から目覚めたのでしょうか。日
光浴をしていました。

オドリコソウの花
2013年 4月 29日　都留市川棚
茎と葉の付け根の部分から花が咲く
のが特徴です。



アナグマ　2013年 3月 19日　都留市上谷
右側にもアナグマの顔が見えており、2頭で写っていま
す。年に数回、複数の個体が同時に確認されます。

タヌキ　2013年 3月 19日　都留市上谷
この場所ではタヌキは常連です。1年中、センサーカメ
ラに写ります。

アカネズミ　2013年 4月 20日　都留市鹿留
沢の岩からアカネズミがジャンプ。この後、写真右端の
岸まで届いたのでしょうか。

コマドリ　2013年 4月 17日　都留市鹿留
コマドリは渡りの時期に市内を通過して行きます。秋よ
りも春に見られることがほとんどです。

ハクビシン　2012年 12月 19日　都留市鹿留
細い水路の脇でハクビシンが撮影されました。冬に本種
が確認されるケースは多くはありません。

リス　2012年 12月 25日　都留市鹿留
リスはほぼ 1年中、都留市内で見られます。市内では外
来種のクリハラリスはまだ記録されていません。

都留文科大学フィールド・ミュージアムでは、市内にセンサーカメラを設置して動物の調査をしてい
ます。ここでは、2012年 12月～ 2013年 4月に都留市上谷と鹿留で撮影された動物を紹介します。

センサーカメラが写した動物たち

31
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砂田真宏（初等教育学科４年）＝文・写真・図つるりんの全景（2013.4.7）

林床に咲く植物

（左から）セントウソウ、タチツボスミレ、クサノオウ、ニョ

イスミレ。ほかにオオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウな

どが見られる。図鑑をめくっては少しずつ名前を覚えた

　
足
元
に
目
を
や
る
と
セ
ン
ト
ウ
ソ
ウ
の

白
く
小
さ
な
花
が
林
床
の
大
部
分
を
覆
っ

て
い
る
。
そ
の
間
を
埋
め
る
よ
う
に
し
て

タ
チ
ツ
ボ
ス
ミ
レ
や
ク
サ
ノ
オ
ウ
、
ヒ
メ

オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
の
花
が
顔
を
出
す
。
ア
ブ

の
仲
間
は
そ
の
蜜
を
吸
う
た
め
に
忙
し
そ

う
に
飛
び
回
っ
て
い
る
。
今
年
は
少
し
足

早
に
春
が
や
っ
て
き
た
。
で
も
じ
っ
く
り

見
て
み
る
と
春
の
つ
る
り
ん
の
よ
う
す
は

な
ん
だ
か
い
つ
も
と
違
っ
て
い
た
。

　
つ
る
り
ん
は
南
北
に
14
ｍ
、
 東
西
に
70

ｍ
ほ
ど
の
細
長
い
林
で
、
ち
ょ
う
ど
１
号

館
の
西
側
半
分
と
隣
り
合
っ
て
い
る
。
林

の
西
側
に
は
針
葉
樹
が
い
く
つ
か
あ
り
、

東
側
は
落
葉
広
葉
樹
が
分
布
す
る
。
そ
し

て
林
の
真
ん
中
に
池
が
あ
る
。
こ
の
池
も

人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
直
径
が

２
m
ほ
ど
の
丸
い
形
を
し
て
い
る
。
こ
の

林
に
生
え
て
い
る
樹
木
や
草
花
の
多
く
は

キ
ャ
ン
パ
ス
の
周
辺
で
見
ら
れ
る
も
の
ば

か
り
だ
。
そ
ん
な
林
内
は
賑
や
か
な
キ
ャ

ン
パ
ス
と
は
対
照
的
に
人
通
り
は
少
な

い
。
こ
こ
へ
は
１
年
生
の
時
か
ら
と
き
ど

き
足
を
運
ん
で
い
る
。
生
き
も
の
を
見
つ

け
る
と
写
真
を
撮
っ
た
り
、
図
鑑
で
調
べ

た
り
を
繰
り
返
す
。
生
き
も
の
の
名
前
や

花
の
咲
く
時
期
が
少
し
ず
つ
分
か
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
の
産
卵

　
林
の
真
ん
中
の
小
さ
な
池
。
池
と
言
っ

て
も
少
し
大
き
な
水
た
ま
り
の
よ
う
な
も

の
で
、水
深
は
25
〜
30
㎝
ほ
ど
し
か
な
い
。

以
前
か
ら
こ
の
池
に
は
２
月
こ
ろ
に
な
る

と
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
が
産
卵
に
訪
れ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
３
年
は
毎
年
や
っ

て
き
て
い
た
。
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
は
つ
る

り
ん
の
生
き
も
の
の
な
か
で
も
早
く
に
冬

か
ら
目
を
覚
ま
す
（
産
卵
を
し
た
ら
ま
た

冬
眠
を
す
る
そ
う
だ
）。

　
は
じ
め
て
そ
れ
が
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
で

あ
る
と
知
っ
た
年
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ

を
、
そ
の
次
の
年
は
も
う
す
ぐ
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
が
出
て
き
そ
う
な
状
態
の
卵
塊

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
断
片
的
に
つ
る

り
ん
の
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
の
成
長
は
見
て

き
た
け
れ
ど
、
産
卵
か
ら
順
を
追
っ
て
成

長
の
よ
う
す
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
今
年

つるりん。

この愛らしい名前の正体はキャンパスにある小さ

な林のことだ。グラウンドと１号館に挟まれてい

る林を「つるりん」の愛称で呼んでいる。この林

は今から 40 数年前に大学の教員や職員によって

植林されてつくられたそうだ。１年間、このつる

りんとそこに暮らす生きものたちを見続ける。

春つ る り ん
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右写真　ヤマアカガエル

の卵塊。大きさはどんぶ

り一杯ほど。小さな池の

なかに３つの卵塊を見つ

けた（2013.4.5）

左写真　水面に顔を出す

ヤマアカガエル。少しで

も音を立てると水中の落

ち葉の下に隠れてしばら

く出てこない（2013.4.7）

つるりんの略地図（2012 年生物学実験 毎木調査の結果より作成）

図中の円で示したのが樹木。円の大きさは樹木の直径に比例させた。１マスは 2m

×2m。西側には針葉樹が、東側には落葉広葉樹が分布する。真ん中あたりに池がある。

樹木は少なくとも 51 種類 133 個体。数字で見ると林の構成が客観的に見えてくる

こ
そ
は
産
み
つ
け
ら
れ
た
ば
か
り
の
卵
塊

と
そ
の
成
長
を
見
て
お
き
た
く
て
、
例
年

卵
塊
が
見
つ
か
る
２
月
か
ら
池
へ
と
通
う

こ
と
に
し
た
。

意
図
し
な
い
出
会
い

　

　

２
月
の
林
は
ま
だ
静
ま
り
返
っ
て
い

る
。
３
月
ま
で
数
日
お
き
に
通
い
続
け
た

が
、
卵
塊
が
見
つ
か
ら
な
い
。
も
う
ま
わ

り
の
草
花
は
す
っ
か
り
春
の
装
い
へ
と
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
原
因
は
分
か
っ
て
い

る
。
今
年
は
ま
と
ま
っ
た
雨
が
無
く
、
池

に
水
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ

で
は
産
卵
で
き
な
い
。
池
に
水
が
溜
ま
ら

な
い
ま
ま
と
う
と
う
４
月
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　
今
年
は
来
な
か
っ
た
か
、
そ
う
思
い
始

