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三ノ側公園に咲くウメ。都留の冬にいちはやく彩りをあたえている（2024 年 1 月 22 日）
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き
っ
か
け
は
、
谷や
む
ら村
に
あ
る
和
菓
子
屋
さ
ん
の
包
装
紙
で
し
た
。

か
つ
て
城
下
町
だ
っ
た
谷
村
の
地
図
を

包
装
紙
の
絵
柄
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
で
す
。

古
地
図
を
眺
め
て
い
る
と
、
い
く
つ
か
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

「
通
り
や
お
寺
の
位
置
は
変
わ
っ
て
な
い
ね
」

「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
お
屋
敷
が
あ
っ
た
ん
だ
」

ふ
だ
ん
暮
ら
し
て
い
る
ま
ち
の
知
ら
な
い
す
が
た
に

ど
ん
ど
ん
興
味
が
わ
い
て
き
ま
し
た
。

古
地
図
を
手
に
、
ま
ち
を
訪
ね
る

特
集
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地
図
に
載
っ
て
い
な
い
、

ま
ち
の
よ
う
す
を
も
っ
と
知
り
た
い
。

そ
う
思
っ
た
私
た
ち
は
、

か
つ
て
の
よ
う
す
を
想
像
し
な
が
ら
、
ま
ち
を
歩
き
ま
し
た
。

そ
う
し
て
見
つ
け
た
都
留
の
今
を
、
こ
こ
に
記
録
し
ま
す
。

都留市中央にある「すがや製菓店」では、先代から「甲州谷村

城繪
え ず

圖」をプリントした包装紙を使っている。上の地図はこれを

拡大したものだ。原本は横山家（P.20-P.23）が所有している。

包装紙の右下には、都留市の PR にもなるようにと、市章や市の

花などの情報も載せている。



古
地
図
を
見
て
い
る
と
、
桂

か
つ
ら
が
わ川
は
あ
っ
た
が
谷や

む

ら村
を
中
心
に
流
れ
る
家か
ち
ゅ
う
が
わ

中
川
は
載
っ
て
い
な

い
。
家
中
川
は
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
家
中
川
は
人
び
と
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
じ
っ
さ
い
に
ま
ち
を
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

が
つ
な
ぐ

川

昔
と

今

田原橋の横に造られたゴミ収集場。どうやってゴミを入れるの
だろうか（2024 年 2 月 9 日）

た
り
と
し
た
流
れ
の
な
か
で
鯉
が
優
雅
に
泳
い
で
い
た

り
す
る
。
水
面
に
太
陽
の
光
が
き
ら
き
ら
と
か
が
や
い

て
い
た
。
も
っ
と
川
の
よ
う
す
を
知
り
た
い
と
思
っ
た

私
は
、
ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
続
く
な
か
、
谷
村
を
歩
い

て
み
る
こ
と
に
し
た
。

商
店
が
集
ま
る
通
り
を
歩
い
て
い
る
と
、
道
路
の

下
を
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
橋
が
道
の

一
部
と
し
て
つ
な
が
っ
て
お
り
、
名
前
を
「
田た

は
ら原
橋ば

し

」

と
い
う
そ
う
だ
。
橋
の
下
の
土
台
に
は
「
家
中
川
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
驚
い
た
の
は
、
川
の
上
に
ゴ
ミ
収

集
場
が
あ
る
こ
と
だ
。
鉄
骨
を
何
本
か
川
に
渡
ら
せ

て
、
収
集
場
を
支
え
て
い
る
。
は
じ
め
は
橋
の
上
に

設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
下
か
ら
の

ぞ
き
込
ん
で
や
っ
と
気
が
つ
い
た
。
さ
ら
に
田
原
橋
の

脇
道
を
進
む
と
、
川
が
家
の
下
を
通
っ
て
い
る
場
所
も

あ
っ
た
。
家
が
崩
れ
た
り
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
心
配

に
な
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
川
に
面
し
た
土
台
は
鉄
材
を

使
っ
て
安
定
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
あ
た
り
は
川

幅
が
4
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
。
川
の
流
れ
が
速
い
た

め
水
し
ぶ
き
が
上
が
り
、
川
が
白
く
見
え
る
。
そ
れ

ほ
ど
流
れ
の
速
い
川
の
す
ぐ
横
に
、
家
が
あ
っ
て
人
が

暮
ら
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
こ
に
家
を
建
て
よ
う
と

思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

歩
い
て
見
つ
け
た
も
の

国
道
1
3
9
号
線
か
ら
枝
分
か
れ
す
る
道
を
左
に

進
む
と
、
道
の
右
側
に
は
家
中
川
が
流
れ
て
い
た
。
川

都
留
を
流
れ
る
家
中
川

家
中
川
は
、
谷
村
藩
主
で
あ
っ
た
秋あ

き
も
と元
泰や

す
と
も朝
に
よ
っ

て
江
戸
時
代
初
期
に
造
ら
れ
た
用
水
路
だ
。
家
中
と

は
家
臣
の
こ
と
で
、
谷
村
城
の
周
り
に
あ
る
家
臣
の

屋
敷
地
を
流
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ

た
。
城
下
町
だ
っ
た
こ
ろ
の
名
前
が
今
で
も
変
わ
ら
ず

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
当
時
の
な
ご
り
を
感
じ
て
嬉

し
く
な
る
。
本
来
の
由
来
と
は
違
う
が
、
ま
ち
の
中

心
を
流
れ
る
川
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
「
家
中
川
」

と
い
う
名
前
が
、
私
は
好
き
だ
。

家
中
川
が
で
き
る
前
、
都
留
の
地
域
は
平
坦
で
水

が
満
足
に
な
く
、
稲
作
を
は
じ
め
と
し
た
農
業
に
適

し
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
そ
う
。
そ
こ
で
か·

·

·

·

ん
が
い
事

業
と
し
て
水
路
の
開
発
が
始
ま
っ
た
。

暮
ら
し
の
と
な
り
を
流
れ
る

谷
村
を
歩
い
て
い
る
と
、
ど
こ
を
歩
い
て
い
て
も
水

の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
道
の
す
ぐ
脇
に
は
整
備
さ

れ
た
川
が
あ
り
、勢
い
よ
く
水
が
流
れ
て
い
た
り
、ゆ
っ
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左：歩いていると見えないが、道の下にも川が流
　　　　れている（2024 年 2 月 9 日）
右：家に入るために架かる橋。家によってはいく　
　　　　つも架かっていることもある。道と家の間に家
　　　　中川が流れている（2024 年 1 月 25 日）

幅
は
さ
っ
き
よ
り
も
狭
い
。
ど
う
し
て
急
に
狭
く
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。ふ
し
ぎ
に
思
っ
て
下
を
の
ぞ
き
込
む
と
、

川
が
道
路
の
下
に
も
広
が
っ
て
い
た
。
歩
い
て
い
る
と

き
に
川
と
し
て
見
え
る
範
囲
が
1
メ
ー
ト
ル
50
セ
ン

チ
ほ
ど
、
そ
し
て
道
路
の
下
に
も
同
じ
く
ら
い
の
幅
が

あ
り
、
合
わ
せ
て
3
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
川
幅
が
あ
っ
た
。

つ
橋
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
家
に
合
わ
せ
て
橋
が
造

ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
以
前
か
ら
あ
っ
た
橋
に
合
わ

せ
て
家
が
建
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
川
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
、
手
を
広
げ
て
橋
の

長
さ
を
測
っ
た
り
し
て
い
た
ら
、
庭
先
で
話
し
て
い
た

二
人
の
女
性
と
目
が
あ
っ
た
。「
こ
ん
に
ち
は
」
と
挨

拶
し
て
、
川
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
こ
と
を
話
し
た
と

こ
ろ
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

お
話
を
う
か
が
っ
た
の
は
椚

く
ぬ
ぎ
は
ら原
栄え

い
こ子
さ
ん
（
84
）

と
好よ

し
こ子
さ
ん
（
79
）。
二
人
は
60
年
ほ
ど
前
に
、
都

留
に
お
嫁
に
来
た
そ
う
だ
。
本
当
の
姉
妹
の
よ
う
に
、

仲
が
良
さ
そ
う
に
お
話
し
し
て
い
た
。
突
然
話
し
か
け

た
私
に
い
や
な
顔
ひ
と
つ
せ
ず
、「
何
年
生
な
の
」「
地

元
は
ど
こ
」
と
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
私
も
リ
ラ
ッ
ク
ス

し
た
気
持
ち
で
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

「
こ
の
橋
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
合
わ
せ
て
造
ら
れ
て
い

る
の
で
す
か
」
と
き
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
河
川
許

可
証
を
得
て
造
っ
た
も
の
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
橋
を

使
う
た
め
税
金
を
払
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
橋
が
等
間
隔

に
並
ん
で
い
な
い
理
由
に
納
得
し
た
。

川
に
の
こ
る
記
憶

栄
子
さ
ん
と
好
子
さ
ん
の
家
は
隣
り
合
っ
て
い
る
。

も
と
も
と
30
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
二
人
の
家
と
そ
の

隣
の
家
の
3
軒
分
が
、「
鹿か

し
ま島
屋や

」
と
い
う
ス
ー
ツ
の

裏
地
を
生
産
す
る
織
物
工
場
だ
っ
た
そ
う
だ
。
工
場

で
は
一
時
期
、
女
工
さ
ん
を
50
人
ほ
ど
雇
っ
て
い
た
そ

う
。
女
工
さ
ん
た
ち
が
目
の
前
の
家
中
川
を
泳
い
で
い

た
と
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。「
当
時
は
そ
れ
ほ

ど
き
れ
い
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」。
栄
子
さ
ん
の
話
を

聞
き
な
が
ら
、
私
も
そ
の
こ
ろ
の
よ
う
す
を
想
像
し
て

み
る
。
今
で
も
透
き
通
っ
て
い
て
き
れ
い
な
家
中
川
だ

が
、
当
時
は
今
よ
り
も
ゴ
ミ
が
少
な
く
、
も
っ
と
き
れ

い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
、
川
は
近
づ
く
と

危
険
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
近
づ
く
こ
と
を
禁
止
す
る

看
板
を
見
る
こ
と
も
あ
る
。
当
時
は
そ
う
い
っ
た
決
ま

り
は
な
く
、
川
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
び
と
に
と
っ

て
共
通
の
財
産
の
よ
う
な
認
識
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
今
よ
り
も
川
と
の
距
離
が
近
い
当
時
の
生
活
が
、

う
ら
や
ま
し
く
な
っ
た
。

「
う
ち
は
織
物
工
場
で
、そ
こ
の
家
は
染
色
工
場
で
」

と
向
か
い
の
家
や
と
な
り
の
家
を
指
で
さ
し
な
が
ら
教

え
て
く
れ
る
。
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
は
織
物
の
生
産

が
盛
ん
な
地
区
だ
っ
た
よ
う
だ
。「
み
ん
な
使
っ
た
水

を
こ
の
川
に
流
し
て
」
と
い
う
二
人
の
話
か
ら
、
工
場

が
あ
っ
た
当
時
の
ま
ち
の
す
が
た
が
思
い
浮
か
ん
で
く

る
。
工
場
か
ら
機
械
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、
子
ど

も
が
川
遊
び
を
し
て
い
る
。
お
昼
の
休
憩
時
間
に
は
、

道
路
を
整
備
す
る
と
き
に
十
分
な
広
さ

が
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
造
り

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
家
と
川
の
距
離

が
近
い
、
谷
村
だ
か
ら
こ
そ
見
ら
れ
る

光
景
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
歩
い
て
い
く
と
、
家
の
玄
関

の
前
に
架
か
っ
て
い
る
橋
の
よ
う
す
に
疑

問
を
持
っ
た
。
等
間
隔
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
大
き
さ
に

合
わ
せ
て
橋
の
幅
も
変
わ
っ
て
い
る
。
い
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①田原橋の近くにある家。この家の下
　　を川が通っている
②川岸に鉄骨を渡して、その上に家を
　　置いている

①

②

※歩いた道を点線で表しています

N

おかじま 300m200m100m０

富士
急行
線

桂川

国道
１３
９号
線

普門寺

興譲館高校

●鹿島屋の跡地

●田原橋

家
中
川

●家の下を川が通っている家（写真①）

女
工
さ
ん
た
ち
の
明
る
い
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う

だ
。
家
中
川
は
、「
な
き
ゃ
い
ら
れ
な
い
」
く
ら
い
生

活
に
欠
か
せ
な
い
川
だ
っ
た
と
栄
子
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ

