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―
文
化
と
人
と
そ
の
時
代
―

変
特
集

化
ひ
も
と繙
を

く文
化
は
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
手
に
よ
っ
て
う
み
だ
さ
れ
、

継
承
さ
れ
ま
す
。

人
が
い
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
ち
、

人
が
伝
え
る
か
ら
こ
そ
変
化
し
て
い
く
。

名
前
、
目
的
、
や
り
か
た
…
…
。

そ
の
文
化
に
よ
っ
て
変
わ
り
ゆ
く
も
の
も
あ
れ
ば
、

変
わ
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。



私
た
ち
は
そ
の
両
方
に
着
目
す
る
こ
と
で
、

よ
り
、
文
化
に
起
き
た
変
化
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

今
号
で
は
、
変
化
と
い
う
こ
と
に
注
目
し

私
た
ち
の
気
に
な
っ
た
都
留
の
文
化
に
迫
り
ま
す
。
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お
話
を
う
か
が
っ
た
の
は
ア
パ
ー
ト
の
大
家
さ
ん

の
小お

ま
た俣

陽あ
き
らさ

ん
（
83
）
と
弘ひ

ろ
こ子

さ
ん
（
83
）
ご
夫
婦
。

お
二
人
が
お
住
ま
い
の
都
留
市
大
野
の
細
野
と
い
う

地
区
で
は
、
家
同
士
を
屋
号
で
呼
び
合
っ
て
い
る
と

い
う
。

　
わ
た
し
に
は
今
ま
で
の
生
活
の
な
か
で
屋
号
と
い

う
も
の
に
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
だ
ろ

う
か
、
屋
号
と
い
う
と
、
そ
の
家
々
が
代
々
受
け
継

い
で
、
襲
名
し
て
…
…
と
厳
粛
で
小
難
し
そ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か
し
大
家
さ
ん
の
お
話

を
聞
い
て
い
る
と
、
案
外
簡
単
な
こ
と
か
ら
屋
号
が

決
ま
っ
て
い
て
、
と
き
に
は
漢
字
か
ら
読
み
が
想
像

で
き
ず
「
そ
れ
は
本
当
に
日
本
語
な
の
か
？
」
と
驚

い
て
し
ま
う
よ
う
な
屋
号
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
な

か
の
屋
号
に
対
す
る
と
っ
つ
き
づ
ら
い
イ
メ
ー
ジ
が

少
し
変
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。興
味
を
ひ
か
れ
、

も
っ
と
詳
し
く
大
家
さ
ん
か
ら
屋
号
に
つ
い
て
聞
い

て
み
る
こ
と
に
し
た
。

呼
ん
で
い
る
う
ち
に

　
弘
子
さ
ん
は
、
細
野
に
あ
る
陽
さ
ん
の
お
家
に
嫁

い
で
こ
ら
れ
た
。
屋
号
に
つ
い
て
、「
最
初
お
嫁
に

き
た
と
き
は
誰
の
こ
と
言
っ
て
る
の
か
全
然
わ
か
ら

な
か
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

　
弘
子
さ
ん
に
よ
る
と
「
大
体
は
水
た
ま
り
だ
と
か

道
だ
と
か
山
だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
（
屋
号

が
）
来
て
る
ん
だ
よ
ね
」
と
の
こ
と
。
集
落
の
な
か

の
ど
の
あ
た
り
に
家
が
建
っ
て
い
た
か
、
家
の
側
に

な
に
が
あ
っ
た
か
が
屋
号
が
決
ま
る
基
準
に
な
る
こ

と
が
多
い
そ
う
だ
。

　
た
と
え
ば
、
当と

う
さ
く作
山
と
い
う
山
の
前
に
家
が
あ
っ

た
か
ら
「
当
作
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
家
。

川
の
側
に
あ
っ
た
家
で
川
上
に
建
っ
て
い
た
ほ
う
を

「
上う

え
っ
か
ー
ら

河
原
」、
川
下
の
ほ
う
の
家
を
「
下し

た
っ
か
ー
ら

河
原
」。
神

社
の
前
に
家
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
お
宮
の
前
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
家
な
ど
。

　

な
か
で
も
面
白
か
っ
た
の
が
、「
ち
ゃ
ん
こ
」
と

呼
ば
れ
た
屋
号
だ
。
そ
の
家
の
お
ば
さ
ん
が
年
中

舟
田
早
帆
（
社
会
学
科
2
年
）
＝
文
・
写
真

大家さんが描いてくださった、屋号をもつ家の場所を示した細野の地図。緑色の線は細野川、赤色が道を表している。地

図は約 60 年前のものを参考にされたそう

えてしまうわけは

屋
号
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
わ
た
し
が
住
ん
で

い
る
ア
パ
ー
ト
の
大
家
さ
ん
と
お
話
し
た
と
き

だ
。
屋
号
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ

た
。
け
れ
ど
、
屋
号
を
呼
び
合
う
と
い
う
習
慣
が

な
か
っ
た
の
で
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
も
の
な

の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
苗
字
と
は
ま
た
別
に

あ
る
そ
の
家
の
呼
び
名
と
い
う
の
が
、
そ
れ
ま
で

わ
た
し
の
な
か
に
あ
っ
た
屋
号
の
認
識
だ
っ
た
。

消
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9

域
に
根
づ
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
15
年
ほ
ど
前
に
細
野
に
越
し
て
き
た
家
が
「
屋
号

が
ほ
し
い
」
と
自
分
た
ち
で
屋
号
を
決
め
た
が
、
地

域
に
馴
染
ま
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
屋
号
を
呼
ぶ
人

は
あ
ま
り
い
な
い
そ
う
。
お
二
人
も
「
な
ん
て
い
う

ん
だ
っ
け
、
ち
ょ
っ
と
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
ね
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
。

　

な
ん
で
も
新
し
い
も
の
の
ほ
う
が
必
要
と
さ
れ
、

古
い
も
の
は
淘
汰
さ
れ
消
え
て
い
く
の
だ
と
思
い
込

ん
で
い
た
け
れ
ど
、
決
し
て
そ
う
と
は
限
ら
な
い
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
新
し
い
も
の
だ
っ
て
使
う
人
が
い
な
け
れ
ば
、
す

ぐ
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
、
古
い
も
の
で
も
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
た

ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を
着
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
ち
ゃ

ん
こ
の
お
ば
さ
ん
の
家
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
う
ち
家

自
体
が
「
ち
ゃ
ん
こ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
か
。
そ
ん
な
簡
単
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の

か
。
わ
た
し
が
驚
く
と
、「
お
か
し
い
よ
ね
え
」
と

弘
子
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
残
念
な

が
ら「
ち
ゃ
ん
こ
」の
家
は
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
そ
う
だ
。

　
屋
号
と
い
う
も
の
は
堅
苦
し
く
て
難
し
い
も
の
だ

と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
話
を
聞
い
て
み
る
と
な
ん
だ

か
家
自
体
に
つ
い
た
あ
だ
名
み
た
い
だ
。

消
え
る
こ
と
変
わ
る
こ
と

　
細
野
の
屋
号
に
つ
い
て
は
、
陽
さ
ん
の
ほ
う
が
詳

し
く
知
っ
て
い
る
そ
う
。
陽
さ
ん
は
生
ま
れ
た
と
き

か
ら
ず
っ
と
、
細
野
に
お
住
ま
い
だ
。
屋
号
が
い
つ

ご
ろ
か
ら
呼
ば
れ
だ
し
た
の
か
を
お
聞
き
す
る
と
、

「
そ
れ
こ
そ
ほ
ん
と
う
に
昔
、
江
戸
、
大
正
、
明
治

と
か
だ
ね
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

　
い
つ
の
ま
に
か
誰
か
が
呼
び
だ
し
た
も
の
が
自
然

に
広
ま
っ
て
定
着
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、

明
確
に
い
つ
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
古

い
屋
号
が
今
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
地

り
、
ど
こ
か
い
い
と
こ
ろ
を
見
出
し
て
い
る
人
が
い

れ
ば
、
消
え
る
こ
と
も
な
い
の
だ
。

　

消
え
て
し
ま
う
こ
と
や
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
、
今
ま
で
わ
た
し
は
ど
こ
か
悪
い
こ
と
と
し
て
と

ら
え
て
い
た
。
そ
れ
は
当
時
の
様
子
を
じ
っ
さ
い
に

見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
寂
し
い

か
ら
だ
。
だ
け
ど
変
化
し
た
こ
と
に
も
、
消
え
て
し

ま
う
こ
と
に
も
必
ず
経
緯
や
理
由
が
あ
る
。
わ
た
し

は
屋
号
の
お
話
に
つ
い
て
そ
う
気
づ
い
た
け
れ
ど
、

屋
号
以
外
の
慣
習
に
も
、
そ
れ
は
言
え
る
こ
と
だ
と

思
う
。

　
ど
ん
な
に
昔
か
ら
使
っ
て
い
た
も
の
で
も
、
い
ず

れ
使
え
な
く
な
る
と
き
は
来
る
。
そ
う
な
る
と
、
使

わ
な
い
も
の
を
溜
め
込
ん
で
お
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
名
残
惜
し
く
て
も
思
い
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
に

な
る
。
文
化
も
似
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
化

は
そ
の
時
代
、
そ
の
場
所
に
暮
ら
す
人
々
に
応
じ
て

姿
か
た
ち
を
変
え
て
い
く
。
使
う
人
、
必
要
と
す
る

人
が
い
な
く
な
れ
ば
、消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

で
も
そ
れ
が
自
然
な
こ
と
な
の
だ
と
思
っ
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
変
わ
っ
た
こ
と
を
寂
し
い
と
ば
か
り

思
わ
ず
に
、
そ
こ
ま
で
の
経
緯
に
目
を
向
け
、
変
わ

る
こ
と
を
受
け
と
め
た
い
。

細野川は「上河原」などの屋号が決まる基準に

なった

9
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「
ム
ジ
ン
」
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
？

山
梨
県
に
続
く
文
化
の
ひ
と
つ
で
す
。

尽
き
る
こ
と
が
無
い
、
と
書
い
て
「
無
尽
」。

こ
の
連
載
で
は
、
刻
々
と
変
化
を
遂
げ
続
け
て
い
る
、
無
尽
の
今
を
追
い
ま
す
。

連
載
も
今
回
で
い
よ
い
よ
最
終
回
。

最
後
は
、
こ
れ
ま
で
で
一
番
お
若
い
無
尽
会
の
か
た
が
た
に

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

別
符
沙
都
樹
（
国
文
学
科
３
年
）
＝
文
・
写
真

連
載 

最
終
回

よ
ん
く
み
め

　名
前
の
な
い
無
尽
会
の
か
た
の
お
話

「
ム
ジ
ン
」
は

　
　

 

今
…
…

　

場
所
は
前
回
と
同
じ
く
『
八や

お
き
は
ん
て
ん

起
飯
店
』。
今
回
お

話
を
聞
い
た
の
は
、
そ
こ
に
毎
月
第
二
土
曜
日
に
集

ま
る
無
尽
会
の
か
た
た
ち
だ
。

　
11
月
8
日
の
夜
、
お
店
に
入
っ
て
左
手
側
の
座
敷

の
襖
を
開
け
る
と
、
そ
の
無
尽
の
か
た
た
ち
は
す
で

に
集
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
座
敷
の
真
ん
な
か

に
あ
る
机
を
囲
む
よ
う
に
10
人
ほ
ど
の
か
た
が
座
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
月
に
一
度
と
い
う
貴
重
な
時

間
に
も
関
わ
ら
ず
、
み
な
さ
ん
快
く
お
話
を
聞
か

せ
て
く
だ
さ
っ
た
。

集
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

　
無
尽
は
桂
高
等
学
校
の
同
学
年
で
立
ち
上
げ
た
も

の
だ
そ
う
。
平
均
年
齢
49
歳
と
今
ま
で
お
話
を
う
か

が
っ
た
か
た
た
ち
の
な
か
で
一
番
お
若
い
。
そ
れ
で

も
、
み
な
さ
ん
が
18
歳
の
こ
ろ
か
ら
始
め
た
た
め
30

年
近
く
続
い
て
い
る
と
い
う
。
な
か
に
は
幼
稚
園
か

ら
の
幼
馴
染
と
い
う
か
た
た
ち
も
い
ら
っ
し
ゃ
り
、

付
き
あ
い
自
体
は
45
年
ほ
ど
も
あ
る
と
い
う
の
だ
。

そ
ん
な
に
長
い
付
き
あ
い
の
幼
馴
染
な
ん
て
滅
多
に

い
な
い
だ
ろ
う
と
羨
ま
し
く
思
っ
た
。
16
人
で
立
ち

上
げ
た
無
尽
は
今
で
も
12
人
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
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無
尽
で
集
ま
る
場
所
は
、『
八
起
飯
店
』
で
5
件

目
だ
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
転
々
と
場
所
を
変
え
て
集

ま
っ
て
き
た
。
お
店
を
変
え
る
の
は
お
店
が
潰
れ
て

し
ま
う
な
ど
の
理
由
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
こ
ち
ら
に

は
10
年
以
上
集
ま
っ
て
い
る
。
さ
ぞ
や
居
心
地
が
い

い
の
だ
ろ
う
。
後
ろ
手
を
つ
き
、
く
つ
ろ
い
だ
よ
う

す
で
足
を
伸
ば
し
た
り
、
和
気
藹あ

い
あ
い々

と
お
話
さ
れ
た

り
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ
れ
が
こ
の
無
尽
の
い

つ
も
の
雰
囲
気
な
の
だ
ろ
う
な
と
分
か
る
。

名
前
が
な
い

　

私
が
お
話
を
聞
く
な
か
で
何
よ
り
驚
い
た
の
は
、

こ
の
無
尽
に
は
名
前
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
れ
で
は
何
と
お
呼
び
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ

う
。
最
初
は
戸
惑
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
お
話
を
聞
い

て
い
く
う
ち
に
ど
う
し
て
名
前
が
な
い
の
か
腑
に
落

ち
た
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
無
尽
自
体
が
、
無
尽
を
作
ろ
う
と

し
て
始
め
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
途
中
か
ら
無

尽
文
化
を
知
っ
た
と
い
う
か
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
集
ま
り
の
発
足
後
に
規
則
が

決
ま
っ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。



　
「
ス
ト
レ
ス
解
消
」「
言
い
た
い
こ
と
言
え
る
」「
そ

の
ぐ
ら
い
し
か
余
暇
が
な
い
」
と
次
々
に
出
て
く
る

み
な
さ
ん
の
率
直
な
思
い
。お
話
を
聞
く
な
か
で
も
、

同
級
会
の
延
長
、
と
い
っ
た
言
葉
に
は
っ
と
し
た
。

　
私
の
年
代
に
も
同
級
会
は
あ
る
。
は
て
そ
の
集
ま

り
に
名
前
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
と
き
、
何
と

な
く
み
ん
な
が
勝
手
に
呼
ぶ
名
前
は
あ
る
も
の
の
、

ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
決
ま
っ
た
も
の
が
な
い
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
取
材
か
ら
も
、
無
尽
は
名
前
が
あ
る