め
た
こ
ろ
だ
っ
た
。
４
月
３
日
、
２
日
間

の
ま
と
ま
っ
た
雨
が
止
み
、
心
地
の
良
い

日
差
し
の
降
る
な
か
、
彼
ら
は
い
つ
も
よ

り
２
ヶ
月
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
。
ヤ
マ
ア

カ
ガ
エ
ル
を
探
す
つ
も
り
は
な
く
つ
る
り

ん
に
足
を
運
ん
だ
と
き
だ
っ
た
か
ら
、
う

れ
し
い
反
面
い
つ
も
と
違
う
よ
う
す
に
戸

惑
う
。
今
ま
で
順
調
そ
う
に
生
き
て
い
る

ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
の
よ
う
す
し
か
見
て
こ

な
か
っ
た
し
、
そ
れ
が
当
た
り
前
に
あ
る

の
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。

３
年
間
の
し
か
も
断
片
的
な
情
報
か
ら
考

え
る
生
き
も
の
の
暮
ら
し
の
よ
う
す
は
ま

だ
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
毎
年
同
じ
よ

う
で
、
林
も
そ
こ
に
暮
ら
す
生
き
も
の
も

少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
。
３
年
の
時
間

と
今
年
の
春
て
い
ね
い
に
見
よ
う
と
し
た

こ
と
で
そ
の
小
さ
な
変
化
に
気
づ
く
こ
と

が
で
き
た
。

こ
れ
ま
で
も
大
学
の
裏
山
や
中
屋
敷

フ
ィ
ー
ル
ド
な
ど
で
、
た
く
さ
ん
の
生
き

も
の
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
で
は
、
私

た
ち
の
身
近
な
場
所
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に

は
ど
ん
な
生
き
も
の
た
ち
が
暮
ら
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
断
片
的
に
し
か

見
て
こ
な
か
っ
た
つ
る
り
ん
の
生
き
も
の

た
ち
の
よ
う
す
を
１
年
間
見
続
け
て
み
た

い
。
気
づ
け
ば
つ
る
り
ん
の
林
冠
に
は
ハ

リ
エ
ン
ジ
ュ
の
白
い
花
が
存
在
感
を
ま
し

て
い
る
。
い
よ
い
よ
夏
も
本
番
だ
。

グラウンド

１号館

池

針葉樹

70m

14m

0m
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春 の 一 杯

地
中
の
広
が
り

　
タ
ン
ポ
ポ
コ
ー
ヒ
ー
は
、
タ
ン
ポ
ポ
の

根
を
材
料
に
し
て
作
ら
れ
る
。4
月
14
日
、

タ
ン
ポ
ポ
の
根
を
収
穫
す
る
た
め
に
中
屋

敷
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
足
を
運
ん
だ
。
タ
ン
ポ

ポ
が
群
生
し
て
い
る
小
屋
の
周
り
に
目
星

を
つ
け
る
。
タ
ン
ポ
ポ
以
外
の
雑
草
も
、

シ
ャ
ベ
ル
の
邪
魔
を
す
る
か
の
よ
う
に
た

く
さ
ん
生
え
て
い
る
。地
表
の
み
な
ら
ず
、

地
中
で
も
互
い
に
絡
み
合
う
よ
う
に
し
て

そ
れ
ぞ
れ
が
根
を
伸
ば
す
。
途
中
で
ど
れ

が
ど
の
根
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と

も
た
び
た
び
だ
。
隣
で
同
じ
よ
う
に
シ
ャ

ベ
ル
を
ふ
る
う
鈴
木
さ
ん
の
、
そ
の
ま
た

向
こ
う
に
あ
る
植
物
の
根
が
横
切
っ
て
遮

る
な
ん
て
こ
と
も
。
地
中
で
は
予
想
も
し

得
な
い
広
が
り
が
あ
る
の
だ
。
作
業
の
邪

た
。
火
に
か
け
た
瞬
間
か
ら
、
こ
う
ば
し

く
て
良
い
香
り
が
広
が
る
。
深
く
息
を
吸

い
込
む
。
何
の
匂
い
だ
ろ
う
。
嗅
い
だ
こ

と
が
あ
る
よ
う
な
…
…
。
麦
茶
や
ほ
う
じ

茶
に
似
て
い
る
よ
う
で
、
で
も
少
し
違
っ

た
香
り
だ
。

　
煎
り
始
め
て
15
分
ほ
ど
で
、
根
が
フ
ラ

イ
パ
ン
の
上
を
転
が
る
音
が
変
わ
り
始
め

た
。
少
し
こ
も
っ
た
コ
ロ
コ
ロ
と
い
う
音

か
ら
、
水
分
が
飛
ん
で
軽
や
か
な
カ
ラ
カ

ラ
と
い
う
音
に
な
る
。
強
火
に
し
て
一
気

に
水
気
を
飛
ば
し
た
く
て
も
、
焦
げ
て
し

ま
う
か
ら
ぐ
っ
と
我
慢
す
る
。
色
は
黄
土

色
か
ら
焦
げ
茶
へ
と
じ
ん
わ
り
変
わ
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
あ
と
ミ
キ
サ
ー
で
粉
末
に

し
て
下
準
備
が
整
う
。
焦
げ
茶
だ
っ
た
根

は
き
な
粉
の
よ
う
な
色
に
な
っ
た
。
こ
れ

で
本
当
に
コ
ー
ヒ
ー
の
よ
う
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
マ
グ
カ
ッ
プ
へ

注
ぐ
。
お
湯
を
か
け
た
と
た
ん
、
根
の

粉
末
は
濃
い
茶
色
に
さ
っ
と
変
わ
っ
た
。

春をもっと満喫したい。

春といえばタンポポの花。

タンポポで思いついたのはタンポポコーヒーだ。

存在は知っているけれど挑戦したことはない。

飲んだことのない春の味、満喫してみよう。
▶掘り出したなかで最長のタンポポ。
根の長さはちょうど 50cm

別符沙都樹（国文学科 2年）＝文・写真

─タンポポコーヒーを味わう─

魔
だ
な
あ
と
思
う
反
面
、
そ
の
生
き
る
た

め
の
強
さ
に
尊
敬
の
念
す
ら
抱
い
た
。

　
タ
ン
ポ
ポ
の
根
は
1
ｍ
を
 超
え
る
も
の

も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
ま
ま
掘
っ
て
い
け

ば
、
も
し
か
し
た
ら
そ
ん
な
長
さ
が
見
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
う
は
思
っ
て
も
、

さ
す
が
に
１
ｍ
 も
掘
っ
て
い
た
ら
日
が
暮

れ
て
し
ま
う
。
根
が
細
く
な
っ
た
と
こ
ろ

で
ち
ぎ
り
、
次
の
株
に
取
り
掛
か
っ
た
。

　
1
時
間
ほ
ど
で
計
13
本
の
根
を
収
穫
し

た
。
全
身
砂
ま
み
れ
だ
。
そ
の
場
で
根
に

つ
い
た
土
を
あ
ら
か
た
洗
い
流
す
。
帰
っ

て
か
ら
再
度
て
い
ね
い
に
洗
い
な
お
し
、

風
通
し
の
良
い
と
こ
ろ
で
乾
燥
さ
せ
た
。

課
題
は
灰あ

く汁

　
4
月
17
日
、
乾
燥
さ
せ
た
根
は
パ
リ
パ

リ
に
な
っ
て
い
る
。
拍
子
抜
け
す
る
ほ
ど

簡
単
に
折
れ
た
。
地
中
か
ら
出
た
ば
か
り

の
時
の
し
な
や
か
さ
は
な
い
。

　
根
を
1
㎝
ほ
ど
に
細
か
く
し
て
焙
煎
し



35

漂
っ
て
い
た
こ
う
ば
し
い
香
り
が
強
ま

る
。
マ
グ
カ
ッ
プ
に
注
が
れ
る
液
体
は
、

粉
末
の
色
か
ら
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
黒

い
。
ま
さ
に
コ
ー
ヒ
ー
の
色
だ
。
完
成
し

た
喜
び
と
未
知
の
味
へ
の
不
安
が
半
々

あ
っ
た
。恐
る
お
そ
る
一
口
。思
わ
ず
う
っ

と
う
め
く
。
苦
い
！　

香
り
に
反
し
た
、

苦
く
て
渋
く
て
え
ぐ
い
味
。
飲
み
込
ん
だ

あ
と
に
も
喉
元
に
し
ば
ら
く
留
ま
る
。
灰

汁
の
よ
う
だ
。
飲
み
き
る
こ
と
は
と
て
も

で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
完
成
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
作
り
な
お
す
こ
と