る
。
毎
日
の
生
活
と
仕
事
の
両
方
を
支
え
る
存
在
と

し
て
、
暮
ら
し
の
ま
ん
な
か
に
家
中
川
は
あ
っ
た
の
だ
。

か
つ
て
、
川
は
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
富
士
山
の
岩

盤
で
川
が
で
き
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
水
量
が
多

く
な
る
と
水
が
溢
れ
て
し
ま
い
、
家
ま
で
入
っ
て
き
た

こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
、
市
に
整
備
を
申

請
し
た
の
だ
と
い
う
。
家
と
川
と
の
距
離
が
近
い
か
ら

こ
そ
、
恩
恵
だ
け
で
な
く
水
害
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
だ
ん
だ
ん
と
形
を
変
え
て
き
た

結
果
、
今
の
整
備
さ
れ
た
川
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
。

そ
う
思
う
と
、
つ
め
た
い
印
象
の
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

に
も
愛
着
が
わ
い
て
く
る
。

与よ

さ

の

謝
野
晶あ
き
こ子

が
見
た
家
中
川

後
日
、
田
原
に
あ
る
ニ
コ
ッ
ト
の
向
か
い
側
に
、
与

謝
野
晶
子
が
詠
ん
だ
短
歌
の
碑
を
見
つ
け
た
。「
八
月

の
富
士
の
雪
解
の
水
湛
へ
甲
斐
の
谷
村
を
走
る
川

か
な
」
富
士
山
の
雪
が
溶
け
、
家
中
川
へと
勢
い
よ
く

流
れ
る
よ
う
す
が
歌
か
ら
想
像
で
き
る
。

こ
の
短
歌
は
、
1
9
2
5
年
に
出
版
さ
れ
た
『
瑠る

璃り

光こ
う

』
と
い
う
歌
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
学
図

書
館
に
刊
行
当
時
の
『
瑠
璃
光
』
が
あ
っ
た
の
で
、

借
り
て
読
ん
で
み
た
。
封
筒
に
保
管
さ
れ
た
本
を
取

り
出
す
と
、か
ど
の
印
刷
が
と
れ
て
い
た
り
シ
ミ
が
あ
っ

た
り
と
、
見
た
目
か
ら
も
長
い
あ
い
だ
読
ま
れ
て
き

た
こ
と
が
わ
か
る
。
色
あ
せ
た
紙
に
印
刷
さ
れ
た
短

歌
を
何
度
も
読
み
返
す
。
本
に
刻
ま
れ
た
こ
と
ば
が
、

家
中
川
が
本
当
に
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
歌
集
と
私
と
は
接
点
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
歌
集
の
な
か
に
「
谷
村
の
川
」
と

し
て
家
中
川
の
存
在
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
急
に

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
ふ
し
ぎ
だ
っ
た
。
彼
女
が
歩

い
た
当
時
の
ま
ち
と
私
が
歩
い
た
今
の
谷
村
が
、
家
中

川
の
存
在
を
通
し
て
つ
な
が
っ
て
い
く
。

＊
　　＊
　　＊

都
留
を
流
れ
る
家
中
川
は
、
長
い
あ
い
だ
人
び
と

の
生
活
を
支
え
て
き
た
、
都
留
に
と
っ
て
な
く
て
は
な

ら
な
い
川
だ
っ
た
。
川
を
た
ど
る
と
誰
か
の
暮
ら
し
が

見
え
て
く
る
。
地
図
に
載
っ
て
い
な
か
っ
た
家
中
川
は
、

少
し
ず
つ
す
が
た
を
変
え
な
が
ら
も
人
び
と
の
記
憶
に

残
り
続
け
て
い
た
。
家
中
川
は
、
ま
ち
の
昔
と
今
を
つ

な
ぐ
道
し
る
べ
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
。
川
に
囲

ま
れ
た
こ
の
ま
ち
が
、
さ
ら
に
好
き
に
な
っ
た
。

谷
上
碧
（
地
域
社
会
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

このページの写真はすべて 2024 年 2 月 9 日に撮影しました。
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本堂でポーズを決める鬼のみなさん（2024 年 2 月 3 日）

桂
林
寺
の
節
分
会
の
歴
史　
　
　
　
　
　
　

1
月
中
旬
、
桂
林
寺
を
訪
れ
た
。
副
住
職
の
織お

だ田

宗そ
う

泰た
い

さ
ん（
43
）に
節
分
会
に
つ
い
て
お
話
を
聞
く
。

桂
林
寺
は
、
郡
内
地
方
を
治
め
て
い
た
小お

や
ま
だ
山
田
氏

の
菩ぼ

だ
い
じ

提
寺
と
し
て
、
１
３
９
３
年
に
建
立
さ
れ
た
。

歴
史
の
あ
る
お
寺
だ
が
、
節
分
会
は
毎
年
行
わ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
復
活
し
た
の
は
最
近
の
こ
と

だ
と
い
う
。

節
分
会
と
は
、
立
春
の
前
日
に
行
わ
れ
る
、
災
厄

を
は
ら
っ
て
世
界
の
平
和
や
家
内
安
全
を
祈
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
行
事
だ
。
２
０
１
６
年
、
本
堂

を
建
て
替
え
た
さ
い
に
見
つ
か
っ
た
年
中
行
事
表

に
、
か
つ
て
節
分
会
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
た
そ
う
。
宗
泰
さ
ん
は
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

２
０
１
７
年
に
節
分
会
を
復
活
さ
せ
た
。
宗
泰
さ
ん

が
修
行
僧
を
し
て
い
た
お
寺
で
行
っ
て
い
た
、
鬼
の

格
好
で
ま
ち
を
歩
く
と
い
う
ア
イ
デ
ア
も
交
え
た
。

毎
年
鬼
の
役
は
知
り
合
い
の
和お

し
ょ
う尚
さ
ん
に
お
願
い

し
、
ご
自
身
は
祈
祷
を
行
う
そ
う
だ
。

節
分
会
で
訪
れ
る
場
所
は
宗
泰
さ
ん
に
ご
縁
の
あ

る
場
所
だ
。
な
か
で
も
幼
稚
園
は
、
宗
泰
さ
ん
の
お

子
さ
ん
が
通
っ
て
い
た
、
関
わ
り
が
あ
る
場
所
だ
と

い
う
。
節
分
当
日
に
、
私
も
宗
泰
さ
ん
に
同
行
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ち
の
人
た
ち
の
反
応
を
直
接
見

ら
れ
る
の
が
楽
し
み
だ
。

節
分
会
の
あ
り
か
た

2
月
2
日
、
こ
の
日
は
桂
林
寺
の
近
く
に
あ
る
宝
た
か
ら

保
育
所
へ
の
訪
問
に
同
行
す
る
。
都
留
市
駅
前
で
、

宗
泰
さ
ん
の
奥
さ
ん
で
あ
る
果か

ん
な奈
さ
ん
（
44
）
が
車

で
迎
え
て
く
れ
た
。

果
奈
さ
ん
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
に
こ
研
」
に
所
属
し

て
い
る
。「
に
こ
研
」
は
、
主
に
未
就
園
児
と
そ
の

親
を
対
象
と
し
た
子
育
て
支
援
を
行
う
団
体
だ
。

「
に
こ
研
」
の
メ
ン
バ
ー
と
の
あ
い
だ
で
、
鬼
が

子
ど
も
た
ち
を
怖
が
ら
せ
る
の
は
良
い
こ
と
な
の
だ

ろ
う
か
と
話
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
果
奈
さ
ん

は
宗
泰
さ
ん
に
、
最
初
か
ら
優
し
い
雰
囲
気
で
子
ど

も
た
ち
の
前
に
登
場
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か

し
宗
泰
さ
ん
は
、
そ
れ
で
は
怖
い
鬼
の
存
在
を
通
し

て
自
分
の
邪
念
を
取
り
払
う
と
い
う
目
的
が
果
た
せ

な
い
の
で
は
と
心
配
し
た
そ
う
だ
。
時
代
に
沿
っ
た

子
育
て
と
伝
統
が
共
存
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
、
工
夫
し
て
い
る
の
だ
。

保
育
所
の
駐
車
場
に
、
宗
泰
さ
ん
と
他
の
お
寺
の

和
尚
さ
ん
が
や
っ
て
来
た
。
今
日
は
宗
泰
さ
ん
も
赤

鬼
の
格
好
を
し
て
い
る
。
宗
泰
さ
ん
た
ち
が
保
育
所

の節
せ

つ

分
ぶ

ん

会え

節
分
が
近
く
な
り
、
都
留
で
は
ど
の
よ
う
に
節
分

が
迎
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ふ
と
気
に
な
っ
た
。
都

留
市
金か

な

い井
に
あ
る
桂
林
寺
で
は
、
節
分
会
と
い
う

行
事
を
催
し
て
い
る
そ
う
だ
。
ど
の
よ
う
な
行
事

な
の
か
、
桂
林
寺
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

桂
け

い

林
り

ん

寺じ横
山
幸
乃
（
国
文
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

桂
林
寺
の
節
分
会
の
歴
史
　
　
　
　
　
　
　

ぶ

ん

節
分
会
の
あ
り
か
た
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へ
入
っ
て
い
く
と
、
待
機
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は

い
っ
せ
い
に
豆
を
投
げ
始
め
た
。
宗
泰
さ
ん
は
金
棒

を
頭
の
上
に
持
ち
あ
げ
て
鬼
役
に
徹
し
て
い
る
。

最
後
は
、
子
ど
も
た
ち
が
声
を
そ
ろ
え
て
「
い
い

子
に
な
る
よ
」
と
宣
言
し
た
。
泣
い
て
い
た
子
も
鬼

と
ハ
イ
タ
ッ
チ
を
し
た
り
、
豆
を
あ
げ
た
り
し
て
い

祈
祷
を
受
け
る
人
た
ち
は
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん
に
座

り
、
見
学
の
人
た
ち
は
そ
の
周
り
に
座
っ
て
、
静
か

に
祈
祷
の
始
ま
り
を
待
つ
。
子
ど
も
た
ち
は
何
が
始

ま
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
で
、
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と

あ
た
り
を
見
回
し
て
い
る
。

ド
オ
ン
、
と
太
い
音
が
響
き
渡
っ
た
。
音
が
し
た

ほ
う
を
見
る
と
、
赤
鬼
が
本
堂
の
隅
で
太
鼓
を
打
ち

鳴
ら
し
て
い
る
。
太
鼓
が
鳴
り
や
ん
だ
あ
と
、
前
方

に
住
職
さ
ん
、
宗
泰
さ
ん
、
三
人
の
鬼
が
現
れ
、
読

経
が
行
わ
れ
る
。
祈
祷
の
目
的
は
心
の
な
か
の
鬼
を

滅
し
、
厄
病
退
散
を
願
う
こ
と
だ
。
鬼
が
祈
祷
を
行

う
と
い
う
の
は
、
な
ん
だ
か
面
白
い
。

祈
祷
を
受
け
る
人
た
ち
が
静
か
に
手
を
合
わ
せ
る

す
が
た
は
、
と
て
も
清
ら
か
だ
。
見
て
い
る
私
の
心

も
、
き
り
っ
と
引
き
締
ま
っ
て
く
る
。

祈
祷
が
終
わ
る
と
、
鬼
た
ち
が
ゆ
っ
く
り
と
立
ち

上
が
る
。
豆
ま
き
の
始
ま
り
だ
。
子
ど
も
た
ち
は
自

ら
鬼
に
近
づ
い
て
い
き
、
な
か
に
は
金
棒
を
掴
ん
で

い
る
子
も
い
た
。
そ
の
あ
い
だ
、
宗
泰
さ
ん
や
ほ
か

の
和
尚
さ
ん
が
豆
や
駄
菓
子
を
投
げ
て
ま
わ
る
。
子

ど
も
た
ち
は
、
持
っ
て
き
た
袋
が
パ
ン
パ
ン
に
膨
ら

む
ま
で
拾
い
集
め
る
。
そ
れ
を
見
守
る
宗
泰
さ
ん
た

ち
の
表
情
は
と
て
も
柔
ら
か
く
、
楽
し
そ
う
で
も

あ
っ
た
。

ち
ゃ
う
と
だ
め
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
子
ど
も
た
ち
が

い
い
子
に
な
ろ
う
と
思
う
か
ら
、
鬼
も
怖
い
存
在
で

は
な
く
な
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
が
た
だ
鬼
を
怖
が
る
の
で
は
な
く
、