も
の
と
勝
手
に
決
め
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
何
か

の
集
ま
り
を
作
る
と
き
、
名
前
を
つ
け
な
い
の
は
そ

ん
な
に
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
所
属
す
る
集
ま
り
に
名
前
を
つ
け
な
い
と
い
う

感
覚
は
、
私
に
も
共
通
し
て
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
た

か
ら
だ
。

　
今
ま
で
取
材
を
し
て
き
た
か
た
た
ち
も
、
同
級
会

の
よ
う
な
、
と
い
う
こ
と
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

た
だ
た
だ
そ
の
言
葉
を
聞
き
流
し
て
い
た
の
だ
。
け

れ
ど
、
こ
れ
は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
今
ま
で
お
話
を
う
か
が
っ
た
な
か
で
一
番
自

分
に
近
い
年
代
の
無
尽
だ
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
共
通

す
る
感
覚
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

息
づ
く
文
化
と
こ
れ
か
ら

　
今
ま
で
無
尽
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
聞
く

な
か
で
、
無
尽
文
化
は
ど
う
も
自
分
の
も
っ
て
い
る

感
覚
と
距
離
が
あ
り
、
私
よ
り
上
の
世
代
の
人
た
ち

が
お
こ
な
っ
て
い
る
文
化
だ
と
感
じ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
無
尽
の
感
覚
は
自
分
に
も
流
れ
て
い

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
文
化
は
変
化
す
る
。
と
き
に
は
名
前
を
変
え
、
主

と
な
る
活
動
内
容
を
変
え
、
息
づ
い
て
い
る
。
途
中

で
姿
を
消
す
か
も
し
れ
な
い
し
、
ず
っ
と
ず
っ
と
続

く
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
お
話
を
聞
く
な
か
で
、
無

尽
と
は
何
な
の
か
、
一
言
で
表
せ
る
も
の
が
見
つ
か

る
の
で
は
と
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
う

い
っ
た
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
無
尽
文
化
は
、
年
代
ご
と
に
多
種
多
様

な
姿
を
見
せ
る
。
そ
の
年
代
ご
と
の
定
義
を
も
つ
無

尽
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
年
代
を
越
え
こ
れ
と
言
い
切
れ
る
ぶ
れ
な
い
一

本
の
軸
は
な
い
と
思
う
。
今
思
う
の
は
、
無
尽
は
私

よ
り
も
年
長
の
か
た
が
た
で
終
わ
る
文
化
で
は
な
い

の
で
は
と
い
う
こ
と
だ
。

　

私
は
名
前
が
な
い
理
由
に
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。

私
に
も
共
通
す
る
こ
の
感
覚
は
、
ま
だ
無
尽
と
呼
べ

る
も
の
の
主
と
な
る
要
素
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
一
端
に
自
分
も
触
れ
て
い
る
と
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
自
分
の
な
か
に
も
無
尽
に
繋
が
る
感
覚

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
無
尽
文
化
を
共
有
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
が
嬉
し
か
っ
た
。

　
そ
の
年
代
ご
と
の
無
尽
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
。
名
前
が
変
わ
る
か
も
し

れ
な
い
。お
こ
な
う
こ
と
も
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

無
尽
は
、上
の
世
代
で
変
わ
り
切
る
も
の
で
は
な
く
、

私
の
代
に
伝
わ
っ
た
と
し
て
も
変
化
の
余
地
が
十
分

に
あ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
無
尽
と
は
何
だ
っ
た
の

か
？　

で
は
な
く
無
尽
と
は
何
な
の
か
？ 

を
、
私

は
こ
れ
か
ら
も
探
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。
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都留の文化の移り変わり

地図中の番号は写真番号に対応する

ミュージアム都留と都留文科大学地域交流研究

センターの共同事業である「わたしとあなたの

都留アルバム」事業は今年で 4年目を迎え、市

内から数多くの写真が集まってまいりました。

ここでは文化の変化を収集した地域のお祭りや

風習の写真をお伝えします。

①田町での七夕祭り

左は、田町（現在の都
留市駅周辺）での七夕
祭りを撮影した写真。
七夕祭りは昭和 40 年
（1965）ころにはおこ
なわれておらず、短い
期間で催された。

②梵
ぼんてんざお

天竿

十日市場のガソリンス
タンドの前で道祖神の
依
よりしろ

代（神霊が寄り付く
もの）となる梵天竿を
撮影した写真。道祖神
祭は現在も市内各所で
1 月中旬ころにおこな
われている。

森屋雅幸・知念浩生（ミュージアム都留）=文・写真
古写真はミュージアム都留提供

昭和 30 年（1955）撮影 平成 25 年 (2013) 12 月 24 日撮影

平成 6年（1994) 1 月撮影 平成 25 年 (2013) 12 月 24 日撮影

13
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③「にわか」
八朔祭の出しもの「にわか」
の仮装をした人々を円通院
の前で撮影したもの。「にわ
か」は「にわか狂言」の略で、
祭礼において種々の趣向を
こらした出しものを演劇化
した即興の笑劇である。現
在の八朔祭では屋台と大名
行列の巡行が中心となり笑
劇はおこなわれていない。

④献上米の儀式
左は、献上米の儀式で、地
元の人たちが田を耕してい
る様子を撮影したもの。献
上米は宮中で毎年 11 月 23
日におこなわれる新嘗祭に
伴い全国の都道府県から献
上されるものである。撮影
場所は現在の都留インター
チェンジのあたりで、むか
しは一面田んぼだった。

⑤付け祭り
左は、上谷 5 丁目、谷村
東側通りにて撮影された上
天神町の金山神社の「付け
祭り」の様子。「付け祭り」
とは祭礼のさいの神輿の巡
行に合わせた踊りや芝居な
どを指す。祭り自体の歴
史は浅く、昭和 35､ 6 年
（1960、61）ころから始ま
り、現在は廃れてしまった。

昭和 33 年（1958）撮影 平成 25 年（2013）10 月 17 日撮影

昭和 2年（1927）撮影 平成 25 年（2013）12 月 5 日に撮影

昭和 40 年（1965）8 月 7 日撮影 平成 25 年（2013）12 月 5 日撮影
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◇遠藤周作の次の言葉が頭に残っています。「廃墟は踏絵のその眼のように人間の人生や心をじっと見

てきた墟 ( あと ) である。」（遠藤周作著『狐狸庵閑話』、2001 年、新潮社、P.76）ここでご紹介した写

真に写るのは、地域のなかでほとんど見られなくなってしまったお祭りや風習であり、遠藤周作の言う

廃墟といえるでしょう。写真はその場が見てきた人間の活動の一部を私たちに伝えます。そして私たち

の生活する空間は、過去の人々が生きた時間と重なり合い、その上に成り立っていることに気付かせて

くれるでしょう。だからこそ、写真がもつ情報を丹念に拾い集め、その情報を確実に後世に伝えていく

必要があると考えます。「わたしとあなたの都留アルバム」事業はこうした使命を背負っていることを

自覚し、引き続き取り組んでいきたいと思います。(森屋 )

⑥勝山城跡
川棚の勝山城跡（お城山）
の山頂の様子をおさめた写
真。この当時、谷村では 4
月 3 日にお寿司などをもっ
てお城山に登って食べる風
習があったようだが、今は
廃れてしまった。

昭和 43 年（1968) 4 月撮影 平成 25 年 (2013) 12 月 11 日撮影

お知らせ
ミュージアム都留では、都留文科大学地域交流研究センターと連携し
た企画展、「写真でたどる都留の時代─未来へつなぐ地域の記憶─」
を開催します。開催期間は、3月 20 日から 5月 6日です。今回の展
示では、市内で集めた写真を、国内や市内の出来事をまとめた年表に
沿って並べ、写真が撮影された時代の移り変わりをわかりやすくお伝
えします。

お問い合わせ先は、下記までお願いします。
ミュージアム都留：0554-45-8008
都留文科大学地域交流研究センター：0554-43-4341

企画展を開催します！



　
道
祖
神
祭
は
、
道
路
の
悪
霊
を
防
ぎ
、
村
や
旅
行

者
の
安
全
を
守
る
道
祖
神
を
祀ま

つ

っ
た
行
事
だ
。
1
月

14
日
、
15
日
の
小
正
月
前
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
、
梵ぼ

ん
て
ん
ざ
お

天
竿
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
飾
り
な
ど

を
立
て
た
り
、
正
月
飾
り
や
し
め
縄
を
焚
く
ど
ん
ど

焼
き
が
お
こ
な
わ
れ
た
り
す
る
。
都
留
だ
け
の
祭
り

だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
地
域
の
か
た
か
ら
全
国
的
に

あ
る
も
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　
都
留
で
は
多
く
の
地
区
で
道
祖
神
祭
が
お
こ
な
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
地
区
ご
と
に
梵
天
竿
も
少
し
ず
つ

変
化
が
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
十
日
市
場
の
も
の
し

か
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
ほ
か
の
地
区
の
道

祖
神
祭
が
気
に
な
っ
て
い
た
。

　
そ
ん
な
お
り
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
で
お
こ
な
わ

れ
た
道
祖
神
祭
に
関
す
る
講
習
会
で
ご
紹
介
い
た
だ

い
た
の
が
、
今
回
お
話
を
う
か
が
っ
た
武た

け
い井

邦く
に
お夫

さ

ん(

72)

。
小
野
に
お
住
ま
い
の
武
井
さ
ん
は
、
小

野
熊
野
神
社
の
神
楽
保
存
会
の
か
た
で
、
道
祖
神
祭

に
つ
い
て
も
お
詳
し
い
。
小
野
は
上
小
野
、中
小
野
、

下
小
野
と
地
区
が
わ
か
れ
て
お
り
、
地
区
に
あ
る
組

ご
と
に
道
祖
神
祭
を
お
こ
な
う
。
武
井
さ
ん
が
お
も

に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
下
小
野
の
道
祖
神
祭
だ
。

祭
り
の
は
じ
め
か
た
と
終
わ
り
か
た

　
１
月
24
日
、
武
井
さ
ん
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
で

お
話
を
う
か
が
っ
た
。
私
は
、
以
前
か
ら
気
に
な
っ

て
い
た
道
祖
神
祭
の
工
程
に
つ
い
て
尋
ね
た
。

　
梵
天
竿
が
作
ら
れ
る
の
は
１
月
13
日
か
ら
。
祭
り

当
番
の
人
た
ち
が
公
民
館
に
集
ま
り
、
色
紙
で
飾
り

を
作
る
。
ま
た
、
道
祖
神
の
祠ほ

こ
らを

持
っ
た
組
の
人
た

ち
が
家
々
を
回
り
、
ご
神
物
を
集
め
た
り
手
ぬ
ぐ
い

や
扇
子
を
も
ら
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
も
飾
り
に
使
う

と
い
う
。
今
で
は
扇
子
も
手
ぬ
ぐ
い
も
減
っ
た
そ
う

だ
が
、
昔
は
い
ろ
い
ろ
な
お
店
が
、
商
売
繁
盛
と
宣

伝
を
兼
ね
て
、
店
名
入
り
の
手
ぬ
ぐ
い
を
出
し
て
い

た
そ
う
だ
。
夜
に
は
子
ど
も
た
ち
が
や
っ
て
き
て
梵

天
竿
に
飾
る
た
め
の
習
字
を
し
、
み
ん
な
で
ご
飯
を

食
べ
、
お
菓
子
を
も
ら
っ
て
帰
る
。

　
14
日
に
な
る
と
、
杉
の
木
を
切
り
出
し
て
作
ら
れ

た
30
メ
ー
ト
ル
あ
る
竿
に
竹
を
十
字
に
結
わ
え
付

け
、
飾
り
の
付
い
た
素す

な
わ縄

を
、
竹
と
竿
に
菱
形
に
掛

け
て
い
く
。

　

竹
の
長
さ
や
飾
り
の
付
け
か
た
、
飾
り
の
種
類
、

色
も
地
区
ご
と
に
違
い
、
個
性
が
あ
る
。
十
日
市
場

地
域
の
梵
天
竿
は
、
飾
り
に
三
角
形
の
布
を
縫
い
合

わ
せ
た
も
の
に
綿
を
詰
め
た
ヒ
イ
チ
を
多
く
使
う

が
、
下
小
野
は
紙
の
飾
り
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ヒ
イ
チ

は
あ
ま
り
な
い
。
下
小
野
で
は
3
件
の
お
宅
が
今
も

ヒ
イ
チ
を
作
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
昔
よ
り
だ
い
ぶ

減
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
飾
り
を
付
け
終
わ
る
と
、
菅す

げ
の
が
わ

野
川
沿
い
の
岸
に
梵

天
竿
の
根
元
を
固
定
し
、
み
ん
な
で
縄
を
引
っ
張
り

立
て
る
。
立
て
る
ま
で
に
だ
い
た
い
2
〜
３
時
間
程

度
か
か
る
そ
う
だ
。
作
り
か
た
や
立
て
か
た
は
昔
か

ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な

都
留
の
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
、
小
正
月
の
行
事

に
道
祖
神
祭
が
あ
る
。
道
祖
神
祭
は
ど
う
し
て
お

こ
な
わ
れ
る
の
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
こ
な
わ

れ
る
の
か
気
に
な
っ
た
私
は
、
道
祖
神
祭
に
関
わ

る
人
に
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
。

祭
り
を
続
け
る
思
い

̶
下
小
野
の
道
祖
神
祭̶



ど
の
お
か
げ
で
材
料
の
調
達
は
昔
よ
り
格
段
に
安

く
、
楽
に
な
っ
た
と
い
う
。
夜
に
は
ど
ん
ど
焼
き
が

お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
火
で
団
子
を
焼
い
て
食
べ
る
と

病
気
に
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
梵
天
竿
は
16
日
ま
で
立
て
ら
れ
、
祭
り
が
終
わ
る

と
解
体
さ
れ
る
。
飾
り
の
付
い
た
縄
や
竹
な
ど
は
、

欲
し
い
人
が
も
ら
っ
て
い
く
。
昔
は
競
り
や
く
じ
引

き
で
も
ら
う
も
の
を
決
め
た
。
武
井
さ
ん
は
い
つ
も

飾
り
の
付
い
た
縄
を
も
ら
う
と
、
魔
除
け
と
し
て
玄

関
に
飾
っ
て
お
く
そ
う
だ
。ほ
か
に
も
、竹
を
も
ら
っ

た
人
は
、
そ
れ
を
、
刈
り
取
っ
た
稲
を
か
け
る
稲
木

に
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。

　
昔
は
12
日
に
立
て
、
17
日
に
倒
し
て
い
た
が
、
今

で
は
5
日
間
立
て
て
お
く
の
は
難
し
い
。
こ
の
時
期

は
風
が
強
く
管
理
が
難
し
い
こ
と
や
、
人
手
不
足
も

あ
り
、
立
て
る
だ
け
、
お
祭
り
を
す
る
だ
け
で
精
一

杯
だ
と
武
井
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

祭
り
の
楽
し
み

　