に
し
た
。

春
を
一
口　

4
月
27
日
、
再
び
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド

へ
行
く
。
4
月
の
頭
に
ほ
と
ん
ど
タ
ン
ポ

ポ
の
咲
い
て
い
な
か
っ
た
場
所
も
、
今
で

は
タ
ン
ポ
ポ
の
黄
色
が
地
面
を
彩
る
。
選

び
放
題
だ
。
1
時
間
半
か
け
て
8
本
の
根

を
収
穫
し
た
。

　
前
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
工
程
を
辿
る
。
し

か
し
今
回
は
灰
汁
抜
き
の
た
め
に
取
っ
て

き
た
ら
す
ぐ
包
丁
で
刻
み
、
一
晩
水
に
さ

ら
し
た
。
そ
の
と
き
、
ど
ん
な
味
が
す
る

の
か
好
奇
心
で
根
を
そ
っ
と
か
じ
っ
て
み

た
。
舌
だ
け
で
な
く
、
か
じ
っ
た
前
歯
に

ま
で
染
み
入
る
よ
う
な
強
烈
な
灰
汁
。
こ

れ
で
は
あ
の
味
に
な
っ
た
の
も
当
然
だ
。

　
翌
朝
も
う
一
度
か
じ
っ
て
み
る
。
あ
の

強
烈
な
灰
汁
は
驚
く
ほ
ど
に
消
え
て
い

た
。
こ
れ
な
ら
美
味
し
い
タ
ン
ポ
ポ
コ
ー

ヒ
ー
が
作
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
よ
り

も
念
入
り
に
焙
煎
す
る
。
灰
汁
と
と
も

に
、
香
り
も
少
し
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
だ
。
前
回
火
に
か
け
た
瞬
間
広
が
っ
た

香
り
は
、
フ
ラ
イ
パ
ン
を
ふ
る
た
び
に
ふ

わ
り
と
優
し
く
漂
っ
て
き
た
。

　
粉
末
に
し
、
完
成
し
た
タ
ン
ポ
ポ
コ
ー

ヒ
ー
は
前
と
同
じ
く
ら
い
黒
い
。
そ
っ
と

一
口
。
灰
汁
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
か

わ
り
に
す
っ
き
り
と
し
た
飲
み
心
地
。
何

だ
か
昔
に
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
味

だ
。
ほ
の
か
な
懐
か
し
さ
と
香
ば
し
さ
が

あ
る
。
や
っ
と
完
成
し
た
ん
だ
。
声
を
あ

げ
て
大
喜
び
す
る
の
で
は
な
く
、
安
堵
す

る
よ
う
な
静
か
な
喜
び
と
達
成
感
が
じ
ん

わ
り
と
広
が
る
。
こ
れ
は
タ
ン
ポ
ポ
コ
ー

ヒ
ー
が
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
く
れ
て

い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
静
か
な
喜
び

を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
、
忘
れ
な
い
よ
う

に
と
一
口
、
も
う
一
口
と
タ
ン
ポ
ポ
コ
ー

ヒ
ー
を
味
わ
っ
た
。

　
春
を
満
喫
し
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
挑

戦
し
た
タ
ン
ポ
ポ
コ
ー
ヒ
ー
作
り
。
根
を

掘
る
作
業
か
ら
始
め
た
こ
と
で
、
味
や
香

り
で
味
わ
う
だ
け
で
な
く
、
全
身
で
体
感

し
た
。
歩
い
て
い
る
地
面
の
な
か
で
は
、

一
株
一
株
が
そ
れ
ぞ
れ
に
根
を
伸
ば
し
て

い
る
。
そ
の
ひ
と
欠
片
が
凝
縮
さ
れ
た
一

杯
を
味
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
春
を

丸
々
体
に
取
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
で
不
思

議
な
感
覚
だ
。
今
も
地
中
で
は
あ
の
根
た

ち
が
ひ
そ
や
か
に
伸
び
て
い
る
の
だ
と
、

そ
っ
と
地
中
に
思
い
を
馳
せ
る
。

右：根を切らないように株の周囲
から慎重に掘る

左下：念を入れて 30 分ほど煎る。
出来上がった量は片手に軽く乗っ
てしまうほど

左上：根を洗うと、一部の表面が
剥がれ、白い姿を現した。驚くほ
ど真っ白で綺麗だ
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そ
蚕
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
、
ま
た
人
々
は
声
を
か
け

あ
い
、
歩
ん
で
き
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
象
徴
が

蚕
影
山
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
祭
り
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
は
、
4
月
16
日
に
蚕
影
山
で
祭
り
を
お
こ
な
っ

て
い
た
が
、
最
近
は
4
月
の
第
2
日
曜
が
一
年
に
一

度
の
集
い
の
日
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
ん
ぼ
う
ま
つ
」

　

与
縄
地
区
の
蚕
影
山
を
一
緒
に
案
内
し
て
く
だ

さ
っ
た
朝あ

さ
日ひ

馬ば

場ば

地
区
の
清し

水み
ず

一か
ず

夫お

さ
ん
（
64
）
か

ら
、
毎
年
5
月
5
日
に
は
、
朝
日
馬
場
地
区
に
あ
る

蚕
影
山
で
祭
り
が
あ
る
と
教
え
て
も
ら
っ
た
。
ま
だ

お
菓
子
が
た
や
す
く
手
に
入
ら
な
か
っ
た
、
清
水
さ

ん
の
子
ど
も
時
代
は
、
お
菓
子
目
当
て
に
子
ど
も
も

祭
り
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
、
養
蚕
が
衰

微
し
た
今
、
祭
り
を
担
う
の
は
毎
年
交
代
の
当
番
役

の
神
様
を
祀
る
蚕
影
山

都
留
市
の
旧
5
町
村
を
巡
る

（
5
）
旧
盛
里
村

蚕

地
域
で
励
ま
し
あ
う
生な

り
わ
い業

　

蚕
の
神
様
を
祀
っ
て
あ
る
山
を
蚕
影
山
と
呼
ぶ
。

本
来
の
山
の
名
前
と
は
べ
つ
に
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い

る
よ
う
だ
。

　
4
月
21
日
、
訪
れ
た
の
は
旧
盛
里
村
与よ

縄な
わ

地
区
の

蚕
影
山
。
こ
こ
は
都
留
市
で
も
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。
西
国
三
十
三
観
音
信
仰
に
由
来
す
る
三
十
三
体

の
石
仏
が
山
の
入
口
か
ら
頂
上
に
か
け
て
設
置
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
。石
仏
の
前
を
一
体
ず
つ
通
り
抜
け
、

登
っ
て
行
く
こ
と
約
10
分
で
開
け
た
場
所
に
出
る
。

そ
こ
に
、蚕
の
神
様
を
祀
っ
た
祠
と
小
屋
が
あ
っ
た
。

養
蚕
を
営
む
人
々
は
、
一
年
に
一
度
、
蚕
影
山
で
養

蚕
の
発
展
を
祈
る
祭
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
祭
り
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
与
縄
地
区
に
住
む
臼う

す

井い

昌ま
さ

重し
げ

さ
ん
（
78
）。
蚕

の
供
養
と
感
謝
を
し
、
養
蚕
の
発
展
を
祈
願
す
る
こ

と
が
祭
り
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
と
も
う
ひ

と
つ
、
養
蚕
を
営
む
家
庭
が
大
半
を
占
め
て
い
た
た

め
、
互
い
に
励
ま
し
合
う
機
会
と
し
て
き
た
こ
と
も

わ
か
っ
た
。

　
「（
祭
り
は
）
人
間
が
生
活
を
す
る
た
め
の
糧
」
と

臼
井
さ
ん
。養
蚕
が
生
活
に
根
付
い
た
仕
事
で
あ
り
、

そ
れ
が
地
域
全
体
で
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
か
ら
こ

朝日馬場の蚕影山の祭りのようす。石でできた祠が蚕の神様

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。

最終回は、養蚕の成功と発展を祈り神様を祀ってある山、「蚕
こかげさん

影山」がテーマ。

蚕影山信仰は、養蚕を営んできた地域では全国的に浸透しているもの。旧盛里

村にある蚕影山から、過去の信仰の姿と現在の関わりを見つめてみた。

(5) 盛里村

明治 8（1875）年に、旧朝日曾雌村、

朝日馬場村、与縄村の 3ヶ村が合

併して誕生。村名は、村勢の繁栄

を願ってつけられた。

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

与縄の蚕影山
朝日馬場の蚕影山
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の
人
く
ら
い
だ
。

　