鬼
と
会
い
、
ど
う
感
じ
て
変
わ
ろ
う
と
す
る
か
。
そ

れ
が
節
分
会
に
お
い
て
、
大
切
な
こ
と
の
ひ
と
つ
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

節
分
当
日

2
月
3
日
、
桂
林
寺
に
着
く
と
、
果
奈
さ
ん
が
本

堂
の
前
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
の
案
内
を
行
っ
て
い

た
。
忙
し
い
な
か
で
も
、
果
奈
さ
ん
は
私
に
気
が
つ

く
と
、今
日
は
よ
ろ
し
く
ね
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
。

し
ば
ら
く
す
る
と
続
々
と
人
が
や
っ
て
き
た
。
高

齢
の
か
た
か
ら
親
子
連
れ
ま
で
、
幅
広
い
世
代
の

人
た
ち
が
本
堂
に
入
っ
て
い
く
。「
お
寺
離
れ
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
節
分
会
に
関
わ
る

の
は
限
ら
れ
た
世
代
の
人
た
ち
だ
け
だ
と
思
っ
て
い

た
。
年
齢
に
関
係
な
く
い
ろ
い
ろ
な
人
が
自
由
に
集

え
る
場
所
が
あ
る
こ
と
に
、心
が
あ
た
た
か
く
な
る
。

祈
祷
が
始
ま
る
時
間
に
な
っ
た
。
私
も
本
堂
の
な

か
に
入
り
、
入
り
口
近
く
の
畳
に
正
座
す
る
。
澄
ん

だ
空
気
に
畳
と
線
香
の
香
り
が
漂
っ
て
い
て
、
気
分

が
落
ち
着
く
。

る
。
保
育
所
の
先
生
に
、
慣
れ
る
の
が
早
い
で
す
ね

と
声
を
か
け
る
と
、「
さ
っ
き
ま
で
泣
い
て
い
た
の

に
ね
え
」
と
目
を
細
め
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
が
全

力
で
行
事
を
楽
し
む
こ
と
は
、
先
生
た
ち
に
と
っ
て

嬉
し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

帰
り
ぎ
わ
、
子
ど
も
た
ち
が
鬼
と
仲
良
く
な
っ
た

話
を
す
る
と
、
果
奈
さ
ん
は
「
怖
い
だ
け
で
終
わ
っ

痛がるふりをする赤鬼（宗泰さん）。名演技が光る
（2024 年 2 月 2 日）

節
分
当
日
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三さ
ん

町
ち
ょ
う

商
店
街
へ

午
後
、
三
町
商
店
街
の
お
店
を
ま
わ
る
宗
泰
さ
ん

た
ち
に
同
行
す
る
。
家
や
お
店
が
立
ち
並
ぶ
な
か
を

鬼
が
歩
い
て
い
る
光
景
は
、
夢
の
な
か
に
出
て
き
そ

う
な
く
ら
い
奇
妙
な
も
の
だ
っ
た
。

宗
泰
さ
ん
た
ち
が
最
初
に
訪
れ
た
の
は
、「
す
が

や
製
菓
店
」
だ
。
店
内
に
入
る
と
、
お
店
の
み
な
さ

ん
が
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
宗
泰
さ
ん
た
ち
を
迎
え

た
。
宗
泰
さ
ん
は
お
店
の
か
た
と
言
葉
を
交
わ
し
な

が
ら
、商
売
繁
盛
祈
願
の
お
札
を
渡
す
。
そ
の
あ
と
、

鬼
た
ち
に
よ
る
舞
が
披
露
さ
れ
た
。
舞
は
毎
年
披
露

し
て
い
て
、
お
店
の
か
た
に
見
せ
る
と
き
は
商
売
繁

盛
を
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
厄
病
退
散
を
祈
願
す
る

も
の
だ
と
い
う
。

次
の
お
店
へ
移
動
す
る
あ
い
だ
に
、
黒
鬼
役
の
鷲わ

し

津づ

義ぎ
し
ょ
う昭
さ
ん
（
37
）
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
鷲
津

さ
ん
は
北ほ

く
杜と

市
に
あ
る
浄じ
ょ
う
こ
じ

居
寺
の
副
住
職
だ
。
宗
泰

さ
ん
の
親
戚
で
、何
度
か
鬼
の
役
を
任
さ
れ
て
い
る
。

今
年
の
節
分
の
よ
う
す
を
尋
ね
る
と
、「
土
曜
日
で

人
通
り
が
多
い
か
ら
か
、
い
ろ
い
ろ
な
リ
ア
ク
シ
ョ

ン
が
も
ら
え
て
面
白
い
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

た
し
か
に
私
が
同
行
し
て
い
た
と
き
も
、
車
に
乗
っ

て
い
る
人
た
ち
が
目
を
真
ん
丸
に
し
て
見
つ
め
て
い

た
り
、
車
を
止
め
て
写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
い
た
。

そ
の
あ
と
も
三
町
商
店
街
の
お
店
を
訪
れ
、
商
売

繁
盛
の
祈
願
を
行
っ
た
。舞
を
動
画
に
お
さ
め
る
人
、

豆
ま
き
を
す
る
人
、「
ま
た
き
て
ね
」
と
来
年
を
楽

し
み
に
す
る
人
、
鬼
の
衣
装
を
「
よ
く
で
き
て
い
る

ね
」
と
ほ
め
る
人
。
ど
の
場
所
で
も
、
楽
し
そ
う
に

鬼
を
迎
え
る
人
た
ち
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

三
町
商
店
街
の
お
店
を
ま
わ
り
終
わ
っ
た
あ
と
、

宗
泰
さ
ん
は
「
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
こ
と
な
く
、
ま

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ

た
。宗
泰
さ
ん
の
安
心
し
た
よ
う
な
笑
顔
を
見
る
と
、

私
も
嬉
し
く
な
っ
た
。
短
い
時
間
で
も
一
緒
に
ま
ち

を
歩
い
た
こ
と
で
、
宗
泰
さ
ん
た
ち
の
仲
間
に
な
れ

②青鬼にかかえられて
　　号泣する子ども　

①祈祷を待つ人たち

③子どもたちに混ざって
　　手に入れた福豆

中村薬局にて、豆を投げられる鬼たち

た
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
仕
事
や
り

切
っ
た
よ
う
な
、
満
た
さ
れ
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。

宗
泰
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
き
、
節
分
会
は
災
厄
を

は
ら
い
、
平
和
を
祈
る
た
め
の
行
事
だ
と
知
っ
た
。

そ
し
て
じ
っ
さ
い
に
節
分
会
に
ふ
れ
て
み
る
と
、
豆

ま
き
や
鬼
の
舞
を
楽
し
む
人
た
ち
の
笑
顔
で
あ
ふ
れ

て
い
た
。
節
分
会
で
災
い
を
は
ら
う
た
め
に
は
、
こ

の
笑
顔
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
桂
林
寺

の
節
分
会
は
、
こ
れ
か
ら
も
ま
ち
の
人
た
ち
を
笑
顔

に
し
て
、
福
を
届
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

①

② ③ 商
店
街
へ
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自
ら
学
ぶ

は
じ
め
て
水
越
さ
ん
に
お
会
い
し
た
と
き
、
作
品

を
知
っ
た
き
っ
か
け
を
伝
え
る
と
嬉
し
そ
う
に
笑
っ

た
。
過
去
に
取
材
を
受
け
た
新
聞
記
事
や
娘
さ
ん
が

撮
っ
た
写
真
を
嬉
し
そ
う
に
見
せ
て
く
だ
さ
る
。
ま

ず
は
庭
木
が
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
剪
定
の
仕

事
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。

水
越
さ
ん
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
庭
木
が
好
き
だ
っ

た
。庭
木
の
迫
力
に
魅
了
さ
れ
、自
分
も
大
き
く
な
っ

た
ら
こ
ん
な
も
の
を
作
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
そ

う
。
そ
の
た
め
、
休
日
に
植
木
屋
さ
ん
に
行
っ
て
は

仕
事
を
し
て
い
る
よ
う
す
を
見
た
り
、
剪
定
の
仕
方

を
教
わ
っ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
。
約
10
年
前
に
バ

ス
の
運
転
手
の
仕
事
を
辞
め
た
あ
と
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
に
所
属
し
、
剪
定
の
仕
事
を
始
め
た
。
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
市
内
に
住
む
60
歳
以
上
の

高
齢
者
を
対
象
に
上う

え
の
は
ら
し

野
原
市
、
大お

お
つ
き
し

月
市
、
都
留
市
を

拠
点
に
活
動
し
て
い
る
。
今
で
は
水
越
さ
ん
を
含
む

3
名
の
か
た
が
剪
定
の
仕
事
を
し
て
い
る
。

剪
定
の
仕
事
に
就
い
た
あ
と
も
水
越
さ
ん
は
自
ら

学
び
続
け
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
分
か
ら
な
い

と
こ
ろ
は
先
輩
や
友
人
に
聞
き
、
何
度
も
練
習
を
重

ね
て
い
っ
た
。「
何
回
も
何
回
も
や
っ
て
技
術
を
磨

か
な
い
と
、
し
っ
か
り
と
し
た
植
木
を
作
る
こ
と
が

で
き
な
い
」。
コ
ツ
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
地
道
に

自
分
な
り
に
練
習
を
し
て
い
く
こ
と
が
上
達
へ
の
近

道
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

当
時
、
剪
定
を
始
め
る
と
き
に
講
習
が
あ
っ
た
。

講
習
で
は
植
物
ご
と
に
変
わ
る
枝
の
切
り
か
た
を
学

ぶ
。
剪
定
の
仕
方
は
教
え
て
も
ら
え
る
が
、
そ
の
あ

と
の
過
程
に
つ
い
て
は
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
水
越
さ
ん
に
と
っ
て
こ
の「
自
分
で
考
え
る
」

と
い
う
の
が
剪
定
を
す
る
う
え
で
難
し
い
こ
と
だ
そ

う
。
植
物
と
い
う
生
き
も
の
を
扱
う
か
ら
こ
そ
、
過

程
を
よ
く
考
え
て
切
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
剪

定
は
木
の
刈
り
込
み
を
す
る
仕
事
だ
が
、
た
だ
切
る

だ
け
の
簡
単
な
仕
事
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
。

﹁
好
き
﹂
を
活
か
し
て

市
役
所
に
は
水
越
さ
ん
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
作
っ

た
作
品
が
あ
る
。
２
０
２
２
年
は
ア
ン
パ
ン
マ
ン
と

テ
ー
マ
の
な
い
顔
を
は
じ
め
、
２
０
２
３
年
に
は
ド

ラ
え
も
ん
と
パ
ン
ダ
を
作
っ
た
。
テ
ー
マ
の
な
い
顔

に
は
作
品
を
見
た
人
が
、
ど
の
よ
う
な
顔
に
見
え
る

の
か
自
由
に
想
像
し
て
ほ
し
い
と
い
う
想
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
じ
っ
と
テ
ー
マ
の
な
い
顔
を

水越さんの娘さんが撮った写真。愛犬も作品づくりを応援しに来
たのだろうか（水越勝明さん＝写真提供）

癒しを届ける

庭木職人

都留市役所に訪れたとき、見たことがあるキャ

ラクターの顔がかたどられた庭木を見つけた。

都留市役所の職員さんにうかがってみると、

水
みずこし

越勝
かつあき

明さん（79）が作ったという。作品を作っ

たきっかけと、剪
せんてい

定の仕事に対する思いが知り

たくて水越さんにお話をうかがった。

原優希（国際教育学科 2 年）＝文・写真
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眺
め
て
い
る
と
モ
ア
イ
像
や
お
坊
さ
ん
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
顔
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、

想
像
が
膨
ら
ん
で
わ
く
わ
く
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
も
の
の
顔
は
、
写

真
を
参
考
に
し
て
作
っ
た
と
い
う
。「
ほ
ん
と
は
イ

ラ
ス
ト
を
見
て
作
っ
た
ほ
う
が
や
り
や
す
い
ん
だ
け

ど
ね
」と
水
越
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
細
か
い
表
情
や
立
体
感
を
色
や
形