武
井
さ
ん
に
道
祖
神
祭
の
思
い
出
を
お
聞
き
す

る
。
武
井
さ
ん
は
「
子
ど
も
っ
ち
の
こ
ろ
は
、
縄
を

持
っ
て
竹
の
と
こ
ろ
に
回
し
て
掛
け
て
、
飾
り
が
い

く
つ
取
れ
る
か
と
か
や
っ
た
ね
。
あ
と
、
昔
だ
し
、

紙の飾り
赤、青、緑、黄、紫の 5 色が
使われる。地域によって白や
桃色が加えられることもある

ヒイチ
「ヒーチ」「火打」とも呼ばれる。
火打ち袋をあらわし、火除け
の意味がある

吹き流し
紙の飾りと同じ色で作る。子
どもたちが障子紙に「天神様」
と書くものも。それが天へ上
がると字が上達するという

「道祖神」と書かれた 2枚の扇
を円形になるよう飾る。中央
にはお多福のお面を掛ける

支えに使われる 12 本の縄は
十二ヶ月を表している。うる
う年には 1本増える

【下小野の梵天竿と飾り】

おしめ
鏡餅の下などに敷く三方の紙
で作られた幣

へいそく

束。３本ある竹
の先にそれぞれ付ける

道祖神を祀った祠。「集めっこ」
のさいに、組の人が持ち歩く



川
岸
で
や
る
も
ん
だ
か
ら
、(

ど
ん
ど
焼
き
の)

焚

き
火
の
な
か
に
ま
だ
火
の
残
っ
て
る
の
が
あ
っ
て
。

そ
れ
を
川
原
で
拾
っ
た
石
を
竃か

ま
どみ

た
い
に
積
ん
だ
と

こ
ろ
へ
入
れ
て
遊
ん
だ
ね
」
と
、
い
た
ず
ら
っ
子
の

よ
う
な
笑
顔
で
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
道
祖
神
は
子
ど
も
好
き
な
神
様
で
、
子
ど
も
が
す

る
い
た
ず
ら
は
怒
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
と
き

の
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
想
像
す
る
と
、
微
笑
ま
し
さ

と
と
も
に
、
祭
り
独
特
の
お
お
ら
か
さ
を
感
じ
る
。

今
で
は
そ
う
い
う
遊
び
を
す
る
子
ど
も
は
い
な
い
そ

う
で
、
祭
り
へ
の
親
し
み
か
た
も
変
わ
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
祭
り
が
終
わ
れ
ば
地
域
の
人
た
ち
で
集
ま
っ
て
お

酒
を
飲
む
。
昔
は
そ
れ
と
一
緒
に
子
ど
も
た
ち
に
煮

物
や
お
菓
子
を
配
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
楽
し
み

だ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

祭
り
が
続
い
て
い
く
の
は

　
道
祖
神
祭
が
生
ま
れ
た
経
緯
は
は
っ
き
り
と
し
な

い
。
純
粋
に
道
祖
神
を
祀
る
た
め
と
い
う
説
や
、
山

の
神
様
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
と
い
う
説
な
ど
諸
説

あ
る
。

「
人
間
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
繁
栄
を
願
っ

て
や
り
は
じ
め
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ね
」

武
井
さ
ん
は
道
祖
神
祭
の
は
じ
ま
り
を
そ
う
表
現
さ

れ
た
。
た
と
え
ば
、
祭
り
当
番
の
組
の
人
た
ち
が
、

祠
を
持
っ
て
家
々
を
回
り
、
ご
神
物
を
集
め
る
「
集

め
っ
こ
」。こ
の
と
き
、組
の
人
々
は「
べ
っ
こ
ん
べ
っ

こ
ん
、
だ
せ
や
い
だ
せ
や
い
」
と
言
い
な
が
ら
回
る

そ
う
だ
。
と
く
に
、赤
ん
坊
が
生
ま
れ
た
家
で
は「
あ

か
だ
せ
」、お
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
た
家
の
前
で
は
「
よ

め
だ
せ
」
と
言
う
。
そ
う
し
た
家
は
自
分
た
ち
を
守

る
神
様
へ
の
お
礼
と
し
て
い
つ
も
よ
り
ご
神
物
を
多

め
に
用
意
し
て
い
る
の
だ
と
か
。

　
ま
た
、
祭
り
を
お
こ
な
う
さ
い
、
当
番
の
組
に
不

幸
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
年
の
当
番
を
外
さ
れ
、

次
の
当
番
の
組
が
代
わ
り
に
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
な
に
か
あ
っ
た
と
き
に
も
変
わ

ら
ず
祭
り
を
続
け
て
い
く
た
め
の
決
ま
り
事
な
の
だ

ろ
う
。

　
祭
り
の
準
備
は
ほ
と
ん
ど
一
日
仕
事
だ
。
そ
の
ぶ

ん
、
一
緒
に
作
業
を
し
た
り
ご
飯
を
食
べ
た
り
す
る

こ
と
で
村
内
の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

冬
の
閉
農
期
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
の
祭
り
は
、
人
々

に
と
っ
て
楽
し
み
な
行
事
だ
っ
た
は
ず
だ
。
今
は
会

社
に
勤
め
て
い
る
人
も
多
く
、
み
ん
な
が
祭
り
の
た

め
に
休
み
を
取
れ
る+

わ
け
で
は
な
い
。
楽
し
く

て
も
、
祭
り
を
続
け
る
こ
と
が
負
担
に
な
る
こ
と
も

あ
る
。
け
れ
ど
決
し
て
祭
り
を
や
め
な
い
の
は
、
ど

こ
か
心
に
「
な
に
か
あ
っ
た
ら
」
と
い
う
畏
れ
が
あ

る
か
ら
だ
と
武
井
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

信
仰
と
安
心
と

　
特
定
の
神
様
を
信
仰
す
る
う
え
で
お
こ
な
わ
れ
る

祭
り
。
そ
れ
が
何
十
年
、
何
百
年
と
続
い
て
い
く
根

底
に
は
、
祀
る
神
様
へ
の
信
仰
が
強
く
あ
る
の
だ
と

思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
、
お
話
を
聞
く
な
か
で
、
武

井
さ
ん
が
た
び
た
び
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
「
な

に
か
あ
っ
た
ら
怖
い
か
ら
」
と
い
う
こ
と
。
道
祖
神

を
信
じ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、

信
仰
と
い
う
よ
り
、安
心
の
た
め
に
、と
い
う
の
が
、

今
の
祭
り
を
続
け
る
大
き
な
理
由
だ
。
私
も
、
な
に

か
の
祈
願
や
初
詣
に
は
決
ま
っ
た
神
社
へ
お
参
り
に

行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
信
仰
心
よ
り
、
決
意
表
明
や

自
分
へ
の
元
気
付
け
と
い
う
ほ
う
が
近
い
。

　
そ
こ
へ
行
く
こ
と
で
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
で
、
な

ん
だ
か
安
心
す
る
。
ふ
だ
ん
、
取
り
立
て
て
信
心
深

い
わ
け
で
は
な
い
私
に
も
、
そ
の
な
ん
だ
か
わ
か
ら

な
い
安
心
感
は
あ
る
。
そ
の
安
心
感
が
、
祭
り
を
伝

え
、
繋
げ
て
い
く
核
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

金
原
由
佳
（
社
会
学
科
2
年
）
＝
文
・
絵
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小形山にある、尾
お が た

県郷土資料館。もとは小学校として使われていた建物だ。

ふと、どうしてここに？ と首をかしげたくなるのは、その姿がなんだかまわりの

のどかな景色と合っていないような気がしたから。

けれど、そこにはこの場所にあるからこそ見える景色、流れてきた時間があった。

長尾泉（初等教育学科 1年）＝文・写真

南條新（初等教育学科 1年）＝写真



　

1
月
31
日
、
私
は
尾
県
郷
土
資
料
館
を
訪
れ
た
。

少
し
茶
色
が
か
か
っ
た
赤
色
の
屋
根
、
白
壁
、
そ
し

て
明
る
い
水
色
の
バ
ル
コ
ニ
ー
。
ぱ
っ
と
目
を
引
く

そ
の
外
観
は
ま
る
で
物
語
の
世
界
に
迷
い
込
ん
だ
か

の
よ
う
だ
。

建
物
の
昔
と
今

　

こ
の
資
料
館
は
一
階
と
二
階
に
展
示
室
が
あ
っ

て
、
小
学
校
の
校
舎
だ
っ
た
こ
ろ
の
教
室
の
よ
う
す

や
昔
の
教
科
書
、
地
域
の
写
真
な
ど
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
は
今
、
お
も
に
こ
の
地
域
の
昔
の
暮
ら

し
や
慣
習
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
に
な
っ

て
い
る
の
だ
。

　
お
茶
と
お
菓
子
で
出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
館

長
を
さ
れ
て
い
る
山や

ま
も
と本

恒つ
ね
お男

さ
ん
（
79
）。
山
本
さ

ん
に
建
物
の
こ
と
を
う
か
が
う
と
、藤ふ

じ
む
ら村
式
と
い
う
、

日
本
人
の
建
築
家
が
洋
風
の
建
物
を
ま
ね
て
造
っ
た

建
築
方
式
の
も
の
な
の
だ
と
い
う
。
小
学
生
だ
っ
た

こ
ろ
山
本
さ
ん
も
こ
こ
に
通
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
、

身
振
り
手
振
り
を
ま
じ
え
、
笑
い
な
が
ら
当
時
の
思

い
出
を
た
く
さ
ん
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
今
の
建

物
に
は
も
う
な
い
が
、
二
階
か
ら
霧
よ
け
（
一
階
と

二
階
の
あ
い
だ
に
あ
る
小
さ
く
突
き
出
し
た
屋
根
の

よ
う
な
部
分
）
に
出
て
そ
こ
か
ら
グ
ラ
ウ
ン

ド
に
飛
び
降
り
た
り
、
夏
休
み
中
に
は
桂
川

で
泳
い
だ
り
し
て
い
た
と
い
う
。
今
聞
く
と

び
っ
く
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
話
ば
か
り

だ
っ
た
。「
授
業
と
言
う
よ
り
の
ん
き
な
学

校
だ
っ
た
よ
」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も
印
象

に
残
っ
て
い
る
。
山
本
さ
ん
の
お
話
を
聞
い

て
い
て
、
き
っ
と
机
の
前
に
ず
っ
と
座
っ
て

い
る
よ
う
な
学
校
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
想

像
で
き
た
。こ
の
建
物
の
ま
わ
り
は
自
然
が
豊
か
だ
。

そ
の
な
か
に
建
っ
て
い
た
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
が

の
び
の
び
過
ご
せ
る
学
校
に
な
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
廃
校
に
な
っ
て
か
ら
資
料
館
に
な
る
ま
で
の
あ
い

だ
も
地
域
の
人
が
自
然
と
集
ま
る
、
い
わ
ば
た
ま
り

場
の
よ
う
な
場
所
に
な
っ
て
い
た
の
だ
そ
う
。
今
で

は
地
域
の
人
以
外
に
も
、
近
く
の
山
に
登
っ
て
き
た

人
が
ふ
ら
っ
と
寄
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な

人
た
ち
に
山
本
さ
ん
は「
お
茶
で
も
飲
ん
で
く
か
い
」

と
声
を
掛
け
る
。

　

山
本
さ
ん
は
私
に
一
通
の
手
紙
を
見
せ
て
く
だ

さ
っ
た
。
そ
れ
は
東
京
か
ら
訪
れ
た
と
い
う
か
た
か

ら
の
手
紙
。
そ
こ
に
は
、
資
料
館
の
こ
と
を
説
明
し

た
山
本
さ
ん
へ
の
感
謝
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
た
。

山
本
さ
ん
は
声
を
弾
ま
せ
て
そ
の
人
の
こ
と
、
そ
の

人
と
ど
ん
な
お
話
を
し
た
の
か
を
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
。
資
料
館
を
訪
れ
た
人
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
覚
え

て
い
る
の
だ
。
そ
う
や
っ
て
出
会
い
を
大
切
に
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
新
し
く
で
き
た
繋
が
り
は
続
い
て

い
る
の
だ
な
と
思
い
、
私
ま
で
笑
顔
に
な
っ
た
。
山

本
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
も
私
の
こ
と
を
覚
え
て
い

て
く
れ
た
ら
い
い
な
、
そ
う
心
の
な
か
で
考
え

て
い
る
自
分
が
い
た
。

　
最
後
に
、
山
本
さ
ん
が
こ
の
建
物
で
好
き
な
と
こ

ろ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
お
聞
き
す
る
と
、
間
を
空
け

ず
に
「
そ
れ
は
も
う
大
勢
の
人
と
話
が
で
き
る
こ
と

だ
よ
」
と
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
小
学
生
が
見
学
に

来
た
り
、
訪
れ
た
人
と
の
新
し
い
交
流
が
生
ま
れ
た

り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
結
構
楽
し
み
と
、
子
ど
も
た

ち
か
ら
の
寄
せ
書
き
を
見
せ
て
く
れ
な
が
ら
お
っ

二階へ上がる階段。降りる
のが怖くなる高さと角度だ

バルコニーに吊るしてある太鼓。資料館になる前

は、これをたたいて時を知らせていたそう
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し
ゃ
っ
た
。「
こ
こ
に
い
な
き
ゃ
こ
う
い
う
チ
ャ
ン

ス
は
な
い
か
ら
ね
」
と
も
。

館
内
探
検

　

お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
あ
と
、
山
本
さ

ん
は
館
内
を
て
い
ね
い
に
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

入
っ
て
す
ぐ
の
階
段
を
上
っ
た
二
階
の
展
示
室
で

は
昔
遊
び
の
お
も
ち
ゃ
を
使
っ
て
じ
っ
さ
い
に
遊

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
向
か
い
側
の
水
色
の
扉

を
開
く
と
そ
こ
は
バ
ル
コ
ニ
ー
だ
。
こ
ん
な
素
敵

な
建
物
が
小
学
校
だ
っ
た
な
ん
て
、
と
う
ら
や
ま

し
く
思
っ
て
し
ま
う
。

　

今
ま
で
は
二
階
の
展
示
室
と
バ
ル
コ
ニ
ー
ま
で
し

か
行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
が
、
な
ん
と
そ
の

日
、
特
別
に
建
物
の
て
っ
ぺ
ん
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

い
た
。急
勾
配
の
階
段
を
そ
ろ
そ
ろ
と
慎
重
に
上
が
っ

て
い
く
。
そ
こ
は
狭
い
屋
根
裏
部
屋
の
よ
う
な
と
こ

ろ
。
薄
暗
か
っ
た
が
、
山
本
さ
ん
が
窓
を
開
け
放
つ

と
い
っ
き
に
外
の
光
が
差
し
込
ん
だ
。
窓
の
外
は
一

面
の
雪
景
色
で
、
小
形
山
周
辺
を
見
渡
す
こ
と
が
で

き
た
。
広
々
と
し
た
畑
の
な
か
に
家
が
小
さ
く
見
え

る
。
そ
の
奥
に
は
雪
を
か
ぶ
っ
た
山
。
思
わ
ず
窓
か

ら
体
を
乗
り
出
し
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
場
所
が
あ
っ

た
と
は
。
こ
こ
を
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い

よ
う
な
、
は
た
ま
た
自
分
だ
け
の
秘
密
の
場
所
に
し

て
お
き
た
い
よ
う
な
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
あ
る
こ
と

　
資
料
館
を
訪
れ
る
人
は
ま
ず
そ
の
魅
力
た
っ
ぷ
り

の
外
観
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
そ
し
て
山
本
さ
ん
と
お

話
し
て
さ
ら
に
こ
の
建
物
の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
く

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
帰
る
こ
ろ
に
な
る
と
帰

る
の
が
惜
し
く
な
っ
て
、
き
っ
と
ま
た
来
よ
う
、
と

思
う
。
私
も
す
で
に
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
。

　
私
は
初
め
て
こ
の
建
物
を
訪
れ
た
と
き
に
色
鮮
や

か
な
外
観
を
見
て
、
こ
ん
な
の
ど
か
な
と
こ
ろ
に
あ

笑いながら小学校のころの思い出を話す山本さん

※小見出し下の折り鶴は資料館に飾られていたもの。

る
こ
と
に
驚
い
た
。
こ
の
場
所
に
あ
る
こ
と
が
少
し

場
違
い
な
感
じ
も
し
て
い
た
の
だ
。
け
れ
ど
、
何
度

か
足
を
運
ん
だ
り
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
り

し
て
、
あ
ら
た
め
て
建
物
を
見
上
げ
て
み
た
と
き
、

す
っ
と
ま
わ
り
の
景
色
と
馴
染
ん
で
見
え
た
。
そ
れ

は
正
直
に
言
っ
て
見
慣
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ

う
。
で
も
そ
れ
以
上
に
こ
の
場
所
に
建
っ
て
い
て
よ

か
っ
た
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
も
し
、
別
の
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
ら
今
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
人
が
自
然
と
集
ま
る
な
ん
て
こ