5
月
5
日
、
今
度
は
朝
日
馬
場
の
蚕
影
山
を
訪

れ
た
。
与
縄
地
区
の
蚕
影
山
も
そ
う
だ
が
、
地
元
の

人
に
案
内
さ
れ
な
い
限
り
、
ど
の
山
が
蚕
影
山
で
、

ど
こ
か
ら
山
中
に
入
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
わ
か

ら
な
い
。
朝
日
馬
場
地
区
の
蚕
影
山
は
、
地
元
の
人

に
は
こ
ん
ぼ
う
ま
つ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
蚕
影
山
と

呼
ぶ
よ
り
は
、
こ
ん
ぼ
う
ま
つ
と
親
し
ま
れ
て
い
る

と
い
う
。

　
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
祭
り
が
お
こ

な
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
思
い
な
が
ら
、
10
時
過

ぎ
に
清
水
さ
ん
と
蚕
影
山
へ
歩
く
。
石
船
神
社
の
近

く
で
出
会
っ
た
地
元
の
か
た
た
ち
が
山
の
中
腹
を

見
上
げ
、「
幟の

ぼ
りが

立
っ
て
る
ね
」
と
言
う
。
よ
く
見

る
と
、
緑
の
な
か
に
白
い
線
が
見
え
た
。
そ
れ
を
確

認
し
た
の
ち
、
近
く
に
集
ま
っ
て
い
た
10
人
ほ
ど
の

人
た
ち
と
山
を
登
る
。
5
分
も
し
な
い
う
ち
に
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
麓
で
見
た
白
い
旗
と
、
料

理
や
お
菓
子
を
振
る
舞
う
地
元
の
か
た
が
た
や
参

拝
者
な
ど
、
20
人
ほ
ど
の
人
。
奥
に
は
石
で
作
ら

れ
た
祠
が
あ
っ
た
。
地
元
の
か
た
が
た
と
同
じ
よ
う

に
、
お
神
酒
や
お
赤
飯
、
お
菓
子
な
ど
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
蚕
の
神
様
に
手
を
合
わ
せ
た
。
昨
年
は
当

番
役
の
人
く
ら
い
し
か
い
な
か
っ
た
祭
り
。
今
年
は

偶
然
に
も
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
多
く
の
人

が
集
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　
は
じ
め
は
、
地
元
の
か
た
が
た
の
集
い
に
突
然
参

加
す
る
こ
と
に
遠
慮
が
あ
っ
た
が
、
み
な
さ
ん
優
し

く
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
参
り
が
済
ん
だ
ら
、
す

ぐ
に
山
を
下
り
る
人
も
い
れ
ば
、
シ
ー
ト
を
敷
い
て

談
笑
す
る
人
の
姿
も
見
ら
れ
た
。

地
域
固
有
の
文
化
を
受
け
止
め
る　
　

　
蚕
影
山
の
祭
り
の
な
か
か
ら
、
お
そ
ら
く
本
来
の

目
的
で
あ
る
蚕
へ
の
感
謝
や
成
功
を
祈
願
す
る
と

﨑
田
史
浩(

本
学
社
会
学
科
卒
業
生)

＝
文
・
写
真

朝日馬場の蚕影山に立てられていた幟。蚕の字が「神の虫」と
なっている

蚕の神様の祠。お賽銭や米、お神酒が置かれている▶

い
う
姿
勢
は
薄
れ
て
い
る
だ

ろ
う
。
け
れ
ど
、
外
か
ら
参

加
し
た
私
に
は
、
一
年
に
一

度
蚕
影
山
の
も
と
に
集
ま
り

お
参
り
す
る
ひ
と
と
き
が
大

切
な
時
間
に
映
っ
た
。
蚕
影
山
に
は
、
個
々
に
留

ま
る
こ
と
の
な
い
地
域
全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
た

養
蚕
へ
の
心
が
宿
さ
れ
て
い
る
。
盛
里
の
歩
み
が
、

養
蚕
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
の
で
き
る
貴
重
な
風
習
で
あ
る
。
こ
の
風
習
は
、

先
人
の
暮
ら
し
、
ひ
い
て
は
地
域
そ
の
も
の
を
支

え
て
き
た
養
蚕
を
理
解
し
受
け
止
め
る
意
味
を
も

つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
は
本
来
の
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
地
域
の
人
が
身
近
な

風
習
に
目
を
向
け
続
け
る
限
り
、
地
域
の
文
化
を

語
り
継
ぐ
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

ま
た
、
私
た
ち
が
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
数
多

く
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
地
域
の
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
信
仰
や
そ
の

対
象
は
き
っ
と
数
多
く
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、

私
た
ち
が
そ
の
地
域
の
「
個
」
を
知
る
か
す
か
な
手

が
か
り
が
あ
る
。
今
も
残
る
蚕
影
山
へ
の
集
い
は
、

地
域
の
文
化
を
肌
で
感
じ
取
れ
る
機
会
な
の
だ
。



２
０
１
１
年
秋
か
ら
、
私
た
ち
は
都
留
市
に
お
住
ま
い
の
遠え
ん
ど
う藤
静し

ず

え江
さ
ん
（
80
）

に
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
遠
藤
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ
に
戦
争
を
経

験
し
、
の
ち
に
40
年
間
教
員
を
勤
め
た
か
た
で
す
。
現
在
も
創
作
活
動
な
ど
に
精

を
だ
し
て
い
る
遠
藤
さ
ん
の
生
き
か
た
に
迫
り
ま
す
。

４
月
22
日
、
今
回
は
遠
藤
さ
ん
が
な
ぜ
教
員
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
を
切
り
口