に
頼
ら
ず
、「
切
る
」
だ
け
で
表
現
し
て
い
る
こ
と

に
驚
い
た
。

作
品
を
作
る
さ
い
に
使
っ
た
植
物
は
カ
イ
ヅ
カ
イ

ブ
キ
だ
。
一
本
の
カ
イ
ヅ
カ
イ
ブ
キ
に
つ
き
、
ひ
と

つ
の
顔
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。
4
つ
の
顔
が
横
一
列

に
並
ん
だ
よ
う
す
は
、
市
役
所
に
立
ち
寄
っ
た
人
た

ち
の
目
を
惹
き
つ
け
て
い
る
だ
ろ
う
。

市
役
所
で
作
品
づ
く
り
を
始
め
た
の
は
、
都
留
を

話
題
に
し
た
い
と
い
う
気
持
が
き
っ
か
け
だ
。毎
年
、

水
越
さ
ん
は
市
役
所
か
ら
木
々
の
剪
定
を
頼
ま
れ
て

い
る
と
い
う
。
過
去
に
市
内
の
学
校
で
作
品
づ
く
り

を
し
た
経
験
を
活
か
し
、
水
越
さ
ん
か
ら
市
役
所
に

庭
木
を
利
用
し
た
作
品
づ
く
り
を
提
案
し
た
そ
う
。

完
成
後
、
ま
ち
だ
け
で
な
く
ニ
ュ
ー
ス
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
評
判
を
呼
ん
だ
た
め
、
翌
年
の
２
０
２
３

年
も
作
品
づ
く
り
に
挑
戦
し
続
け
た
そ
う
だ
。

①身長の 2 倍はある脚立。はじ

　　めて見る高さに思わず「怖く

　　ないですか」とうかがう。水　

　 越さんによると、さらに高い脚 

  立で作業をすることもあるそう

　（2024 年 2 月 17 日）

②市役所にあるマツの雪吊り。

　　水越さんとほか 4 名で作った

　　という（2024 年 2 月 17 日）

③剪定で使われる刈り込みバサ

　　ミ。親指ほどある太さの枝も　

　　切ることができるという

　（2024 年 2 月 17 日）

ま
た
、
人
び
と
の
心
を
明
る
く
す
る
こ
と
も
作
品

作
り
の
き
っ
か
け
だ
。「
コ
ロ
ナ
禍
で
人
び
と
の
気

が
パ
ッ
と
し
な
い
。
気
分
が
落
ち
て
い
る
か
ら
、
少

し
で
も
作
品
を
見
て
癒
さ
れ
て
も
ら
い
た
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
。庭
木
を
使
っ
て
作
品
を
作
る
こ
と
、

庭
木
で
人
び
と
を
明
る
く
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に

は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
水
越
さ
ん
の
作
品
は
都
留
を

話
題
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
き
っ
と
都
留
の
人
び
と

の
心
を
明
る
く
し
て
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

生
き
る
手
助
け
を
す
る

剪
定
を
す
る
植
物
は
約
20
種
類
以
上
に
の
ぼ
る
。

今
ま
で
剪
定
と
聞
い
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
は
マ

ツ
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も

種
類
が
多
く
て
び
っ
く
り
す
る
。
一
般
的
な
の
は
モ

ミ
ジ
や
ウ
メ
だ
。
も
っ
と
も
剪
定
が
難
し
い
の
は
マ

ツ
だ
そ
う
。
マ
ツ
の
葉
は
、
針
の
よ
う
に
尖
っ
て
い

る
の
が
特
徴
だ
。
ど
こ
の
枝
を
切
る
の
か
を
見
分
け

る
の
が
難
し
い
と
い
う
。

剪
定
を
す
る
と
き
に
使
用
す
る
道
具
は
、
ヘ
ッ
ジ

ト
リ
マ
ー
や
の
こ
ぎ
り
、
刈
り
込
み
バ
サ
ミ
だ
。
片

手
で
持
て
る
道
具
か
ら
両
手
で
持
っ
て
使
う
道
具
ま

で
大
き
さ
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。
は
じ
め
て
見
る
道
具
に

興
味
が
湧
く
。
ヘ
ッ
ジ
ト
リ
マ
ー
は
枝
や
葉
を
刈
り

① ②

③
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市役所にある水越さんの作品。写真の 4 つの作品が完成するまで 8 時間はかか

るという。年に 2 回ほど水越さん自ら手入れをしている（2023 年 11 月 15 日）

込
む
道
具
で
、
小
さ
い
も
の
で
21
セ
ン
チ
、
大
き
い

も
の
で
50
セ
ン
チ
あ
る
と
い
う
。
水
越
さ
ん
は
、「
植

物
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
道
具
を
使
い
分
け
な
い
と
う

ま
く
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

剪
定
を
す
る
と
き
は
、
植
物
の
芽
を
切
ら
な
い
よ

う
に
注
意
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
芽
を
切
っ
て
し
ま

う
と
、
芽
吹
く
時
期
に
な
っ
た
と
き
に
芽
が
生
え
ず

植
物
が
枯
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
。
ど
れ
が
芽

な
の
か
見
極
め
る
の
は
難
し
そ
う
だ
。

水
越
さ
ん
は
剪
定
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
と
と
も

に
植
物
に
関
す
る
知
識
も
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。「
植

物
が
生
き
て
い
く
手
助
け
を
す
る
よ
う
に
切
る
こ
と

が
大
切
」。
剪
定
の
仕
事
は
た
だ
綺
麗
に
す
る
だ
け

で
な
く
、
植
物
の
成
長
を
支
え
る
仕
事
で
も
あ
る
の

だ
と
知
っ
た
。

喜
ん
で
も
ら
う
た
め
に

仕
事
を
す
る
う
え
で
、
お
客
さ
ん
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
欠
か
せ
な
い
。
お
客
さ
ん
か
ら
の
要

望
は
、
枝
が
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
切
っ
て
ほ
し

い
、
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
切
っ
て
ほ
し
い
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
。

水
越
さ
ん
の
仕
事
は
庭
木
を
手
入
れ
す
る
だ
け
で

は
な
い
。
手
入
れ
に
入
る
前
に
、
刈か

り

払ば
ら
い

機き

と
い
う

機
械
を
使
っ
て
庭
木
の
ま
わ
り
に
あ
る
雑
草
や
枝
を

整
え
る
。「
い
く
ら
植
木
が
綺
麗
に
で
き
て
も
、（
庭

木
の
）
ま
わ
り
が
綺
麗
じ
ゃ
な
い
と
綺
麗
に
は
見
え

な
い
よ
ね
」。
庭
木
以
外
の
手
入
れ
は
本
来
、
頼
ま

れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
水
越
さ
ん
は
自
ら
手
入

れ
を
し
て
い
る
と
い
う
。

水
越
さ
ん
に
と
っ
て
お
客
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら

え
る
の
も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
だ
。
仕
事
が
終
わ
っ
た

と
き
に
お
客
さ
ん
か
ら
は
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
感
謝
の
気
持
ち
だ
け
で
な
く
、「
ま
た
次
も

頼
み
ま
す
」
と
リ
ピ
ー
ト
の
声
も
多
い
。
水
越
さ
ん

の
細
か
な
気
遣
い
が
、
次
も
手
入
れ
を
頼
み
た
い
と

い
う
気
持
ち
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
少

し
の
妥
協
も
許
さ
な
い
水
越
さ
ん
か
ら
剪
定
の
仕
事

に
対
す
る
熱
意
を
感
じ
た
。

＊

＊

＊

水
越
さ
ん
は
「
好
き
」
を
大
切
に
自
ら
剪
定
に
つ

い
て
学
び
、
独
学
で
剪
定
の
技
術
を
身
に
つ
け
て

い
っ
た
。「
趣
味
で
好
き
じ
ゃ
な
い
と
で
き
な
い
ね
」

と
い
う
水
越
さ
ん
の
、
好
き
な
こ
と
を
貫
く
す
が
た

が
か
っ
こ
い
い
。
私
も
自
分
の
「
好
き
」
を
大
切
に

で
き
る
人
に
な
り
た
い
。
ま
ず
は
自
分
の
好
き
な
こ

と
は
何
か
見
つ
め
直
し
て
み
よ
う
。

次
に
作
っ
て
み
た
い
も
の
は
あ
り
ま
す
か
と
水
越

さ
ん
に
う
か
が
う
。
少
し
首
を
か
し
げ
て
「
サ
ザ
エ

さ
ん
か
な
」
と
笑
い
な
が
ら
答
え
た
。
こ
れ
か
ら
も

水
越
さ
ん
の
作
品
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
わ
く

わ
く
す
る
。
少
し
落
ち
込
ん
だ
と
き
、
癒
さ
れ
た
い

思
っ
た
と
き
、
市
役
所
に
作
品
を
見
に
行
っ
て
み
よ

う
。
市
役
所
の
建
設
か
ら
56
年
経
っ
た
今
、
市
役
所

は
ま
ち
の
中
心
と
な
り
、
水
越
さ
ん
の
作
品
は
都
留

の
人
び
と
に
癒
し
を
届
け
て
い
た
。
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火
の
用
心
の
お
祭
り

「
儀
秀
稲
荷
社
例
大
祭
」
は
、
１
９
４
９
年
５
月

13
日
に
起
こ
っ
た
谷や

む
ら村
町ま

ち

大
火
が
き
っ
か
け
で
始

ま
っ
た
お
祭
り
だ
。
火
は
谷
村
の
ま
ち
を
の
み
込
む

勢
い
だ
っ
た
が
、
西
凉
寺
に
あ
る
儀
秀
稲
荷
の
お
社

は
焼
け
ず
に
残
っ
た
。
奇
跡
と
も
い
え
る
そ
の
出
来

事
か
ら
、
人
び
と
は
火
伏
せ
の
神
と
し
て
儀
秀
稲
荷

を
奉
っ
た
と
い
う
。
お
祭
り
を
立
ち
上
げ
た
の
は

「
儀ぎ

し
ゅ
う
こ
う

秀
講
」
の
人
び
と
だ
。
講
と
は
、
神
仏
に
参
拝

へ
行
く
人
の
集
ま
り
の
こ
と
を
い
う
。
火
事
の
被
害

に
あ
っ
た
ま
ち
で
暮
ら
す
人
を
中
心
に
多
く
の
人
が

講
に
入
り
、
5
月
13
日
に
は
、
大
火
が
繰
り
返
さ
れ

な
い
こ
と
と
、
ま
ち
と
人
び
と
の
安
全
を
儀
秀
稲
荷

に
願
う
の
だ
。

すがや製菓店を通り過ぎ、つきあたった石畳の道を進ん

でいくと３つのお寺が並んでいる。いちばん北にあるの

が西
さ い り ょ う じ

凉寺だ。昨年まで「儀秀稲荷社例大祭」というお祭

りが行われていたという。どんなお祭りだったのだろう

か。思い出を持っているかたを訪ねてみよう。

お
祭
り
は
１
９
５
２
年
か
ら
始
ま
り
、
２
０
２
３

年
ま
で
開
催
し
て
い
た
。
し
か
し
、
人
口
減
少

や
講
の
役
員
の
高
齢
化
で
活
動
が
難
し
く
な
り
、

２
０
２
３
年
末
を
も
っ
て
講
の
解
散
式
を
行
っ
た
。

住
職
の
奥
さ
ん
で
あ
る
奈な

ら良
直な

お
こ子
さ
ん（
52
）が
、

『
谷
村
町
大
火
五
十
周
年
記
念
誌
』
と
い
う
冊
子
を

見
せ
な
が
ら
お
祭
り
に
つ
い
て
詳
し
く
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
。
お
祭
り
で
は
、特
別
祈
祷
を
行
う
ほ
か
に
、

ま
ち
の
人
び
と
が
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
と

い
う
。
最
近
で
は
、
ビ
ン
ゴ
大
会
や
カ
ラ
オ
ケ
大
会

を
開
催
す
る
の
が
定
番
だ
っ
た
が
、
昔
は
地
方
巡
り

の
芸
人
を
よ
ぶ
な
ど
し
て
お
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
い

た
ら
し
い
。な
か
で
も
人
気
だ
っ
た
の
は
福
引
き
だ
。

三さ
ん

町ち
ょ
う

商
店
街
の
も
の
が
景
品
で
、
当
時
で
は
珍
し

い
洋
服
や
洋
傘
は
女
性
に
人
気
だ
っ
た
。
一
等
は
金

の
小
判
で
、
当
選
者
の
な
か
に
は
身
に
つ
け
て
常
に

持
ち
歩
く
人
も
い
た
そ
う
だ
。

お
祭
り
の
準
備

住
職
の
母
で
あ
る
奈
良
幸さ

ち
こ子
さ
ん
（
87
）
は
、
お

祭
り
の
思
い
出
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
話
し

が
大
好
き
で
、
私
が
来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
く
れ

て
い
た
そ
う
だ
。
テ
ー
ブ
ル
に
は
白
黒
の
写
真
が
た

く
さ
ん
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

「谷村がひとつになる
お祭りでした」

−儀
ぎしゅういなりしゃれいたいさい

秀稲荷社例大祭−

下：儀秀講の役員のかたがた（2019 年 5 月 13 日）

左上：踊り子（1967 年 5 月 13 日） 右上：儀秀稲荷のお社（1979 年 5 月 13 日）
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割烹着と下駄すがたで準備にとりかかる女性た
ち（1967 年 5 月 13 日）