と
も
な
い
、
た
だ
歴
史
的
に
重
要
な
建
造
物
に
な
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
こ
に
建
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
つ
き
あ

い
が
あ
る
。
つ
い
足
を
止
め
て
な
か
に
入
っ
て
み
た

く
な
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
建
物
と

そ
こ
で
時
間
を
過
ご
し
て
き
た
人
た
ち
が
じ
っ
く
り

と
つ
く
っ
て
き
た
替
え
の
き
か
な
い
も
の
だ
。

　

小
学
校
か
ら
資
料
館
へ
。
の
ん
き
な
学
校
に
人

は
つ
ど
い
、
そ
し
て
今
も
訪
れ
る
人
を
あ
た
た
か

く
迎
え
る
。
長
い
年
月
を
経
て
深
み
の
あ
る
茶
色

に
な
っ
た
階
段
や
柱
、
ほ
こ
り
の
な
い
床
。
至
る

と
こ
ろ
か
ら
、
愛
着
を
も
っ
て
大
切
に
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
建
物
は
今
、
と

て
も
幸
せ
そ
う
だ
。



す
べ
て
が
変
わ
り
、
跡
形
も
な
く
な
っ
て
い
た
ら

途
絶
え
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
文
化
。

特
集
ま
と
め



け
れ
ど
、
文
化
が
途
絶
え
そ
う
に
な
る
と
き
も

繊
維
を
足
す
こ
と
を
繰
り
返
し
て
糸
を
紡
ぐ
よ
う
に

新
た
な
呼
び
名
、
習
慣
、
考
え
と
い
っ
た
要
素
が
足
さ
れ
て

続
い
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
時
代
や
人
の
営
み
に
合
わ
せ
紡
が
れ
て
い
く
さ
ま
は

ま
る
で
生
き
も
の
の
進
化
の
よ
う
。

文
化
は
生
き
て
い
る
。

人
が
い
る
こ
と
で
生
き
続
け

今
私
た
ち
が
い
る
こ
の
と
き
も

文
化
は
ま
さ
に
変
化
の
真
っ
最
中
な
の
で
す
。
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雪が積もり、景色ががらっと変わる冬。
１月から２月に都留市で見つけた生き
ものや足跡を紹介します。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

フィールド暦

コシマゲンゴロウ
2015 年 2 月 3 日　十日市場

１㎝くらいの小さな水生昆虫。中屋敷にあ

る池で泳いでいました。泳ぐだけでなく、

飛ぶこともあります。

ウメの花がちらほらと咲き始めました。

薄いクリーム色の花弁が開ききるのが楽

しみです。

ウメ
2015 年 2 月 15 日　上谷

オオイヌノフグリ
2015 年 2 月 3 日　十日市場

淡い水色がきれいな花。３月ごろに道端

でよく見かけます。この花を見つけると

春の訪れを感じます。

フクジュソウ
2015 年 2 月 11 日　本学自然科学棟前

山間部に咲く花で、山吹色の花弁が目を

引きます。去年も同じ場所に咲いていた

ので、来年もまた咲くかもしれません。

都留市のような山地でも見られますが、名

前の通り、海岸の岩場などにも生息して

います。

イソヒヨドリ
2015 年 1 月 17 日　谷村

ルリビタキ
2015 年 2 月 6 日　上谷

明け方に金山神社の近くにいました。背

中の羽毛がるり色をしています。冬毛だ

からか、丸まるとして見えます。
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池

N

小屋

小型哺乳類の足跡

川沿いの堤防の上にありまし

た。キツネやタヌキのものだ

と思われます。

シカの足跡

橋を渡って小屋へ行く途中の

道にありました。足跡は小屋

の前にもありました。

鳥の足跡

くっきりと３本の爪跡が残っ

ています。河原にあったので、

水鳥でしょうか。

１月 18 日に川棚の中屋敷フィールドで見つけた、生きものの足跡を紹介します。

十日市場方面

ソーラーパネル工事地
柄
ひしゃくながれ
杓流川

雪に残った足跡

※足跡は500円玉と一緒に撮影しました。500円玉は直径およそ2.5㎝です。

中屋敷フィールドの地図
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最
終
回 

佐
藤
悦
子
さ
ん

ー
尊
敬
す
る
人
さ
れ
る
人
の
関
係
ー

尊

す
敬

る
人

の

の

人

あ

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、

欠
か
さ
ず
現
れ
る
の
が
ほ
か
の
人
と
の
出
会
い
。

出
会
っ
た
こ
と
で
こ
う
な
っ
た
。

生
き
か
た
が
か
っ
こ
よ
く
て
自
分
も
こ
う
し
た
。

私
の
尊
敬
し
て
い
る
人
に
も
ま
た
、

尊
敬
し
て
い
る
人
が
い
た
の
だ
。

私
が
出
会
っ
た
あ
の
人
が

す
て
き
だ
と
思
う
人
は
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
。

こ
の
１
年
間
に
出
会
っ
た
４
人
の
か
た
が
た
。

み
な
さ
ん
の
関
係
の
な
か
に

共
通
し
て
見
え
た
も
の
が
あ
っ
た
。
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シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
の
髪
に
茶
色
の
ス
カ
ー
フ
。
少

し
遠
く
で
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
こ
ち
ら
に
手
を
振
る

の
は
佐さ

と
う藤

悦え
つ
こ子

さ
ん
（
37
）。
あ
ま
り
に
も
満
面
の

笑
み
を
向
け
て
く
だ
さ
る
の
で
、
近
づ
く
の
を
待
た

ず
に
、
と
っ
さ
に
声
を
張
っ
て
あ
い
さ
つ
を
し
た
。

お
話
を
う
か
が
う
た
め
私
が
や
っ
て
来
た
の
は
、
ご

自
宅
近
く
の
高
尾
神
社
。
佐
藤
さ
ん
は
、
わ
ざ
わ
ざ

ご
自
宅
か
ら
こ
ち
ら
ま
で
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
っ
た

の
だ
。

　

佐
藤
さ
ん
は
周
り
の
人
か
ら
「
え
っ
ち
ゃ
ん
」

「
え
っ
こ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
明
る
く
て
気

さ
く
な
よ
う
す
か
ら
は
、
そ
う
呼
び
た
く
な
る
の
も

よ
く
わ
か
る
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
私
も
、
親
し
み
を

込
め
て
え
っ
こ
さ
ん
と
呼
ん
で
い
る
。

　

尊
敬
す
る
人
と
し
て
え
っ
こ
さ
ん
を
紹
介
し
て

く
だ
さ
っ
た
の
は
、
カ
フ
ェ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
リ
ズ
ム

を
経
営
す
る
ヒ
ー
コ
さ
ん
こ
と
若

わ
か
ば
や
し林
英ひ
で
ゆ
き
行
さ
ん
だ
。

ヒ
ー
コ
さ
ん
と
え
っ
こ
さ
ん
の
出
会
い
は
今
か
ら

７
年
ほ
ど
前
。
当
時
、
東
京
で
カ
メ
ラ
マ
ン
の
お

仕
事
を
さ
れ
て
い
た
え
っ
こ
さ
ん
が
出
張
で
山
梨

に
来
た
さ
い
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
リ
ズ
ム
を
訪
れ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
だ
。
カ
フ
ェ
を
気
に
入
っ
た
え
っ

こ
さ
ん
は
、
そ
れ
か
ら
仕
事
が
な
く
と
も
、
暇
が

で
き
れ
ば
通
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
え
っ
こ

さ
ん
は
ナ
チ
ュ
ラ
ル
リ
ズ
ム
を
「
た
だ
の
カ
フ
ェ

じ
ゃ
な
い
。
も
う
家
族
。
家
で
す
ね
」
と
お
っ
し
ゃ

る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
の
も
お
ふ
た
り
が
親
し
い

間
柄
に
あ
る
か
ら
。
そ
れ
を
表
す
出
来
事
の
ひ
と

つ
が
東
日
本
大
震
災
だ
。

　
震
災
後
、
世
間
が
混
乱
に
陥
っ
た
と
き
、
な
ん
と

え
っ
こ
さ
ん
は
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
リ
ズ
ム
で
お
子
さ
ん

と
２
週
間
の
テ
ン
ト
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
後
に

な
っ
て
子
ど
も
に
何
か
あ
っ
た
と
き
、
自
分
が
何
も

し
な
か
っ
た
こ
と
で
後
悔
し
た
く
な
い
と
い
う
思
い

か
ら
、
テ
ン
ト
生
活
を
決
意
。
ヒ
ー
コ
さ
ん
に
連
絡

し
た
と
こ
ろ
、
ふ
た
つ
返
事
で
了
承
し
て
く
だ
さ
っ

た
そ
う
だ
。誰
か
が
こ
う
言
う
か
ら
で
は
な
く
、え
っ

こ
さ
ん
自
身
の
も
の
さ
し
で
物
事
を
考
え
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
行
動
を
起
こ
す
。
こ
こ
に
、
え
っ
こ
さ
ん

の
芯
の
強
さ
を
見
た
気
が
し
た
。

こ
こ
で
な
ん
か
や
り
た
い

　

テ
ン
ト
生
活
を
送
っ
て
い
る
あ
い
だ
、
え
っ
こ

さ
ん
は
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
一
枚
の
写
真
を
目
に

す
る
。
そ
れ
は
、
ま
だ
小
さ
な
女
の
子
が
、
両
親

が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
両
親
へ

の
手
紙
を
書
き
な
が
ら
眠
っ
て
し
ま
っ
た
写
真
。

そ
の
女
の
子
の
ほ
お
に
は
涙
が
伝
っ
て
い
た
。
こ

れ
を
見
た
え
っ
こ
さ
ん
は
思
っ
た
。「
こ
こ（
ナ
チ
ュ

ラ
ル
リ
ズ
ム
）
で
な
ん
か
や
り
た
い
。
み
ん
な
が

笑
う
よ
う
な
。
子
ど
も
の
笑
顔
が
な
い
と
や
っ
ぱ

未
来
は
な
い
な
」。

　
こ
う
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
東
日
本
大
震
災
の

復
興
チ
ャ
リ
テ
ィ
イ
ベ
ン
ト
「
ル
ナ
ソ
ル
」
だ
。
こ

の
名
前
に
は
、
太
陽
と
月
の
よ
う
な
子
ど
も
と
い
う

意
味
が
込
め
ら
れ
、
大
人
も
子
ど
も
も
楽
し
め
る
イ

ベ
ン
ト
が
多
く
企
画
さ
れ
た
。
ク
ラ
フ
ト
に
講
演
、

ラ
イ
ブ
。坂
を
利
用
し
て
流
し
そ
う
め
ん
を
し
た
り
、

川
に
舟
を
渡
し
た
り
、
子
ど
も
が
入
れ
る
五
右
衛
門

風
呂
を
設
置
し
た
り
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
思
わ
ず
私

は「
楽
し
そ
う
」と
口
に
し
て
い
た
。
参
加
す
る
人
、

企
画
す
る
人
ど
ち
ら
の
気
持
ち
に
な
っ
て
も
そ
う
思

う
。
な
ぜ
な
ら
、「
ル
ナ
ソ
ル
」
の
お
話
を
し
て
い

る
と
き
の
え
っ
こ
さ
ん
は
い
つ
で
も
笑
顔
だ
っ
た
か

ら
。
誰
か
を
楽
し
ま
せ
る
イ
ベ
ン
ト
を
ま
ず
は
え
っ

こ
さ
ん
自
身
が
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
。

　
笑
顔
で
話
す
え
っ
こ
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
思
い

悩
む
こ
と
な
ど
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。

え
っ
こ
さ
ん
の
お
話
に
は
、
つ
ら
か
っ
た
話
や
苦
労

し
た
話
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
の
だ
。
け
れ
ど
、

そ
れ
は
決
し
て
悩
ん
で
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
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そ
の
よ
う
す
を
見
せ
な
い
だ
け
だ
っ
た
。

　
じ
つ
は
え
っ
こ
さ
ん
、
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
す
る
の

は
初
め
て
だ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
で
さ
え
何
か
を
企

画
す
る
こ
と
は
苦
労
が
絶
え
な
い
の
に
、
初
め
て
で

あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
大
変
な
こ
と
も
多
か
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
苦
労
話
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
尋
ね
て
み
て
も
、
代
わ
り
に
話
し
て
く
だ
さ

る
の
は
、
イ
ベ
ン
ト
に
協
力
し
て
く
れ
た
人
の
話
や

そ
の
か
た
が
た
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
だ
っ
た
。

　
五
右
衛
門
風
呂
あ
っ
た
ら
な
と
ナ
チ
ュ
ラ
ル
リ
ズ

ム
で
言
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
場
に
い
た
人
が
、
作
っ

て
や
る
よ
と
声
を
上
げ
て
く
れ
た
話
。
暑
い
な
か
イ

ベ
ン
ト
当
日
の
よ
う
す
を
記
録
す
る
た
め
、
カ
メ
ラ

の
故
障
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
後
ま
で
撮
影

し
き
っ
て
く
れ
た
知
人
の
話
。
イ
ベ
ン
ト
企
画
の
経

験
も
あ
る
ヒ
ー
コ
さ
ん
は
、
実
行
に
あ
た
っ
て
必
要

な
こ
と
を
一
か
ら
助
言
し
手
伝
っ
て
く
れ
た
と
い

う
。
え
っ
こ
さ
ん
は
言
う
。「
助
け
て
く
れ
た
人
と

か
、
も
ち
ろ
ん
ヒ
ー
コ
さ
ん
だ
し
、
や
っ
ぱ
苦
し
い

と
き
に
助
け
て
く
れ
た
人
た
ち
は
絶
対
一
生
忘
れ
な

い
」。
自
分
の
苦
労
を
話
す
こ
と
よ
り
も
周
り
の
人

に
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
話
す
え
っ
こ
さ
ん
。
そ

ん
な
え
っ
こ
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
手
を
差
し
伸
べ
た

く
な
る
の
だ
ろ
う
。

尊
敬
す
る
人
さ
れ
る
人

　
「
尊
敬
す
る
人
と
か
言
わ
れ
て
も
何
言
っ
て
ん
の

み
た
い
な
。
こ
っ
ち
な
ん
で
す
よ
」。
え
っ
こ
さ
ん

は
笑
い
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
ヒ
ー
コ
さ
ん
の
尊

敬
す
る
人
と
い
う
こ
と
で
、
え
っ
こ
さ
ん
を
紹
介
し

て
い
た
だ
い
た
け
れ
ど
、
え
っ
こ
さ
ん
も
ま
た
ヒ
ー

コ
さ
ん
を
尊
敬
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
お
ふ
た
り
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
今
ま
で
お
話
を
う
か
が
っ