に
、
女
学
校
に
入
学
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

教
員
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
は
、
も
う
子
ど
も

の
と
き
か
ら
先
生
に
憧
れ
て
た
の
。

　
子
ど
も
っ
て
い
ろ
い
ろ
「
ご
っ
こ
遊
び
」
す
る
で

し
ょ
。
そ
の
時
、
学
校
ご
っ
こ
す
る
の
。
そ
し
て
、

自
分
が
先
生
に
な
る
の
。
お
も
し
ろ
い
の
よ
ね
。
柿

の
木
の
枝
に
黒
板
を
吊
る
下
げ
て
、
そ
ん
で
い
ら
な

い
紙
を
み
ん
な
ち
い
ち
ゃ
く
切
っ
て
、鉛
筆
渡
し
て
、

足
し
算
さ
せ
た
り
、
丸
つ
け
た
り
ね
。

　
そ
の
こ
ろ
の
子
ど
も
の
遊
び
っ
て
さ
、
ほ
と
ん
ど

工
夫
し
て
、
あ
る
も
の
で
遊
ん
で
た
の
。
な
に
を
す

る
に
も
。だ
い
た
い
自
然
と
向
き
合
っ
て
た
で
し
ょ
。

竹
の
棒
だ
と
か
木
だ
と
か
、
草
だ
と
か
ね
、
そ
う
い

う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
遊
び
の
材
料
に
な
っ
た
の
。
み

ん
な
ほ
と
ん
ど
遊
び
っ
て
い
う
の
は
、
そ
こ
に
あ
る

も
の
が
材
料
ね
。
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
を
工
夫
し

な
が
ら
そ
れ
で
結
構
楽
し
く
遊
ん
で
た
。

　
私
、
先
生
に
な
り
た
く
て
、
み
ん
な
、
同
じ
く
ら

い
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
そ
し
て
（
学
校
ご
っ

こ
を
）し
た
の
ね
。
み
ん
な
言
う
こ
と
聞
く
の
。
ち
っ

ち
ゃ
い
こ
っ
ち
（
幼
い
子
ど
も
た
ち
）。
で
ね
、
極
め

つ
け
は
、「
も
う
先
生
は
こ
の
学
校
を
終
わ
っ
て
ほ

か
の
学
校
へ
行
き
ま
す
」
な
ん
て
言
っ
た
の
ね
。
ほ

か
の
学
校
へ
転
勤
す
る
先
生
は
、
み
ん
な
駅
ま
で

送
っ
て
く
の
よ
。
そ
う
す
る
と
先
生
が
、
ハ
ン
カ
チ

で
涙
を
拭
き
な
が
ら
、
窓
の
と
こ
ろ
で
見
る
の
。
そ

う
す
る
と
子
ど
も
が
み
ん
な
「
先
生
、
さ
よ
う
な

ら
」っ
て
先
生
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
手
を
振
る
の
。

そ
れ
が
、
な
ん
か
子
ど
も
心
に
も
最
高
の
場
面
み
た

い
な
感
じ
が
し
た
の
ね
。

　
遊
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
て
、
平
ら
な
と
こ
ろ
と

高
い
と
こ
ろ
あ
る
で
し
ょ
。
そ
う
す
っ
と
、
子
ど
も

が
平
ら
な
と
こ
ろ
に
い
て
、
先
生
が
さ
よ
な
ら
っ
て

ち
ょ
っ
と
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
い
て
送
る
の
。
自
分

が
先
生
に
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
ね
。
そ
ん
な
ふ
う

に
し
て
子
ど
も
の
と
き
か
ら
先
生
に
な
り
た
い
な

あ
っ
て
い
う
希
望
は
あ
っ
た
の
ね
。

集
団
疎
開
が
あ
っ
た
こ
ろ

　
私
た
ち
の
時
は
、小
学
校
の
６
年
が
受
験
な
の
よ
。

昭
和
20
年
っ
て
。
そ
の
上
は
、
女
子
の
場
合
は
女
学

校
。男
子
の
場
合
は
中
学
校
。そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ

て
た
の
。
だ
か
ら
６
年
の
受
験
て
も
の
す
ご
く
厳
し

か
っ
た
の
ね
。
ち
ょ
う
ど
昭
和
20
年
っ
て
い
う
と
、

戦
争
が
激
し
く
な
っ
た
で
し
ょ
。
だ
か
ら
都
会
の
子

ど
も
は
み
ん
な
田
舎
に
疎
開
し
て
く
る
の
。
戦
争
が

激
し
く
な
っ
て
都
会
に
も
い
ら
れ
な
い
で
し
ょ
。
集

団
疎
開
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
ね
。
学
校
全
部
で
田

舎
へ
疎
開
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
縁
故
疎
開
っ
て
の
は

̶

女
学
校
へ
行
く
ま
で
の
経い

き
さ
つ緯̶
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親
戚
を
頼
っ
て
く
る
と
か
。
だ
か
ら
一
ク
ラ
ス
が
45

人
く
ら
い
な
の
が
、
最
後
は
50
人
以
上
に
な
る
の
。

今
み
た
い
に
一
人
が
け
の
椅
子
と
か
じ
ゃ
な
い
か

ら
、
長
い
椅
子
、
机
も
長
い
の
ね
。
３
人
が
け
に
す

る
と
か
、
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
の
ね
。

　
で
、
受
験
す
る
ん
だ
け
ど
、
50
人
く
ら
い
で
受
か

る
の
が
一
ク
ラ
ス
15
人
、
い
な
い
の
よ
。
そ
の
く
ら

い
み
ん
な
落
ち
る
の
。

　
勉
強
す
る
ん
だ
け
ど
も
、
電
気
つ
か
な
い
の
。
戦

争
中
で
ね
。
灯
火
管
制
っ
て
い
っ
て
（
電
気
の
）
上

か
ら
覆
い
を
被
せ
て
、
明
る
い
の
が
そ
の
下
だ
け
な

の
よ
。
そ
れ
が
時
々
停
電
に
な
る
の
。
外
へ
出
た
ら

真
の
闇
。

　
だ
け
ど
、
受
け
持
ち
の
先
生
が
自
分
の
学
級
の
子

ど
も
の
合
格
率
を
よ
く
し
た
い
か
ら
、
も
の
す
ご
く

頑
張
る
の
ね
。
先
生
っ
て
い
う
の
は
、
一
国
一
城
の

主
み
た
い
に
自
分
の
生
徒
を
み
ん
な
受
験
に
強
く
し

た
い
か
ら
、
す
ご
く
頑
張
る
の
。

　
私
が
教
わ
っ
た
先
生
も
す
ご
く
頑
張
り
屋
で
、
受

験
の
た
め
の
勉
強
し
て
く
れ
る
の
。
そ
れ
が
、
こ
こ

（
学
校
）
で
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
友
だ
ち
の
家
を
借

り
る
の
。
そ
し
て
夕
飯
食
べ
る
と
、
そ
こ
へ
受
験
す

る
人
が
み
ん
な
集
ま
る
の
。

口
答
試
問
の
対
策
法

　
そ
の
当
時
の
勉
強
っ
て
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
受

験
は
口
答
試
問
な
の
。筆
記
よ
り
口
答
試
問
が
主
体
。

向
こ
う
で
何
が
出
る
か
は
わ
か
ん
な
い
の
よ
。
だ
か

ら
先
生
が
出
そ
う
な
、た
と
え
ば
数
学
な
ら
数
学
で
、

こ
う
い
う
問
題
が
出
そ
う
っ
て
言
う
の
。
口
答
試
問

で
み
ん
な
一
晩
に
、
50
問
以
上
な
り
１
０
０
く
ら
い

書
く
の
ね
。
国
語
で
い
え
ば
、
誰
々
の
詩
は
知
っ
て

ま
す
か
、
言
っ
て
ご
覧
な
さ
い
、
と
か
。

　
そ
う
い
う
質
問
が
あ
っ
て
、
答
え
を
書
い
て
っ
て

い
う
ふ
う
に
、
ぜ
ー
ん
ぶ
そ
れ
を
ノ
ー
ト
へ
ぎ
っ
し

り
書
い
て
、
だ
い
た
い
夕
飯
食
べ
て
、
行
っ
て
帰
っ

て
く
る
と
き
は
も
う
12
時
ご
ろ
な
の
。
だ
け
ど
、
12

時
ご
ろ
で
も
電
気
つ
け
ち
ゃ
い

け
な
い
の
。
だ
か
ら
ね
、
夜
、

道
が
あ
る
で
し
ょ
。
電
信
柱
が

た
っ
て
る
よ
ね
。
空
の
な
か
に

微
か
に
黒
い
電
柱
が
わ
か
る
で

し
ょ
。
そ
う
す
っ
と
、
こ
こ
が

路
肩
だ
な
っ
て
い
う
の
が
わ
か

る
。
そ
こ
を
見
な
が
ら
家
ま
で

歩
く
の
。
も
ち
ろ
ん
親
の
送
り
迎
え
な
ん
て
一
切
な

い
よ
、
６
年
生
で
。
自
分
で
行
っ
て
自
分
で
帰
っ
て

き
て
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
先
生
が
出
し
た
問
題
を
も

う
一
回
清
書
す
る
の
ね
。
次
の
日
ま
で
に
。

　
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
そ
う
ね
え
、
ち
ょ
う
ど

10
月
ご
ろ
か
ら
（
受
験
勉
強
が
）
始
ま
る
ね
。
そ
し
て

３
月
の
10
日
ご
ろ
が
試
験
だ
っ
た
の
。
そ
こ
ま
で

ず
ー
っ
と
続
く
の
。
で
も
、そ
う
い
う
こ
と
を
先
生
、

一
生
懸
命
し
て
く
れ
た
の
。
無
料
で
。

　
東
京
大
空
襲
が
、
昭
和
20
年
の
３
月
10
日
、
11
日

あ
っ
た
の
ね
。
そ
の
空
襲
の
さ
い
ち
ゅ
う
が
受
験

だ
っ
た
の
。
２
日
間
あ
る
の
よ
試
験
は
。
私
た
ち
の

場
合
は
今
の
谷
村
第
一
小
学
校
が
私
の
学
校
で
、
そ

の
上
に
市
役
所
が
あ
り
ま
す
よ
ね
、
あ
そ
こ
が
女
学

校
だ
っ
た
の
、
昔
は
。
今
、
市
役
所
だ
け
ど
ね
。
だ

か
ら
距
離
は
短
い
わ
け
。
学
校
か
ら
、
あ
る
い
は
受

遠藤さんが６年生のときに使用し
ていたノート

戦時中のようすを話してくださる遠藤さん
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験
に
行
く
に
も
。