「
お
祭
り
の
日
が
近
づ
く
と
、
ま
ち
の
人
や
講
の

人
が
集
ま
っ
て
き
て
、
み
ん
な
で
準
備
し
た
ん
で
す

よ
。
女
の
人
は
慣
れ
た
手
つ
き
で
。
は
や
い
こ
と
、

は
や
い
こ
と
」
と
幸
子
さ
ん
は
懐
か
し
そ
う
に
話
し

始
め
る
。
お
祭
り
の
準
備
は
す
べ
て
手
作
業
で
行
っ

た
と
い
う
。
幸
子
さ
ん
を
含
め
、
女
性
は
お
供そ

な
え
も
の物の

落ら
く
が
ん雁
を
包
ん
だ
り
、「
火
の
用
心
ふ
き
ん

4

4

4

」
を
畳
ん

だ
り
す
る
作
業
、
お
札
の
準
備
、
食
事
の
用
意
を
し

た
と
い
う
。
多
い
と
き
は
１
２
０
０
人
分
の
も
の
を

用
意
し
た
ら
し
い
。

「
子
ど
も
た
ち
も
お
手
伝
い
を
し
に
来
た
り
、
80

代
の
お
ば
あ
さ
ん
が
楽
し
み
に
し
て
来
た
り
も
し
て

い
ま
し
た
。
作
業
を
し
な
が
ら
お
話
を
た
く
さ
ん
し

て
」
と
幸
子
さ
ん
の
言
葉
か
ら
、
お
祭
り
前
の
賑
や

か
な
よ
う
す
が
浮
か
ん
で
く
る
。「
あ
そ
こ
の
お
稲

荷
さ
ん
の
小
山
か
ら
子
ど
も
が
走
っ
て
降
り
て
く
る

と
こ
ろ
な
ん
て
、
ビ
ー
玉
が
転
が
っ
て
き
て
い
る
み

た
い
だ
と
み
ん
な
言
っ
て
い
ま
し
た
」。
ち
ょ
う
ど

窓
か
ら
赤
い
鳥
居
が
見
え
て
い
た
。
今
は
少
し
だ
け

場
所
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
高
い
と
こ
ろ
に
儀
秀
稲

荷
の
お
社
が
あ
る
。
あ
の
坂
道
の
こ
と
か
な
、
と
想

像
が
ふ
く
ら
む
。

幸
子
さ
ん
は
、
写
真
を
指
さ
し
な
が
ら
、
こ
の
人

は
こ
ん
な
人
で
、
と
私
が
質
問
を
す
る
ま
で
も
な
く

た
く
さ
ん
の
思
い
出
を
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
緒

に
当
時
の
写
真
を
見
な
が
ら
、「
で
も
、火
事
が
き
っ

か
け
で
出
来
た
お
祭
り
な
の
に
、
こ
ん
な
に
楽
し
そ

う
な
の
は
少
し
不
思
議
で
す
」
と
私
が
言
う
と
、「
亡

く
な
っ
た
人
が
い
な
か
っ
た
か
ら
。
お
祭
り
が
始

ま
っ
て
、
ま
ち
の
火
事
も
減
っ
て
い
っ
た
気
が
し
ま

す
。
あ
の
当
時
は
娯
楽
も
な
い
し
、
み
ん
な
で
集
ま

る
こ
と
が
い
い
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
幸
子

さ
ん
は
話
し
た
。

こ
の
ま
ち
は
、
大
火
を
辛
い
経
験
と
し
て
引
き
ず

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
み
ん
な
が
集
ま
る
楽
し

い
機
会
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

文
化
財
だ
ら
け
の
ま
ち

幸
子
さ
ん
は
、
１
９
６
２
年
に
結
婚
し
、
西
凉
寺

の
お
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幸
子
さ
ん
が

都
留
を
訪
れ
た
と
き
に
は
、
火
事
の
跡
は
消
え
て
栄

え
た
ま
ち
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。「
電
車
に
乗
っ

て
こ
の
ま
ち
に
来
た
と
き
は
驚
き
ま
し
た
。
な
ん
て

文
化
財
だ
ら
け
の
場
所
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
」
と
話
し

な
が
ら
目
を
き
ら
き
ら
と
輝
か
せ
る
。

谷
村
は
商
業
を
す
る
家
が
多
か
っ
た
。
有
名
な
の

は
織
物
業
と
染
物
業
だ
。
そ
れ
か
ら
、
当
時
で
は
珍

し
い
色
鉛
筆
が
手
に
入
っ
た
と
い
う
。「
蔵
を
持
つ

家
も
多
く
て
、
火
事
で
焼
け
残
っ
た
と
こ
ろ
も
ま
だ

あ
り
ま
す
ね
」
と
現
在
の
ま
ち
並
み
に
も
当
時
の
面

影
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

お
祭
り
を
行
う
い
っ
ぽ
う
で
、
三
町
商
店
街
で
は

「『
十と

み三
』
の
市
」
が
開
催
し
て
い
た
。
ど
の
お
店
も

張
り
切
っ
て
店
先
に
商
品
を
並
べ
た
と
い
う
。「
13
」

と
い
う
本
来
な
ら
忌
み
嫌
う
数
字
を
「
と
み

4

4

」
と
読

み
か
え
る
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
か
ら
は
、
不
吉
な
こ
と

を
前
向
き
に
捉
え
る
谷
村
の
人
び
と
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

ち（1967 年 5 月 13 日）
割烹着と下駄すがたで準備にとりかかる女性た

すがや製菓店
の落雁

火の用心
ふきん　

配られた
お札
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が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ち
な
み
に
、「『
十
三
』
の
市
」

と
名
前
が
つ
く
以
前
に
は
「
び
っ
く
り
大
市
」
と
い

う
イ
ベ
ン
ト
で
、
ま
ち
の
外
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
人

が
訪
れ
た
そ
う
だ
。

現
在
で
も
「『
十
三
』
の
市
」
は
続
い
て
お
り
、

毎
月
13
日
の
朝
に
は
お
知
ら
せ
の
花
火
が
上
が
る
ら

し
い
。「『
十
三
』
の
市
」
は
谷
村
が
文
化
の
中
心
で

あ
る
こ
と
と
、
ま
ち
の
人
び
と
の
活
気
を
象
徴
す
る

イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
。

思
い
出
が
歴
史
に
な
っ
て
い
く

火
事
の
と
き
子
ど
も
だ
っ
た
人
び
と
も
今
で
は
70

代
以
上
だ
。「
こ
の
人
は
も
う
１
０
０
歳
に
な
る
の
。

市
か
ら
表
彰
さ
れ
て
い
ま
し
た
」
と
幸
子
さ
ん
が
紹

介
し
て
く
だ
さ
っ
た
。「
あ
の
山
（
儀
秀
稲
荷
の
お

社
が
あ
る
場
所
）
へ
行
く
の
も
ひ
と
苦
労
の
人
が
増

え
ま
し
た
か
ら
ね
」
と
幸
子
さ
ん
は
苦
笑
い
を
浮
か

べ
る
。
講
の
な
か
に
は
遠
く
に
住
ん
で
い
る
か
た
も

い
て
、
都
留
で
お
祭
り
の
準
備
を
す
る
こ
と
が
難
し

い
。
ふ
き
ん
や
お
札
を
郵
送
す
る
だ
け
の
関
わ
り
も

増
え
て
い
っ
た
そ
う
。「
時
代
の
流
れ
で
、
い
ま
ま

で
家
族
単
位
だ
っ
た
の
が
個
人
単
位
に
な
っ
て
き
て

い
る
の
か
な
」
と
直
子
さ
ん
は
話
す
。
た
し
か
に
、

今
は
一
人
で
解
決
す
る
こ
と
が
増
え
、
人
に
頼
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
。
生
活
の
な
か
で
隣
近
所
と
の

交
流
の
機
会
が
減
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

直
子
さ
ん
は
、
今
は
お
祭
り
の
資
料
を
整
理
し
て

い
る
と
い
う
。「
お
祭
り
が
復
活
す
る
こ
と
も
あ
る

の
か
な
。
分
か
ら
な
い
け
ど
、
大
切
な
資
料
だ
か
ら

ち
ゃ
ん
と
整
理
し
な
く
ち
ゃ
ね
」
と
微
笑
ん
だ
。

机
に
広
げ
ら
れ
た
写
真
、「
火
の
用
心
ふ
き
ん

4

4

4

」

や
お
札
は
、「
儀
秀
稲
荷
社
例
大
祭
」
と
い
う
歴
史

を
物
語
る
資
料
に
な
っ
て
い
く
。
思
い
出
が
大
切
に

残
さ
れ
て
い
く
と
思
う
と
、
お
祭
り
が
終
わ
っ
て
し

ま
う
寂
し
さ
も
少
し
和
ら
い
だ
気
が
し
た
。

＊

＊

＊

私
は
「
儀
秀
稲
荷
社
例
大
祭
」
に
参
加
し
た
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
幸
子
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
写

真
を
眺
め
る
と
、
お
祭
り
の
日
の
賑
わ
い
を
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
じ
っ
さ
い
に
使
わ
れ
て
い
た
も

の
に
触
れ
る
と
、人
び
と
の
願
い
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

出
来
事
が
終
わ
っ
て
、
知
っ
て
い
る
人
が
い
な
く

な
っ
た
と
し
て
も
「
そ
の
と
き
」
を
切
り
取
っ
た
記

録
が
あ
れ
ば
人
び
と
は
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。

お
祭
り
に
参
加
し
た
あ
と
の
よ
う
な
気
持
ち
の
ま

ま
西
凉
寺
を
出
る
。
境
内
か
ら
は
三
町
商
店
街
を
見

渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
帰
り
は
商
店
街
を
通
っ
て
い

こ
う
。
今
は
も
う
見
ら
れ
な
い
お
祭
り
の
日
を
想
像

し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
ま
ち
の
景
色
を
眺
め
た
。

三町商店街の福引テント。本学の学生が手伝いに
来ていた（2000 年 5 月 13 日）

福引をするようす（1979 年 5 月 13 日）

すべての写真は西凉寺さんに提供していただきました。

渡
邊
結
佳
（
国
文
学
科
２
年
）
＝
文
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横
山
呉ご
ふ
く
て
ん