た
み
な
さ
ん
が
、「
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
尊
敬
し
て
い

る
」
と
言
い
、お
互
い
を
尊
敬
し
合
っ
て
い
た
の
だ
。

　
尊
敬
す
る
人
さ
れ
る
人
は
、
一
方
的
に
敬
う
先
生

と
生
徒
の
よ
う
な
関
係
ば
か
り
を
思
い
描
い
て
い

た
。
け
れ
ど
、
お
ふ
た
り
の
よ
う
に
、
じ
っ
さ
い
に

行
動
を
と
も
に
す
る
同
志
の
よ
う
な
関
係
も
あ
っ
た

の
だ
。
先
生
の
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
、
自
分
に
は

手
の
届
か
な
い
は
る
か
遠
く
に
い
て
、
違
う
世
界
に

い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
近
く
に

い
て
同
じ
よ
う
な
目
標
や
思
い
を
も
つ
存
在
だ
か
ら

こ
そ
、
身
に
染
み
て
す
ご
い
と
思
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
私
の
尊
敬
す
る
人
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
連
載

だ
け
れ
ど
、
今
の
私
に
と
っ
て
は
、
出
会
っ
た
す
べ

て
の
人
が
、
誰
か
に
紹
介
し
た
い
と
思
え
る
す
て
き

な
か
た
が
た
だ
。み
な
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
う
と
、

当
時
の
思
い
出
や
出
来
事
を
描
き
出
す
か
の
よ
う
に

詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
と

私
は
、
ま
る
で
自
分
も
そ
の
場
に
い
て
、
一
緒
に
見

て
き
た
ひ
と
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
と
き
い
つ
も
私
に
は
、
考
え
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
自
分
な
ら
ど
う
す
る
だ

ろ
う
、
自
分
に
は
で
き
る
か
な
」
と
い
う
こ
と
。
知

ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
の
人
に
自
分
を
重
ね
合

わ
せ
て
い
た
の
だ
。
こ
う
や
っ
て
自
分
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
そ
の
人
を
の
ぞ
い
て
み
る
。
す
る

と
、
ぼ
ん
や
り
「
す
ご
い
」
と
だ
け
思
っ
て
い
た
も

の
に
、
実
感
が
わ
き
感
動
が
増
し
て
、
今
ま
で
よ
り

ず
っ
と
そ
の
人
が
す
て
き
に
見
え
た
の
だ
。

「ルナソル」のチラシ。2015 年 5 月 23
日 24 日には大月ピラミッドセンター
で第 3回目のルナソルがおこなわれる

伊
藤
瑠
依
（
社
会
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真
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本学附属図書館横ビオトープは学生によって整

備されています。昆虫の調査などもおこなってお

り、学びの場としても活躍しています。

伊藤瑠依（社会学科 2年）＝文・写真

冬ビオトープ
だより no.04

　ふだんは剪
せんてい

定や掃除など、植物

の成長のお手伝いとなるような作

業をしています。夏ごろには、ヒャ

クニチソウやプラムなどの食べら

れる実のなる木を植えました。

　現在は春に向けて大胆な剪定作

業をおこなっています。手作業で

余分な枝を切り落とし、切ったも

のは木の根元に重ねて置きます。

こうすることで見た目がきれいな

だけでなく、生きものの住処にも

なるのです。

わたしたちの活動風景

チョウの調査 西教生（本学非常勤講師）＝写真

春から秋にかけてビオトープにやってくるチョウの種類と数を調べる調

査をおこないました。

オオチャバネセセリ

茶色の翅にところどころ白

い斑点がついている。７月

11 日に 1匹のみ観察された

ツバメシジミ

白い翅に黒い斑点。翅のふ

ちには部分的にオレンジ色

がついている。日当りのよ

い草地に住む

オオミスジ

各地で減少傾向にあるチョ

ウだが、調査中は２度観察

できた。黒い翅に白の横縞

の模様が特徴的

ヤマトシジミ

薄い茶色の翅の先には、黒

の斑点が規則的に並んでい

る。調査中にもっとも多く

観察された

プラムを植樹する

ヒャクニチソウを植える 手のこぎりで剪定をする

タイトル写真：黒い斑点が特徴のヒメウラナミジャノメ。ビオトープ内でよく見ることができる
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そ
こ
は
洋
食
の
レ
ス
ト
ラ
ン
。

私
は
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
働
い
て
い
て
、
マ
ス
タ
ー
や
お
客
さ
ん
の
人
柄
に
惹
か
れ
た
。

そ
ん
な
魅
力
的
な
人
々
が
集
ま
る
「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
と
い
う
場
所
は
、
働
く
人
、

訪
れ
る
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

前
編
で
は
、マ
ス
タ
ー
に
と
っ
て
の
「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
と
は
な
に
か
お
話
を
う
か
が
う
。

「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
と
い
う
場
所

加
藤
萌
香
（
初
等
教
育
学
科
2
年
）=

文
・
写
真

　

お
か
じ
ま
食
品
館
の
向
か
い
に
あ
る
道
を
通
る

と
、
ふ
わ
り
と
香
っ
て
く
る
お
腹
が
す
く
匂
い
に
思

わ
ず
そ
の
出
所
を
探
し
て
し
ま
う
。

　
薄
黄
色
の
外
壁
に
、
木
製
の
扉
。
扉
を
引
く
と
カ

ラ
ン
と
鈴
の
音
が
な
り
、
目
の
前
に
広
が
る
の
は
レ

ト
ロ
な
雰
囲
気
の
店
内
。
長
く
使
用
し
て
い
る
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
、
こ
げ
茶
色
を
基
調
と
し
た
椅
子

と
机
、
薄
い
灰
色
の
壁
は
上
か
ら
降
り
注
ぐ
ラ
イ
ト

の
光
で
暖
か
み
の
あ
る
ク
リ
ー
ム
色
に
見
え
る
。
重

厚
な
趣
き
の
あ
る
よ
う
す
に
一
瞬
か
し
こ
ま
っ
て
し

ま
う
け
れ
ど
、
奥
か
ら
聞
こ
え
る
マ
ス
タ
ー
の
「
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
い
う
明
る
く
て
気
取
ら
な
い

声
に
安
心
す
る
。
夕
方
に
な
る
と
、
店
内
は
橙
色
の

ラ
イ
ト
が
際
立
ち
、穏
や
か
な
雰
囲
気
へ
と
変
わ
る
。

前編
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「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
を
営
む
中な

か
む
ら村
圭け
い
じ二
さ
ん

（
52
）
は
、
マ
ス
タ
ー
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
お
り
、

お
店
に
出
す
料
理
は
仕
込
み
か
ら
調
理
ま
で
す
べ
て

一
人
で
な
さ
っ
て
い
る
。
今
の
経
営
者
は
マ
ス
タ
ー

だ
が
、「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
自
体
は
マ
ス
タ
ー
が

経
営
す
る
前
か
ら
あ
り
、
か
つ
て
は
ご
自
身
も
こ
の

お
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
さ
れ
て
い
た
。大
学
卒
業
後
、

会
社
勤
め
を
し
て
い
た
あ
る
と
き
、
当
時
経
営
し
て

い
た
か
た
が
お
店
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
マ
ス

タ
ー
に
譲
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
ど
う
し
て
「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
を
継
ぐ
こ
と
に

し
た
の
か
。
お
店
を
継
い
だ
理
由
に
は
、
も
と
も
と

料
理
な
ど
を
作
る
こ
と
が
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち
が

大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
う
。

　
お
店
を
継
い
で
か
ら
の
３
ヶ
月
ほ
ど
は
、
余
裕
が

な
く
現
在
よ
り
も
忙
し
く
感
じ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
に

比
べ
て
今
は
仕
事
が
身
に
付
き
、
余
裕
が
も
て
る
よ
う

に
な
っ
た
、
と
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
す
は
過
去
の
自
分
を

懐
か
し
む
よ
う
だ
っ
た
。
今
で
は
忙
し
い
と
き
で
も

お
客
さ
ん
と
会
話
を
し
な
が
ら
調
理
を
し
た
り
、
ア

ル
バ
イ
ト
の
し
て
い
る
作
業
ま
で
把
握
し
て
い
た

り
、
自
分
以
外
の
こ
と
に
ま
で
気
を
配
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
よ
う
す
を
見
て
い
る
私
か
ら
す
る
と
、
余
裕

が
な
か
っ
た
と
い
う
当
時
の
よ
う
す
は
想
像
し
に
く

か
っ
た
。

 

自
分
の
信
じ
る
「
美
味
し
い
」 

　
働
い
て
い
て
、
こ
こ
の
料
理
は
美
味
し
い
か
ら
紹

介
し
た
い
、
と
友
人
や
恋
人
と
一
緒
に
来
る
か
た
、

美
味
し
い
と
噂
を
聞
い
て
遠
方
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
た
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
帰
る
と
き
に
は
み
な

「
美
味
し
か
っ
た
」
と
満
足
し
た
表
情
を
し
て
い
る

か
ら
、
料
理
を
作
っ
て
い
な
い
私
ま
で
誇
ら
し
く
な

る
。
マ
ス
タ
ー
が
作
る
料
理
は
、
思
わ
ず
だ
れ
か
に

教
え
た
く
な
る
よ
う
な
味
な
の
だ
。

　
こ
の
味
は
ど
う
や
っ
て
見
つ
け
た
の
か
、
厨
房
に
立

つ
マ
ス
タ
ー
に
尋
ね
た
。
す
る
と
、
味
を
決
め
る
と
き

基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
自
分
が
食

べ
て
き
た
も
の
か
ら
学
ん
で
き
た
味
だ
と
い
う
。
そ

の
な
か
か
ら
、「
美
味
し
い
」
と
思
っ
た
味
を
お
客
さ

ん
に
出
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

　
お
店
に
来
る
お
客
さ
ん
は
子
ど
も
か
ら
お
年
を
召

し
た
か
た
ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
。
ど
う
や
っ
た
ら
自
分

の
味
が
幅
広
い
年
齢
の
か
た
に
美
味
し
い
と
思
っ
て

も
ら
え
る
味
に
な
る
の
か
、
さ
ら
に
お
客
さ
ん
の
よ

う
す
か
ら
学
ん
だ
そ
う
。
口
に
出
さ
な
く
て
も
美
味

し
い
料
理
は
残
さ
ず
食
べ
る
も
の
。
食
べ
終
わ
っ
た

お
皿
を
見
れ
ば
、
そ
の
人
が
満
足
し
て
く
れ
た
の
か

分
か
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
マ
ス
タ
ー
が
今
ま
で
に

美
味
し
い
と
感
じ
て
き
た
味
が
、「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌

倉
」
の
味
を
支
え
て
い
る
。

 

相
手
を
認
め
る
と
い
う
こ
と 

　

　
こ
の
お
店
で
は
お
客
さ
ん
と
マ
ス
タ
ー
の
あ
い
だ

に
多
く
の
会
話
が
あ
る
。
な
か
で
も
常
連
さ
ん
と
は

話
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
内
容
は
、
共
通
の
趣

味
や
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
だ
。

　
私
は
お
客
さ
ん
相
手
と
考
え
る
と
、
相
手
に
好
意

を
も
っ
て
も
ら
お
う
と
自
分
の
本
心
と
は
違
う
こ
と

を
言
っ
て
し
ま
う
と
き
が
あ
る
。し
か
し
、マ
ス
タ
ー

は
お
客
さ
ん
と
話
す
さ
い
、
す
べ
て
本
音
で
話
し
て

い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
と
て
も
勇
気
が
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
心
が
け
よ
う
と
思
っ
て
も
簡
単
に
で
き
る
こ

と
で
は
な
い
。



no.84 Mar. 2015 32

「レストラン鎌倉」創業以来、ずっと使われてきたメニュー

表。今日はなにを食べようか、その楽しみがこのなかに

つまっている

　

マ
ス
タ
ー
に
お
客
さ
ん
と
本
音
で
接
す
る
理
由
を

う
か
が
う
と
、「
本
音
じ
ゃ
な
い
と
相
手
を
認
め
ら
れ

な
い
気
が
す
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
自
分
が
感
じ

た
通
り
に
、
思
っ
た
通
り
に
接
し
た
ほ
う
が
間
違
い

が
な
い
、
と
カ
ウ
ン
タ
ー
で
腕
を
組
み
、
堂
々
と
し

た
よ
う
す
で
話
し
て
く
だ
さ
る
。
嘘
の
気
持
ち
を
重

ね
て
い
っ
て
も
い
ず
れ
は
ぽ
ろ
っ
と
本
音
が
出
て
き

て
し
ま
う
。
そ
の
本
音
が
相
手
を
傷
付
け
る
も
の

だ
っ
た
ら
、
今
ま
で
築
い
て
き
た
関
係
は
崩
れ
る
だ

ろ
う
。だ
か
ら
本
音
で
い
た
ほ
う
が
間
違
い
が
な
い
と
、

言
葉
を
選
び
出
す
よ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
は

相
手
と
本
気
で
向
き
合
う
と
い
う
意
味
だ
。

　
常
連
さ
ん
は
、
食
事
を
し
に
来
る
と
い
う
こ
と
も

あ
る
が
、
マ
ス
タ
ー
と
話
を
し
た
く
て
来
る
と
い
う

か
た
も
多
い
よ
う
に
見
え
る
。
お
客
さ
ん
が
と
き
お

り
漏
ら
す
、
ち
ょ
っ
と
し
た
弱
音
や
、
嬉
し
そ
う
に

ほ
お
を
緩
ま
せ
て
話
す
う
ち
わ
の
話
か
ら
、
マ
ス

タ
ー
に
心
を
許
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
マ
ス

タ
ー
自
身
が
本
音
で
話
す
か
ら
こ
そ
安
心
し
て
、
お

客
さ
ん
も
本
音
で
話
そ
う
と
思
え
る
の
だ
ろ
う
。「
本

音
で
話
し
て
い
ま
す
」
な
ん
て
、
口
に
出
し
て
言
わ

な
く
て
も
自
然
と
伝
わ
る
も
の
な
の
だ
。
マ
ス
タ
ー

は
相
手
の
話
に
関
心
を
も
ち
、聞
こ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
す
か
ら
相
手
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
か
た
な
の
だ
と
感
じ
た
。
そ
の
人
柄
が
お

客
さ
ん
の
お
店
で
過
ご
す
時
間
を
い
っ
そ
う
楽
し
い

も
の
に
し
て
い
る
の
だ
。

 