　
口
答
試
問
と
、
あ
と
体
育
の
実
技
が
あ
る
の
。
跳

び
箱
と
か
、
小
学
校
で
も
。
手
旗
信
号
っ
ち
ゅ
う
の

が
あ
る
の
、体
育
の
な
か
に
。
今
で
も
覚
え
て
る
よ
。

そ
の
手
旗
信
号
を
こ
っ
ち
で
送
る
と
、
そ
の
む
こ
う

で
、
そ
れ
は
何
を
言
っ
て
る
か
っ
て
受
け
と
る
。
そ

れ
か
ら
、
モ
ー
ル
ス
符
号
ね
。
そ
れ
を
読
み
取
っ
た

り
、
聞
き
取
っ
た
り
。
そ
ん
な
こ
と
も
戦
争
中
の
勉

強
の
中
身
だ
っ
た
の
ね
。

戦
時
中
の
衣
食

　
と
こ
ろ
が
勉
強
し
て
い
ら
れ
な
い
の
よ
。
だ
い
た

い
決
ま
っ
た
時
間
に
Ｂ
29
、
Ｂ
29
っ
て
い
え
ば
、
た

と
え
ば
、（
机
に
お
ぼ
ん
の
大
き
さ
く
ら
い
の
円
を
描
き
な

が
ら
）
こ
れ
が
Ｂ
29
だ
と
す
る
と
、
日
本
の
飛
行
機

は
豆
を
一
つ
置
い
た
く
ら
い
の
大
き
さ
な
の
。
そ
れ

く
ら
い
違
う
の
。
お
ぼ
ん
に
豆
。
そ
れ
（
Ｂ
29
）
が
、

富
士
山
の
ほ
う
か
ら
が
ー
っ
と
来
る
の
。
だ
か
ら
も

う
、
勉
強
し
て
て
も
す
ぐ
防
空
頭
巾
を
被
っ
て
、
救

急
袋
を
持
っ
て
、
み
ん
な
谷
村
第
一
小
学
校
の
前
に

あ
る
長
安
寺
山
へ
逃
げ
る
の
。
だ
か
ら
勉
強
っ
て
お

ち
お
ち
し
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
よ
ね
。

　

そ
し
て
放
課
後
と
か
、
午
後
の
時
間
に
な
る
と
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
が
全
部
畑
で
、
そ
こ
へ
マ
メ
蒔
い
た

り
、
イ
モ
を
蒔
い
た
り
全
部
そ
う
す
る
の
。
そ
れ

か
ら
、
川
原
を
掘
っ
て
そ
こ
へ
サ
ツ
マ
イ
モ
蒔
い

た
り
と
か
ね
。
そ
れ
か
ら
、
農
家
が
忙
し
く
な
る

と
、
勤
労
奉
仕
っ
て
い
っ
て
み
ん
な
お
手
伝
い
に

行
く
の
。

　
食
べ
も
の
も
な
く
て
ね
。
お
弁
当
持
っ
て
こ
ら
れ

る
人
は
ね
、
50
人
く
ら
い
で
も
10
人
っ
く
ら
い
っ
き

り
（
10
人
く
ら
い
し
か
）
い
な
い
の
、
だ
っ
て
お
か
ゆ

だ
も
の
。
お
か
ゆ
と
か
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
ら

持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
。
お
弁
当
箱
に
入
ら

な
い
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
お
弁
当
泥
棒
っ
て
い
う

の
も
あ
っ
た
の
よ
。み
ん
な
が
体
育
へ
出
て
い
る
と
、

こ
っ
そ
り
誰
か
が
部
屋
の
な
か
へ
来
て
、
お
弁
当
食

べ
ち
ゃ
う
と
か
ね
。
み
ん
な
お
弁
当
持
っ
て
き
た
っ

て
い
っ
て
も
、そ
こ
で
10
人
く
ら
い
食
べ
れ
る
人
は
、

サ
ツ
マ
イ
モ
と
か
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
か
そ
う
い
う
も

の
な
の
よ
。
食
べ
ら
れ
る
も
の
は
。
ち
ゃ
ん
と
し
た

食
べ
も
の
が
な
か
っ
た
の
ね
。

　

着
る
も
の
だ
っ
て
ね
、
そ
の
当
時
の
着
る
も
の

は
、
ほ
と
ん
ど
新
し
い
も
の
っ
て
な
ん
に
も
な
い

の
。
う
ち
な
ん
か
母
親
の
着
て
い
た
も
の
を
み
ん

な
解
い
て
、
私
た
ち
の
洋
服
を
つ
く
っ
て
く
れ
た

り
、
編
み
も
の
ね
、
い
ら
な
い
も
う
古
く
な
っ
た

毛
糸
と
か
セ
ー
タ
ー
と
か
も
そ
う
い
う
も
の
で
つ

く
っ
た
の
。
ほ
と
ん
ど
大
変
で
ね
。

父
が
戦
地
へ

　
私
は
５
年
生
の
と
き
に
父
親
が
ね
、
み
ん
な
知
っ

て
る
か
し
ら
、
赤
紙
っ
て
召
集
令
状
が
来
て
。
そ
れ

が
11
月
に
来
た
の
よ
。
私
が
一
人
で
家
に
い
て
、
そ

う
し
て
家
族
は
み
ん
な
、
う
ち
農
家
だ
っ
た
の
ね
、

だ
か
ら
稲
刈
り
し
て
た
の
。
そ
こ
へ
持
っ
て
き
た

の
。私
は
す
ご
く
驚
い
て
ね
。私
長
女
だ
っ
た
か
ら
、

そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
か
っ
て
い
う
の
は
、
も
の
す

ご
く
よ
く
わ
か
っ
て
た
の
。

　
そ
の
こ
ろ
の
農
家
の
子
ど
も
っ
て
い
う
の
は
、
運

命
共
同
体
よ
。だ
か
ら
も
う
家
族
と
し
て
、ち
っ
ち
ゃ

い
人
は
ち
っ
ち
ゃ
い
な
り
に
み
ん
な
お
手
伝
い
っ
て

い
う
よ
り
仕
事
だ
ね
、
仕
事
を
し
て
た
わ
け
。
分
担

し
て
。

　

だ
か
ら
経
済
的
な
こ
と
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と

も
、
も
の
す
ご
く
よ
く
わ
か
っ
た
の
。
父
が
行
っ
た

ら
こ
の
家
は
ど
う
な
る
と
か
。
父
親
が
５
年
生
の
時

に
行
っ
ち
ゃ
っ
た
と
き
、
そ
の
ま
ま
出
征
し
ち
ゃ
っ

た
の
ね
。
家
は
結
局
、
年
寄
り
の
お
じ
い
さ
ん
と
お

ば
あ
さ
ん
と
母
親
と
子
ど
も
が
４
人
、
と
い
う
生
活

だ
っ
た
の
。
こ
れ
は
厳
し
い
よ
ね
。
働
く
者
が
い
な

く
な
っ
て
る
で
し
ょ
。
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そ
し
た
ら
、
私
教
員
に
な
り
た
か
っ
た
け
ど
、
女

学
校
へ
行
け
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
。
経
済
的
に
も

家
の
こ
と
し
な
き
ゃ
な
ん
な
い
っ
し
ょ
。
私
が
一
番

上
で
、
下
が
ま
だ
１
歳
に
も
な
ん
な
い
。
だ
か
ら
お

じ
い
さ
ん
た
ち
が
、
女
学
校
へ
行
け
な
い
っ
て
言
っ

た
の
。
で
、
私
が
ち
っ
ち
ゃ
い
な
が
ら
も
絶
対
先
生

に
な
り
た
か
っ
た
か
ら
、
す
ご
く
泣
い
て
大
騒
ぎ
し

た
の
ね
。

女
学
校
へ
行
き
た
い

　
で
ね
、
こ
こ
の
町
の
こ
と
を
そ
の
こ
ろ
は
道ど

う
し
ょ
う
ぼ
り

生
堀

と
い
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
桂
川
が
あ
っ
て
院い

ん
べ辺
橋

の
む
こ
う
が
ね
羽は

ね

こ
根
子
っ
て
い
う
の
。
こ
こ
と
こ
こ

の
村
は
一
つ
の
村
み
た
い
だ
っ
た
の
ね
、そ
の
当
時
。

　