服
店

突
然
の
訪
問
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
横
山
辰た
つ
お雄

さ

ん
（
75
）
に
よ
る
と
、
あ
の
写
真
の
建
物
は
「
横
山

呉
服
店
」
と
い
う
店
だ
と
分
か
っ
た
。
一
階
が
小
間

物
屋
、
二
階
が
呉
服
屋
だ
っ
た
。
当
時
の
店
主
は
、

辰
雄
さ
ん
の
お
母
様
だ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
大
正

初
期
か
ら
あ
っ
た
店
を
昭
和
３
年
に
立
て
替
え
た
建

物
だ
と
い
う
。
完
成
時
の
記
念
写
真
を
見
せ
て
も
ら

う
。
店
の
屋
上
に
20
名
の
関
係
者
が
並
ん
で
い
る
。

左
に
写
る
の
は
か
つ
て
の
市
役
所
だ
と
教
え
て
も
ら

い
、
ま
ち
の
よ
う
す
の
移
り
変
わ
り
に
驚
い
た
。

横
山
呉
服
店
が
創
業
１
３
０
年
近
い
歴
史
に
幕
を

閉
じ
た
あ
と
、
建
物
が
解
体
さ
れ
て
現
在
の
空
き
地

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
辰
雄
さ
ん
は
大
学
卒
業
後

に
働
い
て
い
た
デ
パ
ー
ト
の
外
商
（
外
回
り
営
業
の

こ
と
）
部
で
培
っ
た
経
験
と
人
脈
で
、
昭
和
50
年
10

月
に
「
イ
ン
テ
リ
ア
ハ
ウ
ス
よ
こ
や
ま
」
を
始
め
た

そ
う
だ
。
今
か
ら
10
年
ほ
ど
前
に
店
を
閉
め
る
ま
で

は
絨じ

ゅ
う
た
ん毯や
家
具
な
ど
を
売
っ
て
い
た
。
店
が
で
き
た

当
初
は
周
り
に
家
具
を
売
る
店
は
な
か
っ
た
た
め
、

も
の
珍
し
か
っ
た
と
い
う
。「
横
山
呉
服
店
」
を
継

ぐ
形
で
「
イ
ン
テ
リ
ア
ハ
ウ
ス
よ
こ
や
ま
」
が
で
き

た
と
思
っ
て
い
た
が
、
全
く
別
の
店
だ
と
い
う
こ
と

を
知
っ
た
。

か
つ
て
商
品
だ
っ
た
物
は
今

辰
雄
さ
ん
の
家
に
お
邪
魔
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

入
っ
て
す
ぐ
の
玄
関
に
数
十
個
の
お
皿
や
湯
呑
が
置

い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
店
に
商
品
と
し
て
置
か
れ

て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。「
こ
れ
は
呉
服
店
に
置
い

て
た
や
つ
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
黒
い
和
傘
を
見
せ
て

く
だ
さ
っ
た
。
小
ぶ
り
だ
が
持
ち
手
が
し
っ
か
り
し

て
い
る
。
和
服
に
合
わ
せ
て
使
っ
て
み
た
い
。

同
じ
く
店
に
並
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
、
茶
色
の

編
み
か
ば
ん
も
見
せ
て
も
ら
う
。
開
い
て
み
る
と
、

古
写
真
を
見
て
い
る
と
、
自
分
が
見
た
こ
と
の
あ
る

空
地
に
、か
つ
て
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。

そ
の
建
物
に
つ
い
て
知
り
た
く
な
り
、
写
真
に
写
る

「
よ
こ
や
ま
」の
字
を
手
掛
か
り
に「
ヨ
コ
ヤ
マ
さ
ん
」

を
探
し
て
谷や

む

ら村
を
歩
く
。
す
る
と
、「
イ
ン
テ
リ
ア

ハ
ウ
ス
よ
こ
や
ま
」
と
表
札
に
書
か
れ
た
家
を
見
つ

け
た
。
あ
の
写
真
に
写
っ
て
い
た
建
物
の
持
ち
主
か

も
し
れ
な
い
と
戸
を
た
た
い
た
。

横山家の

から

大蔵

中蔵
旧インテリアハウス
よこやま

国道 139 号線

横山呉服店
跡地

前蔵

横山呉服店の建物が完成したさいの記念写真。左の白い建
物が市役所（写真提供＝横山辰雄さん）
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た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
か
わ
い
ら

し
い
絵
が
描
か
れ
て
い
た
。
外
側
の
落
ち
着
い
た
見

た
目
と
は
反
対
に
、
に
ぎ
や
か
な
柄
に
少
し
笑
っ
て

し
ま
っ
た
。
時
間
が
経
っ
て
、
絵
が
描
か
れ
た
布
は

色
あ
せ
て
い
る
が
、そ
れ
に
レ
ト
ロ
な
面
影
を
感
じ
、

と
き
め
い
た
。「
今
度
ま
た
、
う
ち
に
来
た
と
き
に

あ
げ
る
よ
」
と
辰
雄
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
歴
史

あ
る
物
だ
ろ
う
に
、
頂
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
思

い
つ
つ
、
な
か
に
お
に
ぎ
り
と
お
茶
を
い
れ
て
ピ
ク

ニ
ッ
ク
に
行
け
た
ら
な
と
も
思
っ
て
し
ま
っ
た
。

家
に
あ
る
小
間
物
は
ほ
ん
の
一
部
で
、
蔵
に
は

も
っ
と
た
く
さ
ん
の
物
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

蔵
の
な
か

あ
る
日
、
自
転
車
で
谷
村
を
走
っ
て
い
る
と
、
蔵

を
掃
除
し
て
い
た
辰
雄
さ
ん
に
偶
然
お
会
い
し
た
。

再
び
突
然
の
訪
問
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
辰
雄
さ
ん

は
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
と
蔵
の
な
か
を
案
内
し
て
く

れ
た
。
外
壁
の
格
子
模
様
が
特
徴
的
な
大
蔵
は
、
二

階
建
て
の
木
造
で
、
一
階
の
天
井
に
は
ま
っ
す
ぐ
で

太
い
梁
が
何
本
も
あ
っ
た
。
い
く
つ
も
重
ね
て
置
か

れ
た
木
箱
の
側
面
に
、
筆
で
右
か
ら
左
に
「
横
山
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
文
字
の
間
に
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
屋
号
だ
と
い
う
。
隣
の
側
面
に
「
椀
」
と
書
か

no.2　輪島塗の茶碗
黒い漆塗りの茶碗や赤の漆

の平皿があった。裏には金で

違い鷹の羽が刻されている

れ
て
い
る
通
り
、
白
い
布
に
く
る
ま
れ
た
お
椀
が
10

個
ず
つ
、
す
っ
き
り
と
収
ま
っ
て
い
た
。

長
机
に
は
漆
塗
り
の
お
椀
が
ず
ら
っ
と
並
ん
で
い

た
。
こ
の
数
か
ら
し
て
、家
族
の
食
事
用
で
は
な
く
、

人
に
ふ
る
ま
う
食
事
の
さ
い
に
使
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
辰
雄
さ
ん
は
言
う
。「
こ
れ
が
ね
、
輪
島

塗
な
ん
だ
よ
ね
。
あ
と
、
ほ
ら
」
と
お
椀
の
後
ろ
に

刻
さ
れ
た
金
色
の
紋
を
指
さ
す
。
違
い
鷹
の
羽
だ
。

自
分
の
家
紋
と
同
じ
だ
っ
た
の
で
、
思
わ
ず
お
椀
か

ら
顔
を
上
げ
て
、「
横
山
家
の
家
紋
で
す
か
。
う
ち

と
同
じ
で
す
」
と
伝
え
た
。「
そ
う
な
の
。
あ
な
た

と
は
な
に
か
と
縁
が
あ
る
ね
」
と
笑
い
な
が
ら
、
今

度
は
赤
い
漆
の
器
を
持
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
も
家
紋

が
刻
さ
れ
て
い
る
。
お
椀
だ
け
で
、
こ
の
蔵
に
数
百

個
は
あ
り
そ
う
だ
。

食
器
の
数
も
だ
が
、
状
態
が
よ
い
こ
と
に
さ
ら
に

驚
い
た
。
蔵
の
な
か
は
気
温
や
湿
度
が
あ
る
程
度
一

定
に
保
た
れ
て
い
る
た
め
、
米
や
酒
を
保
存
す
る
の

に
向
い
て
い
る
。
食
器
も
同
じ
よ
う
に
、
保
存
す
る

環
境
で
物
持
ち
が
違
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
、漆
塗
り
の
も
の
は
長
持
ち
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

漆
塗
り
の
他
に
、
陶
器
の
醤
油
皿
や
淡
い
青
色
の

グ
ラ
ス
な
ど
が
あ
る
。
食
器
棚
の
な
か
に
も
上
に
も

種
類
ご
と
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

蔵
に
残
っ
て
い
た
も
の

no.1　編みかばん
表面が籐

とう

で編まれたかばん。

なかには絵が描かれた布が貼

られている



「小学校毛筆図画帖」

は、明治時代の臨画

教育（模写によって学

習すること）に使用された。

自然や生きものの絵が多

く描かれていた
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no.3　暦
慶應、弘化、嘉永など200

年近く前の暦。355 日と書か

れていることから旧暦だとわかる

明治 34 年の
小学校の教科書

no.4　

思
い
出
の
宝
箱

二
階
の
よ
う
す
を
下
か
ら
う
か
が
う
と
、
日
が
差

し
込
ん
で
い
た
一
階
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
懐
中

電
灯
の
明
か
り
が
無
け
れ
ば
足
元
が
お
ぼ
つ
か
な
い

ほ
ど
薄
暗
い
。
ゆ
っ
く
り
と
階
段
を
上
が
っ
て
ま
ず

目
に
入
っ
た
の
は
、「
横
山
呉
服
店
」
と
大
き
く
書

か
れ
た
、
横
70
セ
ン
チ
、
高
さ
30
セ
ン
チ
ほ
ど
の
木

箱
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
当
時
店
で
使
わ
れ
て
い
た
衣

装
入
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
服
が
入
っ
て
い
る

の
か
と
気
に
な
る
。
し
か
し
、
な
か
に
入
っ
て
い
た

の
は
服
で
は
な
く
、
大
量
の
冊
子
だ
っ
た
。

「
こ
れ
は
、
私
の
お
ば
あ
さ
ん
が
使
っ
て
た
教
科

書
だ
よ
」
と
辰
雄
さ
ん
は
あ
せ
た
紅
色
の
冊
子
を
手

に
取
っ
た
。
裏
表
紙
に
は
「
谷
村
小
学
校

横
山
き

よ
」と
書
か
れ
て
い
る
。表
紙
に
は
明
治
34
年
と
あ
っ

た
。
１
２
０
年
以
上
前
だ
。
冊
子
を
開
く
と
、
漢
字

と
片
仮
名
で
書
か
れ
た
文
章
が
並
ん
で
い
た
。
こ
の

文
体
の
教
科
書
は
、
日
本
史
の
授
業
で
見
た
こ
と
が

あ
る
。
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な

い
く
ら
い
貴
重
な
物
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
聞
い

て
み
る
と
、
や
は
り
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
都
留
に
い
く
つ

か
資
料
と
し
て
提
供
し
て
い
る
と
い
う
。

私
の
実
家
の
屋
根
裏
に
も
小
学
校
の
卒
業
ア
ル
バ

ム
は
残
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
教
科
書
は
こ
の
先
見

直
す
こ
と
は
な
い
と
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
き
よ
さ
ん

も
当
時
は
、
使
っ
て
い
た
教
科
書
が
特
別
な
資
料
に

な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

辰
雄
さ
ん
が
「
学
芸
員
の
人
は
こ
う
い
う
の
に
価

値
が
あ
る
っ
て
言
う
ん
だ
よ
ね
」
と
ふ
す
ま
に
書
か

れ
た
文
字
を
指
さ
し
た
。
文
章
の
よ
う
だ
が
、
旧
字

体
で
書
か
れ
て
い
る
う
え
に
筆
字
な
の
で
読
め
な

か
っ
た
。
な
ん
と
書
か
れ
て
い
る
の
か
聞
こ
う
と
す

る
と
、「
俺
読
め
な
い
し
価
値
も
わ
か
ん
な
い
か
ら

さ
あ
」
と
笑
っ
て
首
を
か
し
げ
て
い
た
。
私
も
つ
ら

れ
て
笑
っ
て
し
ま
う
。
今
私
た
ち
が
書
い
て
い
る
文

字
も
、
い
つ
か
は
「
読
め
な
い
」
と
言
わ
れ
る
日
が

来
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
字
も
歴
史
を
生
き
て
い
る
こ

と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
。

下：当時、呉服店で使われていたと思われ　
　　　　る木箱（2024 年 1 月 23 日）

上：辰雄さんのおばあさんが小学生のときに　
　　　　使っていた教科書（2024 年 1 月 23 日）



旧インテリアハウスよこやま

の二階にて。辰雄さん

は、雛人形を飾っていた

のではないかと話す

旧インテリアハウスよこやま

の二階にて。辰雄さん

は、雛人形を飾っていた

no.6 茶壺と茶道具
鉄瓶と茶釜はどちらも南部鉄器で、片手で

持つと体が傾くほど重たかった。鉄瓶は蔵で

見つけてから、下の写真のように湯を沸かす

のに使用しているという

23

茅葺き屋根の
飾り台

no.5　

茶壺

茶釜鉄瓶

中
蔵
の
人
形

続
い
て
の
蔵
は
最
初
に
入
っ
た
大
蔵
よ
り
も
天
井

が
低
い
。
奥
の
ほ
う
か
ら
辰
雄
さ
ん
が
箱
を
抱
え
て

持
っ
て
き
た
。
母
親
の
節
句
祝
い
の
人
形
が
入
っ
て

い
る
と
い
う
。

箱
の
な
か
に
は
、
顔
に
白
い
布
が
巻
か
れ
た
2
体

の
人
形
が
入
っ
て
い
た
。
紺
色
に
上
品
な
銀
色
の
柄

の
着
物
と
、
金
色
に
淡
い
黄
緑
の
柄
の
着
物
を
召
し

た
人
形
だ
。
彩
ら
れ
た
光
沢
は
鮮
や
か
に
残
っ
て
い

て
、
布
地
も
古
び
た
よ
う
す
が
ま
っ
た
く
無
い
。
大

切
に
保
存
す
る
と
、こ
こ
ま
で
き
れ
い
に
残
る
の
か
。

う
ち
の
屋
根
裏
に
あ
る
雛
人
形
は
、
い
つ
し
か
日
の

目
を
見
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
は
ど
ん
な

す
が
た
な
の
だ
ろ
う
。
お
内
裏
様
が
何
色
の
着
物
を

着
て
い
た
の
か
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
実
家
に

蔵
は
な
い
け
れ
ど
、
思
い
入
れ
の
あ
る
も
の
を
残
し

て
い
き
た
い
と
強
く
思
っ
た
。

顔
に
巻
か
れ
た
布
を
外
す
と
、
男
雛
と
女
雛
で
は

な
く
白
髪
の
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
だ
っ
た
。

実
家
の
人
形
と
比
べ
て
渋
い
着
物
の
色
だ
と
は
思
っ

て
い
た
が
、
こ
の
人
形
も
雛
人
形
な
の
だ
ろ
う
か
。

あ
と
か
ら
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
2
体
は
「
高た

か
さ
ご砂

人

形
」
と
い
い
、
長
寿
と
夫
婦
円
満
の
縁
起
物
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
小
さ
な
人
形