こ
の
場
所
は 　

　
最
後
に
、
マ
ス
タ
ー
に
と
っ
て
常
連
さ
ん
が
た
は

ど
う
い
う
存
在
な
の
か
う
か
が
う
と
、

「（
自
分
に
と
っ
て
）
人
間
的
に
成
長
で
き
る
お
客
さ

ん
が
常
連
さ
ん
に
多
い
の
か
な
」

自
分
で
も
気
が
付
か
な
か
っ
た
け
ど
、
と
付
け
加
え
て

今
ま
で
を
振
り
返
る
よ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」
と
い
う
場
所
は
マ
ス
タ
ー
に

と
っ
て
、
日
々
の
何
気
な
い
会
話
か
ら
相
手
の
価
値
観

や
考
え
か
た
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
な
の
だ
ろ

う
。
そ
の
う
ち
に
自
分
の
な
か
に
は
な
か
っ
た
新
し

い
捉
え
か
た
を
見
つ
け
た
り
、
自
分
の
な
か
に
も
と

も
と
あ
っ
た
気
持
ち
を
再
確
認
で
き
た
り
す
る
の
だ

と
マ
ス
タ
ー
の
言
葉
か
ら
感
じ
ら
れ
た
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
、
働
く
側
と
し
て
お
店
に
関

わ
っ
て
い
る
私
も
、
こ
の
場
所
に
訪
れ
た
お
客
さ
ん

と
新
し
い
価
値
観
を
分
か
ち
合
え
る
一
人
な
の
か
も

し
れ
な
い
と
気
が
付
い
た
。
す
る
と
、
自
然
と
お
客

さ
ん
の
も
つ
考
え
や
言
葉
を
知
れ
る
こ
と
を
も
っ
と

大
切
に
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。　

「
レ
ス
ト
ラ
ン
鎌
倉
」

住
所

　山
梨
県
都
留
市
上
谷
5
ー

9
ー

15

℡

　

0554- 45- 1131

定
休
日

　木
曜
日

営
業
時
間

　11
時
〜
22
時
（
21
時
半
オ
ー
ダ
ー
ス
ト
ッ
プ
）
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センサーカメラが
写した動物たち

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真

本学フィールド・ミュージアムでは、キャ

ンパス周辺のフィールドで赤外線カメラ

を利用した動物の調査をしています。

ホンリス二

地上にいるニホンリスが撮影されました。こ

の時期になると、オニグルミの実をどこか土

中に埋め「貯
ちょしょく

食」したのではないかとその痕

跡を探したくなります

［2014 年 11 月 2 日］

ノシシイ

鼻先をつかって地面を掘るイノシシの姿が撮

影されました。秋口の活動は活発でしたが、

冬が深まるにつれ撮影回数は減りました

［2014 年 11 月 2 日］

［2014 年 11 月 5 日］

ンテ

すっかり黄金色の冬毛に生え替わったテン。

倒木上や道上など目立つ場所で種子や小動物

の骨などが混じったテンの糞を見かけます

ホンジカ二

センサーカメラでもっとも頻繁に撮影されて

います。撮影されたオスは角が枝分かれして

いないため、比較的若い個体と思われます

［2014 年 12 月 1 日］

ナグマア

本学の自然科学棟脇の側溝でアナグマが撮影

されました。側溝は人目にもつきにくいため、

動物たちの移動に一役買っているようです

［2014年11月15日］
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ウメの花

ウグイス。都留市の市の鳥でもある

　
１
年
を
24
等
分
し
、
季
節
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
が

二に
じ
ゅ
う
し
せ
っ
き

十
四
節
気
で
す
。
さ
ら
に
細
か
く
、
１
年
を
72
に

わ
け
た
の
が
七し

ち
じ
ゅ
う
に
こ
う

十
二
候
で
す
。
１
つ
の
節
気
に
は

七
十
二
候
の
初し

ょ
こ
う候

、
次じ

こ
う候

、
末ま

っ
こ
う候

の
３
つ
が
入
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
旧
暦
は
、「
立
春
」
や
「
夏
至
」
な

ど
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
の
ほ
か
に
、「
楓
蔦
黄
」（
も

み
じ
つ
た
き
な
り
）
や
「
熊
蟄
穴
」（
く
ま
あ
な
に

こ
も
る
）
と
い
っ
た
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
も
の
も

あ
り
ま
す
。「
楓
蔦
黄
」
は
平
地
の
カ
エ
デ
類
や
ツ

タ
が
色
づ
く
こ
ろ
で
、
11
月
上
旬
に
あ
た
り
ま
す
。

「
熊
蟄
穴
」
は
ク
マ
が
冬
眠
の
た
め
に
穴
に
入
る
こ

ろ
で
、
12
月
中
旬
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
二
十
四
節
気
と
七
十
二
候
が
表
現
す
る
、

春
の
生
き
も
の
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

季
節
の
始
ま
り

　

旧
暦
の
季
節
は
春
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
立
春
」

を
過
ぎ
て
も
ま
だ
寒
い
日
が
続
き
ま
す
し
、
雪
も
降

り
ま
す
。
２
月
上
旬
に
は
「
立
春
」
の
次
候
に
「
黄

鶯

睆
」（
う
ぐ
い
す
な
く
）
が
来
る
も
の
の
、
こ

の
時
期
に
ウ
グ
イ
ス
の
さ
え
ず
り
が
聞
か
れ
る
の
は

西
日
本
な
ど
の
温
暖
な
地
域
だ
け
で
す
。
都
留
市
で

は
２
月
下
旬
か
ら
３
月
上
旬
に
か
け
て
、
ウ
グ
イ
ス

の
初
鳴
き
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
山
や
河
川
敷
か
ら
ウ

グ
イ
ス
の
さ
え
ず
り
が
聞
こ
え
て
く
る
の
は
嬉
し
い

も
の
で
す
。
ど
ん
な
に
寒
く
て
も
、
わ
た
く
し
は
こ

の
こ
ろ
が
一
番
、
春
が
来
た
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。

　

厳
冬
期
に
山
地
帯
で
鳥
の
調
査
を
し
て
い
ま
す

と
、
１
月
中
旬
以
降
は
さ
え
ず
り
が
多
く
な
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
林
床
は
雪
に
被
わ
れ
、
木
々
は
ま

だ
芽
吹
い
て
い
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
時
期
で
も
、
ヒ
ガ

ラ
や
ゴ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
キ
バ
シ
リ
な
ど
は
よ
く
さ
え

ず
っ
て
い
ま
す
。「
冬
至
」
を
過
ぎ
る
と
日
の
出
の

時
間
が
徐
々
に
早
く
な
り
ま
す
か
ら
、
彼
ら
は
こ
う

し
た
季
節
の
変
化
を
敏
感
に
感
知
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　
２
月
中
旬
に
な
る
と
ウ
メ
が
開
花
し
、
花
の
蜜
を

求
め
て
メ
ジ
ロ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
が
飛
来
し
ま
す
。
ウ
メ

旧暦に登場する
　　　春の生きもの
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。

第 27回

西教生（本学非常勤講師）＝文・写真

加藤萌香（初等教育学科 2年）＝イラスト
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※生きものは地域や地形などによって、出現や開花の時期が異なる場合がありますので、必ずしも全国的な傾向を示すものではありません。

萼筒がちぎられた
ソメイヨシノ

巣に巣材を運び込むスズメ

の
花
は
香
り
が
よ
い
の
で
、
持
ち
主
に
許
可
を
も

ら
っ
て
枝
を
少
し
い
た
だ
き
、
春
を
持
ち
帰
る
楽
し

み
が
あ
り
ま
す
。
日
当
た
り
の
い
い
場
所
で
は
、
フ

キ
ノ
ト
ウ
（
フ
キ
の
花
茎
）
も
地
面
か
ら
顔
を
出
し

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ス
ズ
メ
の
巣

　
３
月
上
旬
の
「
啓け

い
ち
つ蟄

」
は
、
土
の
な
か
の
虫
が
動

き
始
め
る
こ
ろ
で
す
。
ク
ロ
ヤ
マ
ア
リ
は
２
月
中
旬

に
は
地
上
に
出
て
く
る
も
の
が
い
ま
す
が
、
昆
虫
の

活
動
が
活
発
に
な
る
の
は
３
月
に
入
っ
て
か
ら
。
明

る
い
山
道
で
テ
ン
グ
チ
ョ
ウ
や
ミ
ヤ
マ
セ
セ
リ
、
ビ

ロ
ー
ド
ツ
リ
ア
ブ
が
見
ら
れ
ま
す
。
ア
ブ
ラ
チ
ャ
ン

や
ダ
ン
コ
ウ
バ
イ
の
花
も
咲
き
、
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル

の
産
卵
が
始
ま
り
ま
す
。

　
「
啓
蟄
」
の
次
候
は
３
月
中
旬
の
「
桃
始
笑
」（
も

も
は
じ
め
て
わ
ら
う
）
で
、
モ
モ
の
花
が
咲
き
始
め

る
こ
ろ
で
す
。
じ
っ
さ
い
、
中
屋
敷
フ
ィ
ー
ル
ド
に

あ
っ
た
モ
モ
は
３
月
中
旬
に
開
花
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
概
ね
一
致
し
て
い
ま
す
。

　
「
春
分
」
の
初
候
は
「
雀
始
巣
」（
す
ず
め
は
じ
め

て
す
く
う
）
で
、
３
月
中
旬
か
ら
下
旬
で
す
。
ス
ズ

メ
が
巣
作
り
を
始
め
る
時
期
の
こ
と
で
す
が
、
ス
ズ

メ
の
巣
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
ど
の
く
ら
い
い
る

で
し
ょ
う
か
？ 

同
じ
よ
う
に
人
家
に
巣
を
作
る
ツ

バ
メ
と
は
違
い
、
ス
ズ
メ
の
巣
は
建
物
の
隙
間
な
ど

に
あ
る
た
め
、
巣
そ
の
も
の
が
見
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
建
物
の
隙
間
や
巣
箱
か
ら
巣
材

の
一
部
が
出
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ

に
ス
ズ
メ
が
巣
を
作
っ
て
い
る
と
わ
か
り
ま
す
。

蜜
を
盗
む

　
「
春
分
」
の
次
候
は
３
月
下
旬
の
「
桜
始
開
」（
さ

く
ら
は
じ
め
て
ひ
ら
く
）。
サ
ク
ラ
類
の
花
が
咲
き

始
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
い
ま
、
私
た
ち
の
身

近
に
あ
る
サ
ク
ラ
類
と
い
え
ば
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
で
、

学
校
や
市
区
町
村
な
ど
の
公
の
建
物
の
周
辺
に
よ
く

植
栽
さ
れ
て
い
ま
す
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
江
戸
末
期

春を告げるフクジュソウ

か
ら
明
治
初
期
に
作
ら
れ
た
園
芸
品
種
で
す
の
で
、

こ
こ
で
い
う
桜
は
在
来
種
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
だ
と
思
い

ま
す
。
花
期
や
分
布
域
を
考
え
て
も
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が

妥
当
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
メ
ジ
ロ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
の
蜜
を
よ
く
舐
め
に
来
ま
す
。
ス
ズ
メ
も
ソ
メ
イ

ヨ
シ
ノ
の
蜜
を
利
用
し
ま
す
が
、
ス
ズ
メ
の
場
合
は

萼が
く
と
う筒

（
い
わ
ゆ
る
花
び
ら
の
つ
け
根
）
の
と
こ
ろ
を

ち
ぎ
っ
て
蜜
を
舐
め
ま
す
。
こ
れ
を
盗と

う
み
つ蜜
と
呼
び
ま

す
。
ス
ズ
メ
が
盗
蜜
を
し
た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
花
は

地
面
に
落
ち
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
年
は
ぜ

ひ
、
盗
蜜
の
痕
跡
を
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
二
十
四
節
気
と
七
十
二
候
に
あ
る
春
の
生
き
も
の

を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
寒
く
厳
し
い
冬
が
終
わ
る

こ
ろ
、
鳥
の
さ
え
ず
り
や
昆
虫
の
出
現
、
ウ
メ
や
サ

ク
ラ
類
の
開
花
な
ど
春
を
告
げ
る
事
象
に
触
れ
る
の

は
嬉
し
い
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
春
を
待
ち
わ
び

る
心
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

フキノトウ
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遠藤先生のお庭。左がカキで、右がウメ。これらは 30 年前にご主人によって植

えられたものだ

南
條
新
（
初
等
教
育
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

キ
ウ
イ
ブ
ー
ム
と
戦
争
。
都
留
の
庭
に

つ
い
て
調
べ
た
ら
、
思
い
も
し
な
い
単

語
が
飛
び
出
し
た
。

都
留
お
庭
訪
問

　
大
学
の
周
り
を
歩
い
て
い
る
と
、
よ
く
キ
ウ
イ
の
木

を
目
に
す
る
。
ふ
つ
う
の
家
の
庭
に
植
え
ら
れ
て
い
た

り
、
空
き
地
に
生
え
て
い
た
り
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
何
か
理
由
が
あ
る
の
か
気
に
な
っ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
キ
ウ
イ
の
こ
と
を
先
輩
に
聞
い
て
み
た
。

す
る
と
、
キ
ウ
イ
ブ
ー
ム
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
先
輩
の
下
宿
先
で
あ
る
大お

お
ふ
ね

冨
祢
荘
の

大
家
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
ま
た
、

本
誌
で
何
度
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
遠
藤
先
生
こ

と
遠え

ん
ど
う藤

静し
ず
え江

さ
ん
（
82
）
は
、
実
の
な
る
木
が
戦
争

と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
そ
う
だ
。
実
の
な
る
木
が
植
え
ら
れ
た
理
由
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
で
、
都
留
の
昔
の
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
っ

て
遠
藤
先
生
と
、
大
冨
祢
荘
の
大
家
さ
ん
で
あ
る
小お

ま
た俣

陽あ
き
らさ

ん
（
83
）、
弘ひ

ろ
こ子

さ
ん
（
83
）
に
お
話
を
う
か
が

う
こ
と
に
し
た
。

子
ど
も
の
お
や
つ

　
１
月
18
日
、
ま
ず
は
遠
藤
先
生
に
戦
争
と
実
の
な
る

木
の
関
係
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。
遠
藤
先
生
が
子
ど

も
だ
っ
た
こ
ろ
、
都
留
で
は
す
で
に
、
ど
こ
の
家
の
庭

に
も
実
の
な
る
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
今
の
よ
う
に
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毎
日
白
い
ご
は
ん
が
食
べ
ら
れ
る
生
活
と
は
違
っ
て
、

戦
争
中
は
家
の
周
り
に
生
え
て
い
る
草
を
食
べ
る
こ

と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
く
ら

い
食
糧
が
不
足
し
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
自
分
の
家
に

実
の
な
る
木
を
植
え
て
、
子
ど
も
に
お
や
つ
と
し
て
食

べ
さ
せ
て
い
た
。

　
当
時
は
グ
ミ
や
ユ
ス
ラ
ウ
メ
と
い
う
実
の
な
る
木

が
都
留
の
庭
で
よ
く
見
ら
れ
た
け
れ
ど
、
今
は
そ
れ

ら
の
木
が
都
留
で
減
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
食
糧

不
足
が
改
善
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
実
の
な

る
木
を
植
え
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
遠
藤
先
生
は
お
っ
し
ゃ
る
。
た
し
か
に
今
は
お