私
の
お
じ
い
さ
ん
が
、「
む
こ
う
村
と
こ
っ
ち
の

村
を
併
せ
て
も
、
う
ち
よ
り
も
っ
と
裕
福
な
家
が
あ

る
け
ど
、い
ま
ま
で
誰
も
女
学
校
へ
行
っ
て
な
い
」っ

て
。「
誰
も
い
ま
ま
で
過
去
に
行
っ
て
な
い
か
ら
、

う
ち
な
ん
か
今
こ
ん
な
状
態
だ
か
ら
、
行
く
こ
と
な

い
」
っ
て
ね
、そ
う
言
っ
た
の
。
そ
れ
で
私
は
も
う
、

す
っ
ご
い
ね
え
、
泣
い
て
ね
。
絶
対
行
き
た
い
っ
て

言
っ
て
。

　
そ
し
た
ら
私
の
父
に
、
受
け
持
ち
の
先
生
が
手
紙

や
っ
て
く
れ
た
の
。「
静
江
さ
ん
が
女
学
校
へ
行
き

た
い
っ
て
言
っ
て
る
か
ら
、
な
ん
と
か
願
い
を
叶
え

て
や
り
た
い
け
れ
ど
」っ
て
父
に
手
紙
を
や
っ
た
ら
、

父
が
戦
地
か
ら
あ
の
、
戦
争
に
行
っ
て
て
も
向
こ
う

で
も
い
く
ら
か
お
金
も
ら
う
ら
し
い
の
ね
、
軍
隊
で

も
。
そ
し
た
ら
、
そ
う
い
う
お
金
を
工
面
し
て
も

（
学
校
に
）
や
っ
て
く
れ
っ
て
言
っ
て
、
手
紙
よ
こ
し

た
の
。
そ
し
た
ら
そ
の
手
紙
が
、
も
の
す
ご
く
効
き

目
が
あ
っ
て
。
お
じ
い
さ
ん
も
み
ん
な
、
そ
の
手
紙

を
先
生
が
持
っ
て
き
た
か
ら
納
得
し
て
、
行
く
こ
と

に
な
っ
て
、
そ
れ
で
受
験
し
た
の
。
だ
か
ら
そ
こ
の

と
こ
ろ
で
私
の
人
生
っ
て
い
う
の
は
、
も
し
そ
こ
で

女
学
校
へ
行
け
な
か
っ
た
ら
、
全
然
違
っ
た
人
生
に

な
っ
た
と
思
う
の
。

女学校２年の時の遠藤さん

̶
̶

『
昭
和
20
年
入
学 

谷
村
高
女 

同
級
会
記
念
文
集
』

（
昭
和
57
年
６
月
27
日
作
成
）
よ
り
、
遠
藤
さ
ん
の
文

章
を
一
部
抜
粋

　

昭
和
二
十
年̶

̶

終
戦
は
、
そ
の
後
の
私
の
生
き
方

の
原
点
に
な
り
ま
し
た
。

　

信
じ
き
っ
て
い
た
価
値
観
の
百
八
十
度
の
転
換
は
、

真
理
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
盲
従
の
中
か
ら
立
ち
上
が

ら
せ
る
こ
と
と
、
求
め
る
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
育
て
満
た
す
に
は
、

あ
ま
り
に
貧
し
い
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
物
心
両
面
の

飢
え
が
バ
ネ
に
な
り
、
希
求
す
る
心
は
、
か
え
っ
て
強

く
な
り
ま
し
た
。
私
と
い
う
こ
の
一
人
の
人
間
を
、
ど

う
育
て
て
行
く
か
、
と
言
う
課
題
は
、
私
が
教
育
と
い

う
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
中
で
、
人
間
の
可
能
性
を
信
じ

て
止
ま
な
い
こ
と
と
根
っ
こ
は
ひ
と
つ
で
す
。

　

そ
れ
ら
は
又
、
私
個
人
の
中
で
達
成
出
来
る
も
の
で

は
な
い
事
を
、
い
や
と
言
う
程
、
体
験
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
私
の
考
え
方
や
行
動
の
柱
と
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

遠
藤
さ
ん
の
こ
と

日
本
の
状
況

谷
村
尋
常
小
学
校
入
学

父
が
出
征
す
る

受
験
勉
強
を
は
じ
め
る

試
験
日
（
３
月
10
、
11
日
）

谷
村
高
等
女
学
校
へ
入
学

第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発

集
団
疎
開
が
は
じ
ま
る

東
京
大
空
襲

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
戦

昭
和
14

「
谷
村
尋
常
小
学
校
」
か
ら

「
谷
村
国
民
学
校
」
に
な
る

時
期

昭
和
16

昭
和
19

昭
和
20

昭
和
18

幼
少
期
の
遠
藤
さ
ん
に
お
こ
っ
た
で
き
ご
と
と
、

戦
時
中
の
日
本
の
状
況

41
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天
神
社
入
口
の
門
柱
を
過
ぎ
、
境
内
へ
と
続

く
階
段
を
少
し
あ
が
る
と
、
一
つ
の
石

灯
籠
が
見
え
て
く
る
。
も
と
も
と
は
階
段
の
両
側

に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
す
で
に
片
方
は
失

わ
れ
て
土
台
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
へ
は
何
度
か
足
を
運
ん
だ
こ
と
が
あ
っ

た
。
石
の
灯
籠
自
体
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る

か
ら
、
さ
ほ
ど
珍
し
さ
も
感
じ
な
い
。
け
れ
ど
、

こ
こ
の
灯
籠
は
ほ
か
と
は
少
し
違
う
ら
し
い
。
建

て
た
人
た
ち
の
願
い
が
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
。

　

竿さ
お

部ぶ

（
長
細
い
柱
状
の
部
分
）
を
見
る
と
、

う
っ
す
ら
「
願
主 

森も
り
し
ま嶋
其き

進し
ん 

門
人
中
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
。
聞
け
ば
、
森
嶋
其
進
（
１
７
６
１
〜

１
８
２
１
）
は
現
在
の
都
留
市
下
谷
の
人
で
、
生
家

は
下
谷
村
の
長
百
姓
と
い
う
村
役
を
務
め
る
か
た

わ
ら
絹
商
を
し
て
い
た
そ
う
だ
。
名
前
は
一
般
的

に
「
キ
シ
ン
」
と
音
読
み
さ
れ
る
が
、本
来
は
「
も

と
の
ぶ
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
甲

斐
国
の
代
表
的
な
地
誌
『
甲
斐
国
志
』
の
編
纂
に

携
わ
っ
た
人
物
の
ひ
と
り
で
、
と
く
に
郡
内
地
方

の
担
当
を
任
さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
。

　

天
神
社
の
石
灯
籠
は
、
そ
ん
な
彼
に
教
え
を

一
本
の
道
を
じ
っ
く
り
歩
き
な
が
ら
、

土
地
の
歴
史
や
民
俗
を
探
求
す
る
。
そ

れ
が
、「
富
士
道
を
歩
く
会
」
だ
。
昨

年
5
月
に
大
月
市
を
出
発
し
、
目
指
す

は
富
士
吉
田
市
の
「
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
」。
毎
回
3
時
間
ほ
ど
を
目
安

に
、
案
内
役
の
都
留
市
郷
土
研
究
会
の

皆
さ
ん
と
古
道
を
辿
っ
て
い
く
。

3
月
24
日
（
第
8
回
）
は
城
南
公
園
か

ら
出
発
し
、
新
町
と
早
馬
町
の
境
界
で

あ
る
通
称
「
十
一
屋
横
丁
」
を
抜
け
、

金
比
羅
神
社
や
天
神
社
、
つ
い
で
西
願

寺
や
金
山
神
社
な
ど
の
富
士
道
周
辺
の

寺
社
を
巡
り
な
が
ら
、
立
体
交
差
し
て

い
る
珍
し
い
水
路
を
見
つ
つ
普
門
寺
ま

で
を
歩
い
た
。

を

く
2013

富士道 旅録

1803 年（享和 3 年）、江戸幕府は全国に地誌

編
へんさん

纂の内命を下し、甲斐国では『甲斐国志』が

編まれた。私がこれまでにも何度か目にしてい

た天神社の石灯籠は、この地誌の編纂に関わり

あるものだった。そのモノをただ見ているだけ

では読み取れないものを、郷土研究会の皆さん

に教えていただいた。

石灯籠がつくられた理由

城南公園から普門寺まで

牛丸景太（国文学科 4年）＝文・写真
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受
け
た
門
弟
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
同
じ
く
竿
部
に
刻
ま
れ
た
碑
文
に
よ
れ
ば
、