が
布
に
く
る
ま
っ
て
た
く
さ
ん
箱
に
入
っ
て
い
た
。

こ
の
な
か
か
ら
お
内
裏
様
を
見
つ
け
出
す
の
は
大

変
だ
。「
い
つ
か
人
形
を
全
部
並
べ
て
飾
り
た
い
ね
」

と
辰
雄
さ
ん
が
言
う
。
お
内
裏
様
の
人
形
と
の
対
面

は
、の
ち
の
楽
し
み
に
と
っ
て
お
く
こ
と
に
な
っ
た
。

受
け
継
ぐ

退
職
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
本
格
的
に
蔵
じ

ま
い
を
始
め
た
と
い
う
辰
雄
さ
ん
。
多
く
の
物
が
残

る
蔵
を
整
理
し
て
い
る
。
輪
島
塗
の
茶
碗
を
手
に

と
っ
て
、「
も
し
よ
か
っ
た
ら
、
こ
れ
も
あ
な
た
の

ご
実
家
に
送
る
よ
」
と
辰
雄
さ
ん
が
言
う
。
頂
い

て
よ
い
の
か
と
た
め
ら
う
と
、「
こ
う
い
う
の
っ
て
、

使
っ
た
と
き
に
息
を
吹
き
返
す
か
ら
」と
返
さ
れ
た
。

使
わ
れ
て
い
た
物
が
蔵
に
眠
り
、
人
の
手
に
よ
っ

て
再
び
使
わ
れ
た
と
き
、
物
が
息
を
吹
き
返
す
。
そ

れ
は
て
い
ね
い
に
保
存
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
だ
。
か

つ
て
の
使
い
手
で
な
く
と
も
物
に
込
め
ら
れ
た
想
い

を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
る
。
辰
雄
さ
ん
に
頂
い
た

物
を
大
切
に
使
う
こ
と
で
そ
れ
を
証
明
し
た
い
。
自

分
の
想
い
が
、
い
つ
か
他
の
誰
か
に
渡
っ
た
と
き
の

た
め
に
も
。

原
口
桜
子(

学
校
教
育
学
科
２
年)

＝
文
・
写
真
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古地図を頼りにまちを訪ねてみると

そこに載っていなかったものにも気づきました。

人びとの暮らしをゆったりと見守る家
かちゅうがわ

中川の音

見る人の気分を明るくしてくれる庭木の作品

たくさんの思い出が眠る蔵のひんやりとした空気

そしてなにより、そこに暮らす人びとに出会い、地域の人のために

あるいは歴史を受け継ぐために動いているすがたを知りました。

歴史は紙の資料だけでなく

その時代を生きる人びとの語りとなって受け継がれています。

私たちが都留を記録することの本質は、資料を未来へ残すことだけでなく

今を生きている都留の人びとや自分たちの気持ちを確かめることなのだと思います。

古地図を手に、
まちを訪ねる
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横山辰雄さん（2024 年 1 月 23 日）
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カメラにキツネが写るのは久しぶりです。録画を見る

と、辺りを見渡して森の奥へ去っていくようすが確認

できました。ふさふさとした長い尻尾が印象的です。

2 匹のタヌキが仲良く歩いています。別の日にもタヌ

キが通りました。あたりをキョロキョロと見渡していま

す。今回、もっとも多く写った動物です。

2 月 5 日に雪が降ってしばらく経ったこの日、メスのニ

ホンジカが写りました。カメラがくもり、シカの影だけ

が見えます。積もった雪に足跡を残していました。

立派なツノを持ったニホンジカがやってきました。オス

のニホンジカです。目を光らせて、カメラをじっと見つ

めていました。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

『フィールド・ノート』編集部では、キャンパス

内の森にセンサーカメラ ( 赤外線を感知すると

自動的にシャッターを切るカメラ ) を設置して動

物の生息調査をしています。今号では前号と同

じ場所である、『ムササビの森』にカメラを 2 台

設置しました。1 月 19 日と2 月 10 日に撮影さ

れた動物たちを紹介します。

センサーカメラが
写した動物動物たち

④③

① ②

都留文科大学

グラウンド

1号館4号館

本部棟
図書館

5号館

自然科学棟

3号館

美
術
棟

6 号館

ムササビの森

2号館

① キツネ（2024 年 1 月 19 日） ② タヌキ（2024 年 1 月 19 日）

③ ニホンジカ（2024 年 1 月 19 日） ④ ニホンジカ（2024 年 2 月 10 日）
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本学 4 号館 1 階にある地域交流研究センターには、

本誌の編集室のほかに、キャンパス周辺で出会える

動物の食べあとや足跡などを展示したスペースがあり

ます。今回は展示物のなかから、さわれるものの一

部をご紹介します。

ふれられる
展示スペース

コラム

クルミ

マツボックリ

ムササビがくらしていた木の穴です。洞は、

枝が折れたところに細菌や雨水などが入り、

徐々に腐ってできます。ムササビに適した洞

は、ふつう大きな木にしかできません。大き

な木は洞のなかの空間が大きく、寝ぐらや子

育てをするのに最適です。

ムササビ 洞
うろ

がくらす

ニホンリスはマツボックリやクルミ、ドングリなどが好

みです。丈夫な前歯で器用に食べます。ムササビの

森には動物の食べあとがたくさん落ちています。クル

ミの表面と内側の触感の違いや、マツボックリのざら

ざらとした手ざわりをぜひ楽しんでみてください。

ニホンリス 食べあとの

ムササビムササビ

エ
ビ

フ
ラ

イ

  み
た

い
！

エ
ビ

フ
ラ

イ

エ
ビ

フ
ラ

イ

  み
た

い
！

  み
た

い
！

エ
ビ

フ
ラ

イ

エ
ビ

フ
ラ

イ

  み
た

い
！

ざらざらしてる！ざらざらしてる！ざらざらしてる！
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自然科学棟の天井で越冬するテン

トウムシ（2024 年 2 月 14 日）

本
誌
の
過
去
号
で
は
、
本
学
で
越
冬
す
る
テ
ン
ト
ウ

ム
シ
に
つ
い
て
何
度
か
取
り
上
げ
て
い
る
。
今
年
も
変

わ
ら
ず
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は
越
冬
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
過
去
の
記
録
と
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
、
観

察
に
向
か
っ
た
。

今
年
の
冬
は

本
学
の
自
然
科
学
棟
に
は
、
毎
年
10
月
下
旬
か

ら
11
月
に
か
け
て
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
越
冬
に
や
っ
て

く
る
。
な
か
で
も
ナ
ミ
テ
ン
ト
ウ
は
数
が
多
く
、
集

団
で
冬
を
越
す
。
１
９
８
０
年
代
に
は
、
自
然
科
学

棟
全
体
で
10
万
匹
以
上
が
越
冬
し
て
い
た
と
い
う
記

録
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
は
年
々
減
っ
て
い
る
。

２
０
２
１
年
に
は
、
１
０
０
匹
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

今
年
は
、
相
当
少
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
は
、
越
冬
し
て
い
る
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
ひ
と
目

見
た
い
。1
月
10
日
に
自
然
科
学
棟
へ
向
か
っ
た
。さ
っ

そ
く
、
1
階
の
壁
に
1
匹
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
見
つ
け

た
。
す
ぐ
そ
ば
に
は
外
階
段
が
あ
る
。
階
段
の
下
か

ら
見
上
げ
る
と
、
壁
の
細
い
溝
や
つ
き
当
た
り
の
角
、

天
井
に
い
く
つ
も
の
黒
い
か
た
ま
り
が
見
え
た
。「
本

当
に
集
団
で
越
冬
す
る
ん
だ
」。
白
い
壁
に
あ
る
黒
い

か
た
ま
り
は
と
て
も
目
立
つ
。
こ
れ
ほ
ど
人
目
に
つ
く

場
所
で
冬
を
越
す
生
き
も
の
が
い
る
の
だ
。
私
が
大
学

と
家
を
行
き
来
し
て
い
る
と
き
も
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は

ど
こ
か
で
ひ
た
す
ら
春
を
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
然
科
学
棟
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ

1
月
27
日
は
、
日
差
し
が
あ
っ
て
暖
か
か
っ
た
。

今
日
は
、
自
然
科
学
棟
の
最
上
階
で
あ
る
6
階
ま
で

上
っ
て
み
よ
う
。4
階
か
ら
5
階
へ
上
っ
て
い
く
と
、

階
段
を
1
匹
で
歩
い
て
い
る
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
い

た
。う
っ
か
り
踏
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。し
ゃ

が
ん
で
顔
を
近
づ
け
る
。
黒
い
背
中
に
赤
い
点
を
二

つ
も
つ
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
だ
。
日
光
が
当
た
っ
て
い
る

明
る
い
と
こ
ろ
か
ら
暗
い
と
こ
ろ
へ
、
ち
ょ
こ
ち
ょ

こ
と
移
動
し
て
い
く
。冬
の
あ
い
だ
、一
か
所
で
じ
っ

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
れ
か
ら
集

団
に
合
流
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

足
元
、
床
の
す
み
、
階
段
の
両
脇
、
天
井
を
注
意

深
く
見
な
が
ら
上
っ
て
い
く
。
ど
の
階
に
も
黒
い
か

た
ま
り
が
あ
る
。
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は
何
階
を
目
指
し

て
飛
ん
で
く
る
の
だ
ろ
う
。
6
階
ま
で
上
り
き
り
、

今
度
は
下
っ
て
い
く
。
す
る
と
、
階
数
が
下
が
る
に

つ
れ
て
、
集
団
の
数
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
気
が
つ

い
た
。
そ
し
て
、
一
集
団
の
大
き
さ
は
小
さ
い
。
1

匹
で
い
る
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
も
ち
ら
ほ
ら
見
か
け
る
。

上
に
行
く
ほ
ど
集
団
は
大
き
く
な
り
、
テ
ン
ト
ウ
ム

シ
が
密
集
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。

2
月
7
日
、
2
日
前
に
降
っ
た
雪
が
残
る
な
か
、

自
然
科
学
棟
へ
向
か
っ
た
。
寒
い
か
ら
、
テ
ン
ト
ウ

ム
シ
は
集
団
で
じ
っ
と
し
て
い
る
は
ず
だ
。し
か
し
、

階
段
を
上
り
始
め
る
と
す
ぐ
に
、
そ
う
で
は
な
い
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。
前
回
観
察
し
た
暖
か
い
日
よ
り

も
、
多
く
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
床
を
歩
い
て
い
る
の

だ
。
動
き
ま
わ
っ
た
ら
、
冬
を
越
せ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
っ
た
。
私
の
ほ
う

が
よ
ほ
ど
、
寒
さ
に
身
を
縮
め
て
い
る
。

今
回
は
集
団
ご
と
の
個
体
数
を
数
え
て
み
る
。
自

然
科
学
棟
の
壁
に
は
、
縦
幅
が
１・５
セ
ン
チ
ほ
ど

の
細
い
溝
が
あ
る
。
2
セ
ン
チ
四
方
に
6
匹
。
5
セ

ン
チ
く
ら
い
の
隙
間
に
は
20
匹
。
手
の
届
く
と
こ
ろ

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
冬
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に
は
定
規
を
当
て
て
、
天
井
は
お
お
ま
か
に
数
え
て