店
に
行
け
ば
お
菓
子
が
売
ら
れ
て
い
て
、
低
価
格
で

手
に
入
る
。
ま
た
実
の
な
る
木
は
、
庭
に
あ
る
以
上

剪せ
ん
て
い定

を
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
植
え
た
ま

ま
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
お
く
と
、
木
が
枯
れ
た
り

腐
っ
た
り
し
て
実
が
と
れ
な
く
な
る
。そ
う
や
っ
て
、

当
時
多
く
見
ら
れ
て
い
た
グ
ミ
な
ど
の
木
は
減
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
。

キ
ウ
イ
ブ
ー
ム

　

１
月
31
日
、
今
度
は
キ
ウ
イ
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
、

小
俣
さ
ん
ご
夫
妻
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
キ
ウ
イ

が
流
行
し
始
め
た
の
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
。
そ
ん

な
に
昔
の
話
で
は
な
い
と
陽
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。

ブ
ー
ム
に
な
っ
た
理
由
と
思
わ
れ
る
の
は
、
当
時
卵

の
よ
う
な
楕
円
形
で
表
面
に
茶
色
の
短
い
毛
が
生
え

て
い
る
キ
ウ
イ
の
実
の
見
た
目
が
目
新
し
か
っ
た
こ

と
だ
と
い
う
。
私
も
キ
ウ
イ
の
実
の
見
た
目
に
惹
か

れ
る
。
あ
の
産
毛
の
よ
う
な
も
の
を
つ
い
触
り
た
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

陽
さ
ん
は
、
大
冨
祢
荘
だ
け
で
は
な
く
ご
自
宅

の
お
庭
で
も
、
実
の
な
る
木
を
育
て
て
い
る
と
い

う
。
大
家
さ
ん
た
ち
は
実
の
な
る
木
の
種
を
手
に
入

れ
て
か
ら
育
て
る
ま
で
の
話
を
、
事
細
か
に
話
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
木
を
植
え
た
の

か
を
う
か
が
う
と
、
土
地
が
余
っ
て
い
て
困
っ
て
い

た
か
ら
と
陽
さ
ん
。
余
っ
た
土
地
を
利
用
し
た
か
っ

た
と
い
う
。
最
初
は
何
か
を
作
っ
て
売
り
物
に
し
よ

う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
と
か
。
今
は
大
冨
祢
荘
に
下

宿
し
て
い
る
学
生
に
た
だ
で
分
け
る
こ
と
も
あ
る
そ

う
だ
。
ま
た
、
都
留
の
土
地
は
果
物
作
り
に
は
向
い

て
い
な
い
ら
し
く
、
育
て
る
の
が
大
変
だ
と
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
。

　
実
の
な
る
庭
木
を
植
え
た
理
由
を
た
ず
ね
る
こ
と

か
ら
始
ま
っ
て
、
戦
争
中
の
生
活
や
都
留
の
土
地
に

つ
い
て
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
は
実
の
な
る
木
が
、
庭
と
い
う
人
の
暮

ら
し
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
家
の
人
と
一
緒
に
暮

ら
し
て
き
た
か
ら
だ
と
思
う
。

　

実
の
な
る
木
は
、
そ
の
木
を
植
え
た
人
や
育
て

た
人
、
実
を
食
べ
た
人
た
ち
と
思
い
出
を
作
っ
て

い
く
、
そ
の
家
の
庭
に
住
む
家
族
の
よ
う
な
存
在

だ
と
思
っ
た
。

大冨祢荘のキウイ。ブドウのように棚を使って育てる
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死
体
を
扱
う

　
仮
は
く
製
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
、
以
前
に
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
先
輩

か
ら
、
見
学
前
日
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
「
死
体
を
扱

う
」と
い
う
言
葉
だ
。
先
輩
は「
初
め
て
死
体
を
触
っ

た
と
き
は
こ
わ
か
っ
た
」「
メ
ス
を
扱
え
る
か
不
安

だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
。
私
は
、
仮
は
く
製
づ
く

り
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
し
、
分
か
ら
な
い
こ
と

ば
か
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、「
死
体
」「
メ
ス
」
と
い

う
言
葉
が
具
体
性
を
も
た
せ
て
く
れ
て
、
少
し
考
え

た
だ
け
で
、
た
く
さ
ん
の
疑
問
が
あ
ふ
れ
て
き
た
。

ど
ん
な
鳥
を
仮
は
く
製
に
す
る
の
か
、
ど
こ
か
ら
メ

ス
を
入
れ
る
の
か
、
鳥
は
柔
ら
か
い
の
か
、
血
は
出

る
の
か
、
虫
が
出
て
こ
な
い
か
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、

死
体
や
道
具
の
扱
い
に
対
す
る
不
安
は
あ
る
。
し
か

し
、
初
め
て
の
仮
は
く
製
づ
く
り
が
楽
し
み
で
、
わ

く
わ
く
し
な
が
ら
眠
り
に
つ
い
た
。

仮
は
く
製
づ
く
り
を
見
学

　

仮
は
く
製
づ
く
り
は
、
本
学
非
常
勤
講
師
の
西に

し

教の
り
お生

さ
ん
が
指
導
し
て
く
だ
さ
る
。
1
月
30
日
、
教

室
へ
着
く
と
す
で
に
鳥
の
体
長
や
体
重
の
計
測
が
済

み
、
西
さ
ん
が
ハ
サ
ミ
を
使
っ
て
脚
の
関
節
を
外
す

作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　
今
回
仮
は
く
製
に
す
る
の
は
、
体
長
30
セ
ン
チ
ほ

ど
の
オ
オ
バ
ン
。
オ
オ
バ
ン
は
水
鳥
な
の
で
、
水
か

き
が
発
達
し
て
い
て
足
の
指
が
と
て
も
立
派
だ
。
し

か
し
、
関
節
を
外
す
と
脚
は
だ
ら
ん
と
力
が
な
く

な
っ
て
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
の
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
な

く
な
っ
た
。
私
は
授
業
が
あ
っ
た
の
で
作
業
の
途
中

で
退
室
し
た
。
午
後
再
び
教
室
へ
行
く
と
、
オ
オ
バ

ン
の
仮
は
く
製
は
完
成
し
た
よ
う
で
、
新
聞
紙
に
く

る
ま
れ
て
い
た
。　

　
見
学
を
し
て
、
仮
は
く
製
の
つ
く
り
か
た
や
道
具

の
扱
い
か
た
、
オ
オ
バ
ン
の
体
の
特
徴
、
外
見
か
ら

だ
け
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
部
の
構
造
を
以

前
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

キ
ビ
タ
キ
の
仮
は
く
製
を
つ
く
る

　
見
学
を
し
た
１
週
間
後
、
自
分
で
じ
っ
さ
い
に
仮

は
く
製
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
西
さ
ん
か
ら
受

け
取
っ
た
キ
ビ
タ
キ
は
10
セ
ン
チ
ほ
ど
で
、
手
の
ひ

ら
に
す
っ
ぽ
り
と
収
ま
る
。
キ
ビ
タ
キ
の
首
は
、
大

キビタキは頭から尾羽までは黒いが、腹の部分は白っぽ

いところと、わずかに黄色味がかっているところがある

『フィールド・ノート』の編集室の冷凍庫には鳥の死

体が保存されている。

その鳥たちを仮はく製にするという話を聞いたのは、

12 月のこと。そのときは、仮はく製づくりを見る機

会なんて、めったにないことだから見学したいと思う

程度だった。

仮はく 生きている製は



39

切
に
扱
わ
な
け
れ
ば
取
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
く
ら
い

安
定
し
な
い
。
ゴ
ム
手
袋
を
し
た
私
の
両
手
は
自
然

と
水
を
す
く
う
と
き
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
た
。
そ

れ
を
慎
重
に
机
の
上
に
置
い
て
、
羽
を
か
き
わ
け
て

胸
か
ら
尻
へ
腹
を
切
っ
て
い
く
。
初
め
て
扱
う
メ
ス

は
、
力
加
減
が
難
し
く
、
力
を
入
れ
す
ぎ
て
身
ま
で

傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
。

　
つ
ぎ
は
脚
の
関
節
を
外
す
。
キ
ビ
タ
キ
の
脚
は
オ

オ
バ
ン
よ
り
も
ず
っ
と
細
く
、
肉
が
ほ
と
ん
ど
つ
い

て
い
な
い
の
で
、
ハ
サ
ミ
を
使
わ
な
く
て
も
簡
単
に

外
れ
て
し
ま
う
。
キ
ビ
タ
キ
の
皮
は
か
な
り
薄
い
た

め
、
皮
を
身
か
ら
は
ぐ
と
き
は
、
破
れ
な
い
よ
う
に

慎
重
に
は
が
し
て
い
っ
た
。
ハ
サ
ミ
で
首
を
切
る
と

き
、
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
キ
ビ
タ
キ
の
三

日
月
型
の
目
が
視
界
に
入
っ
た
。
私
は
心
の
な
か
で

「
ご
め
ん
な
さ
い
！
」
と
言
っ
て
か
ら
、
ひ
と
思
い

に
切
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
脳
を
綿
棒
で
か
き
出
し
、

目
玉
を
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
引
き
抜
く
。
目
に
は
丸
め
た

綿
を
つ
め
た
。

　

脳
と
目
玉
を
取
っ
た
ら
、
裏
返
し
に
し
た
頭
を

も
と
に
戻
す
の
だ
が
、
こ
こ
が
難
し
い
。
皮
を
破

か
な
い
よ
う
に
少
し
ず
つ
慎
重
に
、
内
側
を
引
っ

張
り
な
が
ら
も
と
に
戻
し
て
い
く
が
、
途
中
で
も

ど
か
し
く
な
っ
て
、
強
引
に
引
く
と
皮
が
大
き
く

破
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
ま
で
て
い
ね
い
に
や
っ

て
き
た
の
で
、
皮
が
破
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
と
て

も
残
念
だ
。

　

目
に
綿
が
つ
め
ら
れ
た
キ
ビ
タ
キ
は
表
情
が
な

く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
無
表
情
さ
が
皮
を
破
い
た
私

を
恨
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
で
も
、
精

一
杯
き
れ
い
に
し
て
や
り
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
オ

キ
シ
ド
ー
ル
で
羽
に
つ
い
た
血
を
取
り
、
ド
ラ
イ

ヤ
ー
で
乾
か
す
。
そ
の
作
業
を
し
て
い
る
と
、
も
う

す
ぐ
キ
ビ
タ
キ
の
仮
は
く
製
づ
く
り
が
終
わ
っ
て
し

ま
う
の
だ
と
思
っ
て
、
寂
し
く
な
っ
た
。

　
初
め
て
つ
く
っ
た
仮
は
く
製
は
、
き
れ
い
と
は
言

い
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
キ
ビ
タ
キ
に

は
申
し
訳
な
く
思
う
。
そ
れ
で
も
、
私
は
自
分
の
手

で
つ
く
っ
た
キ
ビ
タ
キ
の
仮
は
く
製
に
愛
着
を
感
じ

て
い
る
。

　
キ
ビ
タ
キ
に
と
っ
て
は
仮
は
く
製
に
な
る
こ
と
が

第
二
の
人
生
だ
。
仮
は
く
製
の
キ
ビ
タ
キ
は
、
新
た

に
「
仮
は
く
製
」
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
て
生
き

て
い
る
。
仮
は
く
製
づ
く
り
は
、
た
だ
つ
く
る
だ
け

の
作
業
な
の
で
は
な
く
、
死
ん
だ
生
き
も
の
に
再
び

役
割
を
与
え
る
、
命
を
吹
き
込
む
作
業
な
の
だ
。

取り出した中身の大きさは、単一電池よりひ

とまわり小さいくらい

綿を巻きつけた竹串を、中身があったところにい

れて、切り開いてある部分を縫い合わせていく

今
村
遥
香
（
社
会
学
科
1
年
）
＝
文
・
写
真

南
條
新
（
初
等
教
育
学
科
1
年
）
＝
写
真
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小俣渓和 (社会学科１年）＝文・写真

ふだん何気なく撮り続けていた写真。

今回初めて星空の写真を撮ることに挑戦してみると

今まで見えなかったものが見えてきた。

1月 28 日、初めて星の撮影に成功したときの１枚

き
っ
か
け
は
、
12
月
14
日
に
ふ
た
ご
座
流
星
群
が

見
ら
れ
る
と
い
う
情
報
だ
っ
た
。
も
と
も
と
星
空
の

観
察
に
深
く
興
味
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
、
観
察
に
行
っ
た
の
は
「
せ
っ
か
く
流
星
群

が
見
ら
れ
る
の
だ
か
ら
」
と
い
う
思
い
つ
き
の
行
動

だ
。
21
時
か
ら
22
時
が
流
れ
星
を
一
番
多
く
観
測
で

き
る
と
い
う
情
報
を
も
と
に
、
そ
の
時
間
に
合
わ
せ

て
う
ぐ
い
す
ホ
ー
ル
の
駐
車
場
付
近
で
観
察
す
る
こ

と
に
決
め
た
。
う
ぐ
い
す
ホ
ー
ル
近
く
は
街
灯
も
少

な
く
、
町
の
明
か
り
も
影
響
し
に
く
い
の
で
星
が

は
っ
き
り
と
見
え
る
の
だ
。

流
星
群

　

外
は
コ
ー
ト
を
着
て
い
て
も
震
え
る
ほ
ど
寒
い
。

し
ば
ら
く
我
慢
し
て
立
っ
た
ま
ま
空
を
眺
め
て
み

る
。
流
星
群
と
い
っ
て
も
そ
ん
な
に
流
れ
星
が
見
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
空
を

見
上
げ
て
い
る
と
一
つ
流
れ
た
あ
と
、
１
分
も
し
な

い
う
ち
に
ま
た
別
の
星
が
流
れ
る
。
た
く
さ
ん
の
流

れ
星
が
見
ら
れ
る
と
わ
か
る
と
、「
も
っ
と
見
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
体
が
温
か
く
な
っ
て
く

る
。
も
っ
と
広
い
範
囲
の
夜
空
を
見
上
げ
た
く
な
っ

て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
横
に
な
っ
た
。
背
中
に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
冷
た
さ
が
伝
わ
っ
て
さ
ら
に
寒
い

け
れ
ど
、
火
照
っ
た
体
が
冷
や
さ
れ
て
な
ん
だ
か
心

地
よ
い
。
見
上
げ
た
空
の
端
っ
こ
の
ほ
う
で
周
り
の

星
よ
り
ち
ょ
っ
と
強
い
光
が
パ
ッ
と
現
れ
て
空
を

走
っ
て
い
く
。
強
い
光
で
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
る
よ
う

に
流
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
小
さ
な
光
が
す
ば
や
く

横
切
っ
て
い
く
も
の
も
あ
っ
た
。
流
れ
か
た
に
違
い

が
あ
る
の
だ
と
気
づ
く
と
、「
も
っ
と
そ
の
違
い
を

じ
っ
く
り
観
察
し
た
い
」
と
空
を
眺
め
る
こ
と
に
夢

中
に
な
っ
て
い
た
。

星
空
を
撮
り
に

　
そ
の
日
を
境
に
星
空
を
眺
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
写
真
を
撮
る
の
が
好
き
な