『
甲
斐
国
志
』
完
成
の
前
年
に
あ
た
る
文
化
十
年

（
１
８
１
３
）
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
弟
子
た
ち
は

作
業
が
大
詰
め
に
差
し
か
か
る
こ
ろ
、
師
匠
の
編

纂
成
就
を
学
問
の
神
様
に
祈
っ
た
の
だ
。「
最
後

は
神
頼
み
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
」
と
、
郷
土
研
究
会

の
内な

い
と
う
や
す
よ
し

藤
恭
義
さ
ん
（
81
）
が
微
笑
む
。
幕
府
か
ら

命め
い

を
受
け
て
始
ま
っ
た
事
業
だ
け
に
、
地
誌
づ
く

り
は
か
な
り
重
圧
の
か
か
る
仕
事
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。

　
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
百
年
前
。
こ
の
地
域
の
地

理
や
風
俗
、
習
慣
や
伝
承
な
ど
の
記
録
に
心
血
を

注
い
だ
人
が
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
支
え
に
な

り
た
い
と
願
っ
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
を
、
天
神

社
の
石
灯
籠
か
ら
知
っ
た
。

「願主 森嶋其進 門人中」と刻

まれた竿部の碑文。向かって

右側面に年号、左に世話人の

氏名が刻まれている

金比羅神社

【天神社】

森嶋其進の門人が建てた石灯籠が
ある。かつては広く信仰を集めた
大きな神社だったが、現在はひっ
そりとしている

【水路の立体交差点】

現在は暗渠（あんきょ）になっている中川（上矢印）と、
寺川から引いた灌漑用水（下矢印）が交差する地点。江戸
時代からすでにこのような立体交差点になっていたらし
く、ほかにあまり例がない珍しい造りだという

普門寺

西願寺
金山神社

ミュージアム都留

城南公園

至大月市

【十一屋横丁】

新町と早馬町の境界
になっている小路

至富士吉田市

R139

←早馬町
新町→

家中川

寺川

今回訪ねた場所

【西願寺前を流れる寺川】

橋の長さが護岸工事される前の川幅を
伝えている。以前はバイカモがたくさ
ん生えていた

★

【普門寺門前の水路】

家中川の余り水を桂川に落とし

ていた。戦前はアヒルを飼ったり、

友禅流しをしたりしていた

写真＝『奥隆行写真コレクション』

かつての富士道のルート

富士急行線
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中屋敷フィールド

駅の展示を貼り替えました（5月 11 日）

　都留文科大学前駅の待合室の展示替えをしました。色のバ
ランスや見やすさを考えながら計８枚のパネルを交換しまし
た。駅に訪れたさいにはぜひ、この展示パネルに目を通して
いただきたいです。駅の休憩スペースは木のぬくもりが感じ
られる心地よい場所です。この空間をより良くし、より多く
のかたに利用していただくため、編集部の一員として展示に
力を入れていきたいです。　　　　　　　　　　（舟田早帆）

私たちのおすすめする記事をパネルで展示

アイ、ベニバナ、ワタの種を蒔きました

　中屋敷フィールドで昨年から耕している畑に新しく畝
うね

を
つくり、アイとベニバナ、ワタの種を蒔きました。アイと
ベニバナの種は 4月 17 日に、ワタの種は 5月 16 日に蒔
きました。育ったものを使って、今年は染めものに挑戦し
たいと考えています。アイとベニバナの種は、本誌連載『起
き上がる朝』でも取材している遠藤静江さんから分けてい
ただきました。鍬

くわ

をつかって自分たちの手で畝をつくるの
は想像以上に重労働で、１時間ほど耕しただけでも両手に
マメができました。蒔いた種は夏にかけてぐんぐんと成長
していくでしょう。青々とした作物が畑いっぱいに育って
くれることを願いながら、これから中屋敷フィールドの畑
のようすを追っていきたいと思います。　　　（前澤志依） 種を蒔き終えた畑のようす

成長のきろく

ベニバナ

ワタ

アイ

4月 5月

芽がでた種まき

25日17日

17日 29日

16日

17日

土
づ
く
り

14 日

間引き

26日
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フィールド・ノート ニュース

Field・No

te
 N
ew
s 2

013.4-5.

2013 年 4 月から 5 月の『フィールド・ノート』
編集部の活動のようすや出来事をお伝えします。

ビオトープ活動開始（5月 10 日）

　富士急行線 都留文科大学前駅の隣にある三ノ側ビオトープ
で、ヒャクニチソウの種を蒔きました。今年度のビオトープ
活動の始まりです。ヒャクニチソウは花期が長く、チョウが
吸蜜にやって来るビオトープにはぴったりの花。咲いたとき
のことを想像して、間隔をあけながらきれいに種を蒔いてい
きました。これからの季節、チョウなどの生きものの集まる
にぎやかなビオトープになっていくのが楽しみです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木陽花）

列になるよう溝に沿って種を蒔いていく

ムササビライブカメラのメンテナンス（4月 18 日）

　キャンパスの東側のムササビの森に設置してあるムササビ
ライブカメラのメンテナンスをおこないました。2009 年か
ら始めたムササビライブカメラの取り組みは今年で５年目に
なり、毎年巣箱に入ったムササビのようすを、本学自然科学
棟や学生食堂に設置したモニターで観察しています。今年は
下ろした巣箱のカメラを取り替え、10月に再開する予定です。
ムササビライブカメラの映像は本学のWeb サイトでもご覧
になれます。　　　　　　　　　　　　　  　　　（砂田真宏）

木の上から巣箱を下ろす

小野神楽を観てきました（4月 14 日）

　都留市小野にある蚕
こ か げ

影神社の春祭りが開催され、本誌 76
号で取材をした小野神楽が披露されました。太鼓と笛、歌に
合わせてゆっくりと滑らかに舞ったり、力強い曲調になると
一つひとつの動きに張りをつけて舞ったりと大変迫力のある
ものでした。私を含め春祭りに参加した地域のみなさんが神
楽に釘付けでした。今後も小野のお祭りなどで小野神楽が活
躍することでしょう。私もまた観に行きたいと思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前澤志依）

力強い舞いが特徴の小野神楽

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真
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えひめが私のふるさとです。つい先日、本学附属図書

館の階段で地元の方言を聞きました。ほんの少しだ

け聞こえた「松山空港」という言葉からも、愛媛県出身の人

もしくは愛媛にゆかりのある人なのだろうと思います。都留

へ来てほとんど聞くことのなかった愛媛の方言が何だか懐か

しく、ふるさとを思い出しました。こんなにも方言を聞いて

うれしくなったのは初めてです。次に帰省するのは７月の終

わりころでしょうか。また違った思いで方言が聞けそうです。

（砂田真宏）

うす暗くなってくるころにアパートへの道を歩いてい

ると、どこからか晩ごはんの匂いがしてきます。そ

ういうときにふっと、実家を思い出します。一人暮らしを始

めて、毎日３食用意してもらえる有り難さを知りました。ちゃ

んと食事をとらない日があると、母を思い出して後ろめたく

なってしまうのは、きっといいことなんですね。料理の腕は

相変わらず上がりませんが、自分の健康は自分で気に掛けら

れている私です。　　　　　　　　　　　　　　（深澤加奈）　

たくさんの花がつぼみをほころばせる春、通学途中に

鮮やかな赤紫が目に留まりました。ぼたんの花です。

実家の庭にもあるぼたんが大好きで、枝がしなるほどの大輪

を咲かせる日を、毎年祖母と一緒につぼみの数をかぞえなが

ら指折り待っていました。今年は開花の時期に帰省できず、

親に送ってもらった写真でしかぼたんを見られませんでし

た。それが何だか物足りなくて、来年こそは見てやるぞと今

から決心しています。                                （別符沙都樹）

編集後記

ふるさとを思い出すとき
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特集

昼下がりの十日市場
田んぼに稲が植わっていました
まっすぐに植えられた苗
手で植えたのだそうです
たしかに稲の植えられているところには目印に引いた線の跡がありました
この交わった線と田んぼのなかの足跡が
珍しくなった手作業をものがたってくれます

手植えの田んぼ

ものがたり
ものが語る

次回予告
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