私
は
、
星
空
を
写
真
に
収
め
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
撮
影
の
チ
ャ
ン
ス
を
う
か
が
っ
て
い

た
が
天
気
に
恵
ま
れ
ず
、
な
か
な
か
い
い
夜
が
訪
れ

な
い
。
早
く
撮
り
た
い
と
思
い
な
が
ら
待
っ
て
い
る

と
、
や
っ
と
そ
の
日
が
や
っ
て
き
た
。

　

１
月
16
日
、
空
を
見
る
と
雲
一
つ
な
い
。
前
日
ま

で
の
天
気
の
悪
さ
が
嘘
の
よ
う
に
、
空
が
澄
み
渡
っ

て
い
る
。「
待
っ
た
か
い
が
あ
っ
た
」
と
弾
ん
だ
気
持

ち
で
写
真
を
撮
り
に
向
か
っ
た
。
流
星
群
を
観
察
し

た
と
こ
ろ
と
同
じ
場
所
に
カ
メ
ラ
を
セ
ッ
ト
す
る
。

試
し
に
1
枚
撮
っ
て
み
た
が
真
っ
暗
で
う
ま
く
映
ら

星空が教えてくれたこと



41

2 月 19 日、うぐいすホール駐車場付近で撮った連続写真。３分ごとの写真を 2時間半ぶん合成した

（カメラ「Canon EosKiss X4. F14.ISO3200」）

な
い
。
設
定
を
変
え
な
が
ら
何
枚
撮
っ
て
み
て
も
、

だ
め
だ
っ
た
。
星
空
の
写
真
を
撮
る
こ
と
は
思
っ
て

い
た
よ
り
も
難
し
い
。
悔
し
さ
か
ら
星
空
を
写
真
に

収
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
さ
ら
に
強
く
な
っ
た
。

　
1
月
28
日
に
今
度
こ
そ
星
空
を
撮
ろ
う
と
、
う
ぐ

い
す
ホ
ー
ル
へ
向
か
っ
た
。
星
空
を
撮
る
の
に
ち
ょ

う
ど
い
い
設
定
に
カ
メ
ラ
を
調
整
し
て
お
い
た
の

で
、
あ
と
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
開
け
て
お
く
時
間
を
調

節
す
る
だ
け
だ
。
前
回
失
敗
し
た
と
き
は
１
分
半
に

設
定
し
て
暗
か
っ
た
の
で
、
今
回
は
も
っ
と
多
く
の

光
を
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
3
分
間
で
撮
っ
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
撮
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
不
安
に
な
り
な
が
ら
待
つ
。
ド
キ
ド
キ
し
て
落

ち
着
か
な
い
け
れ
ど
撮
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
確
認
も

で
き
な
い
。気
持
ち
を
抑
え
な
が
ら
待
っ
て
い
る
と
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
が
切
れ
る
音
が
し
た
。写
真
を
見
る
と
、

さ
っ
き
ま
で
空
で
光
っ
て
い
た
星
た
ち
が
光
の
線
に

な
っ
て
現
れ
て
い
た
。

動
き
を
撮
る

　
最
初
は
写
真
を
撮
れ
ば
目
に
見
え
て
い
る
星
た
ち

が
、
そ
の
ま
ま
写
る
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
た
。
で
も

じ
っ
さ
い
は
少
し
違
っ
て
、
さ
っ
き
ま
で
自
分
の
目

に
見
え
て
い
た
星
た
ち
よ
り
も
写
真
の
星
の
ほ
う
が

明
ら
か
に
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
線
に
な
っ
て

写
っ
て
い
る
。
た
っ
た
3
分
間
で
こ
ん
な
に
動
く
な

ん
て
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
。
撮
影
し
て
い
る
あ
い

だ
も
星
空
を
眺
め
て
い
た
け
れ
ど
、
動
き
な
ん
て
気

づ
き
も
し
な
か
っ
た
。
短
い
時
間
で
の
動
き
は
写
真

に
撮
っ
た
か
ら
こ
そ
気
づ
け
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

今
ま
で
生
き
も
の
の
写
真
を
多
く
撮
っ
て
き
た

け
れ
ど
、
そ
の
写
真
は
目
に
見
え
る
動
き
の
一
瞬
を

切
り
取
っ
た
も
の
だ
。
写
真
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と

思
っ
て
い
た
。
今
ま
で
の
私
に
は
「
動
き
が
わ
か
る

よ
う
に
撮
る
」
と
い
う
感
覚
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
私
は
カ
メ
ラ
を
構
え
て
い
る
と
、「
な
に
か
の

瞬
間
」
を
と
ら
え
た
い
と
思
い
、
そ
の
瞬
間
に
集
中

し
す
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
レ
ン
ズ
を
通
し
て
見
て
い

る
も
の
が
コ
マ
送
り
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
い
、
撮

る
も
の
の
動
き
の
流
れ
を
見
て
い
な
い
の
だ
。
そ
う

や
っ
て
撮
っ
た
も
の
を
あ
と
で
見
る
と
、
写
っ
た
も

の
が
ど
ん
な
ふ
う
に
動
い
て
い
た
の
か
思
い
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
で
も
写
っ
て
い
る
も
の
に
は
そ

の
前
の
状
態
も
そ
の
後
の
状
態
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
動
き
の
流
れ
を
見
て
、
写
真
で
も
そ
の
「
動
き
」

を
感
じ
取
れ
る
よ
う
な
写
真
を
撮
り
た
い
。
星
空
を

撮
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
写
真
で
撮
る
こ
と
の

で
き
る
「
動
き
」
に
気
づ
い
た
の
だ
。



11月28日　いたずらっ子？

先週、突然カメラを「じーっ」と見るような

姿が見られ、こちらがドキッとしました。

まあるい目でカメラを見つめ、口は「ニヤリ」

と笑っているように見えませんか？

このムササビが、春生まれた子どもなのかは

判別できていませんが、今年ここで育ったム

ササビなのかもしれませんね。

1 月 8 日　ムササビの糞

巣箱のなかにひとつも糞が落ちていないこと

に気がつきました。ムササビは、糞をどこに

しているのでしょう？

巣箱の木の下を見ると写真のような糞がたく

さん落ちていました。ムササビは夜行性なの

で、夜巣穴から出たときのものでしょう。

12 月 1 日　尻尾からちらり

最近は寒くなったせいか、ムササビは丸まっ

て寝ています。その丸くなりかたにもバリエー

ションがあるようです。写真では、仰向けに

丸まりつつ尻尾の陰から寝顔がちらり。

大きな尻尾を掛け布団代わりにしているよう

に見えます。睡眠中に体温が奪われないよう

にするための配慮なのでしょうか。

ムササビ
観察日記

2013 年、ムササビライブカメラを２つの

巣箱に取り付けました。本学ホームページ

（http://www.tsuru.ac.jp）では『ムササビ観察

日記』のブログを更新しており、ムササビの

ようすをご覧いただけます。みなさんも一緒

にムササビのようすを見守っていきましょう。

本学フィールド・ミュージアム＝文・写真
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「ムササビ観察会」をおこないました（12月14日）

ムササビコラム

ムササビは「冬眠しない」ということをご存知でしょうか。

彼らは草食動物で、木の葉や実、果実などを食べて暮ら

しています。植物は、肉などに比べてエネルギーになり

にくいため、草食のムササビはヒトよりずっと少ないエ

ネルギーで生きていることになります。さらに冬になる

と森では食物が減ってしまいます。そのうえ気温も低く

なるためムササビにとってはとても暮らしにくい季節な

のではないでしょうか。そんな冬、ムササビは極力体力

を使わないよう、無駄な動きはせず木の枝の上など

でじっとしていることが多いようです。

　子ども自然教室のイベントで「ムササビ観察会」を開催

しました。

　午後 3時 45 分ごろから本学自然科学棟にて、ムササビの

体のつくりなどを学ぶ講座をおこないました。ムササビの

全長は 70㎝ほどと、結構大きいのです。子どもたちもムサ

サビの標本を見てびっくり。次々と「大きい！」「でか！」

と驚きの声があがりました。

　ムササビについての興味が高まったところで、今宮神

社に移動し観察開始。午後 5 時ごろに御神木のウロ（木

の内部が朽ちて空洞になった穴）からムササビが顔を出

しました。この日は、2 ヶ所のウロからそれぞれ 1 頭ずつ

顔を出し、その 15 分後には 2 匹同時に滑空。冬は木の葉

がないため、滑空のようすをよく観察することができま

す。全員がムササビの滑空を観察できた、大変満足な観

察会となりました。

ムササビの冬越し― ―

43
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ナミテントウがやってきました

しめ縄作りを体験しました

富士道を歩く会の冊子ができます

Note ewsN
ノート ニュース

・Field
フィールド

しめ縄の材料となる稲藁を整える作

業から自分たちでおこなう

　12月 23 日、ミュージアム都留で開催された「正月しめ縄飾り作
り」に参加しました。講師は都留市郷土研究会の安

やすとみ

富一
か ず お

夫さん。当
日は親子連れや大学生、地域のかた含め 30 人ほどの人で賑わい、
和気藹

あいあい

々とした雰囲気でおこなわれました。
　安富さんからお正月飾りについての講義を受けたあと、じっさい
にしめ縄作りに挑戦。稲藁を自分で整え縄を作っていく作業は思っ
た以上に体全体を使い、慣れないうちは大変でしたが、自分のしめ
縄がひとつできると、もうひとつ作りたいと思ってしまうほど熱中
していました。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （金原由佳）

写真中央に黒く見えるのが越冬して

いるナミテントウ

　毎年 10 月下旬から 11 月中旬にかけて、本学自然科学棟の非常
階段には多くのナミテントウが越冬に集まります。いまから 30 年
ほど前は、10 万頭以上のナミテントウがいたと推定されています。
2000 年ごろは 2～ 3 万頭で、2014 年は 1000 頭ほどと越冬個体
数が年々減少しています。
　このナミテントウは自然科学棟で冬を越し、春には飛び立って行
きます。アブラムシの仲間を食物としているため、春以降は樹上に
いることがほとんどです。そして、秋にまた越冬に集まって来るナ
ミテントウは、春以降に生まれた個体です。　　　　　　（西教生）

富士道を歩く会は、2年間かけて都留市郷土研究会のかたがたと
富士道を歩きました。富士道やその周辺の歴史や人の暮らしを追っ
た記録をつづった冊子『富士道を歩く会』をブックレットという形
で発行します。ブックレットは『フィールド・ノート』が長期にわ
たり記録してきたものを、本誌に載せきれなかった部分を含めひと
つの冊子にまとめたいという気持ちから生まれました。
その第一弾である『富士道を歩く会』は、郷土研究会のかた、当

初から中心となって参加されたOB・OGのかたがたの多大なる協
力のもと発行します。これからもひとつのテーマを掘り下げた冊子
を毎年 1冊ずつ発行していく予定です。 　　　　　　

富士道を歩く会ブックレッ

トの表紙（別符沙都樹）
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12月から２月のフィールド・ノート編集部の活動のようすをお知らせします。

2012 年 10 月 6 日、尾崎山で撮影【編集部】

　　　　『フィールド・ノート』編集部　御中

　昨年９月議会の2013年度決算付属文書である事務報告(主要施策の成果説明書)によると、

年間に捕獲 (処分 )した鹿が2010年 16頭、2011年 17頭、2012年 28頭、2013年 62頭

と急増しています。私も驚いたのですが、すでに鹿の進出が大きな問題となっており、その

対策が進められているからです。

　鹿による山林の被害については私の知る限り20年以上前 (もっとずっと前からかもしれま

せん )から問題になっています。一つは丹沢山塊の鹿で、木を植えても植えても鹿に食べられ

てしまい対策が追いつかない状態です。この鹿が道志村を越えて、盛里や菅野地域に出没し

てすでに10数年たちます。私も夜間、盛里の県道で３回遭遇しました。一方、北都留の丹波

山村、小菅村では両村の村長が20年来県に鹿対策を要請していると思います。この北都留の

山を荒してきた鹿はいまや大月市を越えて都留市に進出して来ています。ということで、都

留市は南東の方面と北東の方面と両方から鹿が押し寄せてきている状態です。前年度捕獲の

62頭はその表れと思います。

　10年ほど前、イノシシが異常に都留市の町中に出没したことがありました。そのうちの１

頭が都留市駅のホームや周辺の道路を走り回り、1ヶ月後にわが家の裏の畑でオリに入ったと

いう事件もありました。市は毎年猟友会に捕獲を依頼していますが、会員の高齢化もあって

｢有害鳥獣対策｣ は年を追って困難な課題となっています。

　山といえば登山の対象ではあっても生業としての林業の対象・管理から外れ、山が荒れ、〈山

にも畑にも人がいない〉状態が、サル、シカ、イノシシなどの進出を許している原因と思わ

れます。気が長いと思われるかもしれませんが、都留市の産業構造や釣り合いのとれた経済

政策についての検討が必要と思っています。

　2015 年 1 月 20 日、都留市在住の小
こばやしよしたか

林義孝さん
からニホンジカに関するメールをいただきまし
た。そこには、いま都留市でニホンジカの進出が
大きな問題となっていること、いつごろどの地域
で見かけるようになったかなどの貴重な情報が
記されています。ご本人の了解を得てここにメー
ルの一部をご紹介します。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真
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じっこうあるのみ！ な１年にしたいです。去年は大

学生活初めての年ということもあり、ただご飯を

作り洗濯をして、授業を受けるだけで１日が終わっていま

した。やりたいことがあっても、なかなか実行に移すこと

ができていませんでした。ですが、もうすぐ都留に来て１

年。大学生活にも慣れて、時間のやりくりは以前より上手

になったはずです。だから、去年やりたいと思ってできな

かったことや、これから思いつくやりたいことを、全部実

行するつもりで突っ走って行こうと思います。　(南條新 )
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つるでの生活は、穏やかなものです。学生である以上、

勉強に励むのは当たり前ですが、それ以外の時間

はゆったりと気ままに過ごしています。最近は、雪が降る

日に空から降ってくる結晶を眺めたり、その翌日にはうら

山に登って足跡を探したり。都留に住んで３年目になる今

年は、農業に挑戦してみたいと思っています。日々少しず

つ変化する農作物に興味があり、自分で一から野菜を育て

てみたいです。今年は、何ごとにも前向きに、興味の赴く

ままに活動してみようと思っています。          （加藤萌香）

今年の抱負

ひととの付き合いを大切にしていきたいです。昨年

はいろいろなところに出掛けさまざまな人と触れ

合ってきました。学内での仲間たちや先生、出掛け先で時

間を共にした人たち。年齢も職業も住んでいる地域もみん

な違います。その人たちと時間を過ごし、学んだことはた

くさんあります。そして、これからもたくさんの人と出会

い、交流していくなかで今まで出会った人との繋がりを大

事にしつつ、新たな人との繋がりを築いていきたいと思い

ます。           　　　　　　　　　　　　　（廣瀬はづ紀）
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昭和 59 年ごろの本学を写した航空写真

自然科学棟から撮った現在の本学（2015.02.27）
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