い
く
。
数
え
て
い
る
あ
い
だ
に
、
も
ぞ
も
ぞ
と
動
き

だ
す
個
体
も
い
る
。
数
を
数
え
る
こ
と
に
夢
中
に

な
っ
て
、
足
元
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
踏
ん
で
し
ま
わ

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
平
均
す
る
と
、
1
セ
ン
チ

四
方
に
約
２・５
匹
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
集
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は
、
白
色
を
ほ
か
の
色
と
見
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
乾
燥
し
て
い

て
越
冬
に
適
し
て
い
る
場
所
だ
と
判
断
し
、
白
い
建

物
に
集
ま
っ
て
く
る
ら
し
い
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
あ

る
、
自
然
科
学
棟
以
外
の
白
い
壁
の
建
物
に
も
、
テ

ン
ト
ウ
ム
シ
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

美
術
棟
は
昨
年
塗
り
替
え
工
事
が
終
わ
っ
た
ば
か

り
で
、
き
れ
い
な
白
い
壁
を
し
て
い
る
。
道
路
を
挟

ま
ず
に
楽
山
と
接
し
て
い
る
建
物
だ
か
ら
、
テ
ン
ト

ウ
ム
シ
が
飛
ん
で
き
や
す
そ
う
だ
。
自
然
科
学
棟
と

条
件
は
同
じ
に
思
え
る
。
ま
わ
り
を
ぐ
る
り
と
一
周

し
て
み
る
が
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は
い
な
い
。

6
階
ま
で
あ
る
2
号
館
の
外
壁
も
白
い
。
授
業
中

に
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
見
か
け
た
と
い
う
編
集
部
員
と

と
も
に
、
西
向
き
の
窓
が
あ
る
廊
下
を
見
に
行
く
。

6
階
で
さ
え
も
、
窓
枠
や
床
を
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
歩

い
て
い
る
。
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
室
内
に
入
り
こ
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
面
し
た
小
さ
な

ベ
ラ
ン
ダ
で
は
、
複
数
の
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
歩
き
ま

わ
っ
て
い
た
。
外
壁
に
も
数
匹
見
つ
け
た
。

ほ
か
の
建
物
に
も
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
は
や
っ
て
く

る
。
2
号
館
に
は
、
活
動
し
て
い
る
個
体
が
い
た
。

し
か
し
、
越
冬
し
て
い
る
集
団
は
見
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
白
い
壁
だ
け
が
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
集
ま

る
理
由
で
は
な
い
よ
う
だ
。

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が
2
号
館
に
集
ま
っ
て
く
る
の

は
、
日
当
た
り
が
良
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え

る
と
、
美
術
棟
で
1
匹
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
は

不
思
議
だ
。
美
術
棟
は
自
然
科
学
棟
よ
り
高
い
と
こ

ろ
に
あ
り
、
日
光
を
さ
え
ぎ
る
建
物
が
な
い
。
そ
の

た
め
、
道
路
側
の
外
壁
に
は
よ
く
日
が
当
た
る
。

ま
た
、
過
去
の
記
録
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
カ

メ
ム
シ
な
ど
の
ほ
か
の
昆
虫
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と

だ
。
見
落
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
足
元

を
歩
い
て
い
る
の
は
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
ば
か
り
だ
っ

た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の
よ
う
す
は
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て

き
て
い
る
。
昨
年
は
新
し
い
建
物
が
完
成
し
、
最
近

は
自
然
科
学
棟
に
面
し
た
道
路
で
工
事
が
行
わ
れ
て

い
る
。
天
候
だ
け
で
な
く
、
環
境
の
変
化
も
昆
虫
の

生
活
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
＊

＊

＊

調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、
疑
問
は
増
え
て
い
く
。

今
ま
で
は
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
を
見
か
け
て
も
気
に
留

め
な
か
っ
た
。
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
だ
け
身
近
な
昆

虫
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
冬
に
昆
虫
た
ち
を
あ
ま

り
見
か
け
な
く
な
っ
て
も
、
か
れ
ら
が
ど
う
過
ご
し

て
い
る
か
な
ん
て
、
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
テ

ン
ト
ウ
ム
シ
は
自
然
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
人
が
つ

く
っ
た
建
物
で
も
、
寒
さ
に
耐
え
て
春
を
待
っ
て
い

る
。暖
か
い
季
節
に
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
と
再
会
し
た
ら
、

「
お
疲
れ
さ
ま
」
と
声
を
か
け
た
く
な
っ
た
。

①黒地に赤い点を 2 つもつナミテントウ。キャンパス

　　内でいちばんよく見かける（2024 年 1 月 27 日）

②赤地に黒い点をたくさんもつナミテントウ。橙色の

　　個体もいる（2024 年 2 月 7 日）

③三日月のような形の斑紋をもつテントウムシ。にや

　　りと笑っている顔のようだ（2024 年 2 月 14 日）

④自然科学棟で唯一出会ったナナホシテントウ。階

　　段の角でじっとしていた（2024 年 2 月 14 日）

① ②

④③

印
南
響
（
比
較
文
化
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真
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こ
だ
わ
り
の
料
理

お
店
に
入
る
と
、
織
物
や
版
画
が
目
に
入
る
。
種

明
さ
ん
と
公
子
さ
ん
が
自
ら
作
っ
た
作
品
だ
と
い
う
。

ま
じ
ま
じ
と
見
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
で
ゆ
っ
く
り

見
さ
せ
て
も
ら
お
う
、と
席
へ
向
か
う
。
席
に
着
く
と
、

水
の
流
れ
る
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
窓
の
外
を
見
る

と
、小
さ
な
水
路
が
あ
る
。
店
の
名
の
「
カ
ナ
ー
」
は
、

ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
水
路
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
と

種
明
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

種
明
さ
ん
が
手
づ
く
り
の
メ
ニ
ュ
ー
を
持
っ
て
き
て

く
だ
さ
っ
た
。「
ス
パイ
ス
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
説
明
が

目
に
留
ま
り
、
ヘ
ル
シ
ー
ア
ジ
ア
ン
ラ
イ
ス
の
ラ
ン
チ

セ
ッ
ト
と
黒
糖
コ
コ
ア
ケ
ー
キ
を
頼
む
こ
と
に
し
た
。

ラ
ン
チ
セ
ッ
ト
は
ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
が
つ
く
。
料
理
を

注
文
す
る
と
、
キ
ッ
チ
ン
に
い
る
種
明
さ
ん
と
公
子
さ

ん
が
き
び
き
び
と
作
業
に
取
り
か
か
る
。
し
ば
ら
く

す
る
と
、
炒
め
た
野
菜
と
ス
パイ
ス
の
香
り
が
し
て
き

た
。
急
に
お
腹
が
す
い
て
き
た
の
が
わ
か
る
。

ヘ
ル
シ
ー
ア
ジ
ア
ン
ラ
イ
ス
が
運
ば
れ
て
き
た
。
ス

プ
ー
ン
で
す
く
っ
て
口
に
近
づ
け
る
と
、
ス
パ
イ
ス
の

香
り
を
強
く
感
じ
る
。
ク
ミ
ン
や
ナ
ツ
メ
グ
な
ど
を

使
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
な
ん
と
な
く
東
南
ア
ジ
ア
の
情

景
が
頭
に
浮
ぶ
。

カフェ禾菜を営む公子さんと種明さん。「こんな感じでいいかな」とカメラ
の前に立ってくださった（2024 年 2 月 12 日）

手
作
り

し
む

楽

カ
フ
ェ

禾か

せ

い生
駅
近
く
に
あ
る「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
カ
フ
ェ
禾か

な

ー菜
」を
訪
ね
た
。カ
フ
ェ
禾
菜

は
私
の
祖
父
で
あ
る
北き

た
は
ら原
種た

ね
あ
き明
さ
ん（
78
）と
久く

ぼ

た

保
田
公き

み

こ子
さ
ん（
70
）が

営
ん
で
い
る
。種
明
さ
ん
と
公
子
さ
ん
は
本
誌
の
読
者
で
あ
り
、温
か
く
迎

え
入
れ
て
く
れ
た
。

を

北
原
日
々
希
（
地
域
社
会
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

谷
上
碧
（
地
域
社
会
学
科
１
年
）
＝
写
真
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ど
を
訪
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
カ
フ
ェ
禾
菜
を
開
こ

う
と
思
っ
た
の
も
、
都
留
の
さ
ま
ざ
ま
な
カ
フ
ェ
を
訪

れ
、
自
分
た
ち
も
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
そ

う
。「
都
留
に
は
美
味
し
く
て
特
色
の
あ
る
お
店
が
い
っ

ぱ
い
あ
っ
て
、
け
っ
こ
う
刺
激
を
う
け
て
い
る
ん
だ
よ

ね
」と
公
子
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。
種
明
さ
ん
も「
他

の
お
店
に
負
け
な
い
よ
う
に
頑
張
っ
て
る
よ
」
と
お
だ

や
か
に
笑
い
な
が
ら
話
す
。
そ
の
笑
顔
か
ら
「
負
け
な

い
よ
う
に
」
と
言
い
つ
つ
、
都
留
の
カ
フ
ェ
に
親
し
み

を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

お
二
人
は
、
お
客
さ
ん
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て

も
カ
フ
ェ
禾
菜
を
活
用
し
て
い
る
。
種
明
さ
ん
と
公
子

さ
ん
の
作
品
を
披
露
す
る
展
示
会
や
、
楽
器
教
室
な

ど
を
定
期
的
に
開
い
て
い
る
と
い
う
。
オ
ー
プ
ン一
周

年
を
記
念
し
て
５
月
に
開
い
た
展
示
会
は
、
た
く
さ

ん
の
か
た
が
訪
れ
、
交
流
を
楽
し
ん
だ
そ
う
。
こ
の
展

示
会
を
通
し
て
、
よ
り
多
く
の
お
客
さ
ん
が
カ
フ
ェ
禾

菜
を
訪
れ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
み
な

さ
ん
と
い
ろ
ん
な
形
で
交
流
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
」

と
種
明
さ
ん
が
話
す
。

今
後
は
、
も
っ
と
市
民
の
か
た
や
学
生
と
語
り
合
い

の
場
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
催
し

を
計
画
し
て
い
る
の
だ
そ
う
。
お
二
人
の
ア
イ
デ
ア
は

尽
き
る
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
。

野菜たっぷりのヘルシーアジアンライス

ヘル
シ
ー
ア
ジ
ア
ン
ラ
イ
ス
を
平
ら
げ
る
と
、
ほ
ど

な
く
し
て
コ
ー
ヒ
ー
と
黒
糖
コ
コ
ア
ケ
ー
キ
が
運
ば
れ

て
き
た
。
一
口
食
べ
て
み
る
と
、
や
さ
し
い
甘
さ
が
ふ

ん
わ
り
と
口
に
広
が
る
。
コ
ー
ヒ
ー
の
苦
み
と
合
う
。

ケ
ー
キ
に
舌
鼓
を
う
っ
て
い
る
と
、種
明
さ
ん
が「
こ

の
ケ
ー
キ
の
材
料
は
全
部
植
物
性
の
も
の
な
ん
だ
よ
」

と
教
え
て
く
れ
た
。
植
物
性
の
も
の
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
カ
ロ
リ
ー
を
抑
え
、
お
客
さ
ん
に
気
兼
ね
な
く

ケ
ー
キ
を
食
べ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
。
カ
フ
ェ
禾
菜
の
手
作
り
ラ
ン
チ
に
は
、
お
二
人

の
お
客
さ
ん
に
対
す
る
気
づ
か
い
が
つ
ま
っ
て
い
た
。

ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て

カ
フ
ェ
禾
菜
は
、
月
曜
日
の
み
営
業
し
て
い
る
。
他

の
曜
日
は
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
と
尋
ね
る
と
、
お

二
人
は
笑
い
あ
い
な
が
ら
「
け
っ
こ
う
忙
し
い
ん
だ
よ

ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
お
二
人
は
、
道
志
村
に
も
住

ま
い
を
持
っ
て
お
り
、
都
留
と
道
志
を
行
き
来
し
て
い

る
と
い
う
。
都
留
市
と
道
志
村
は
隣
接
し
て
い
る
も
の

の
、
あ
い
だ
を
結
ぶ
道
は
険
し
く
、
往
来
に
時
間
が

か
か
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
２
拠
点
で
の
生
活
を
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

聞
い
て
み
る
と
、
道
志
で
自
然
に
触
れ
て
趣
味
の
織

物
作
り
や
陶
器
作
り
に
励
み
つ
つ
、
都
留
の
カ
フ
ェ
な

添えてあるクリームは豆乳ヨーグルトから作られている
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自
分
の
身
体
で
感
じ
る
と
い
う
こ
と

種
明
さ
ん
と
公
子
さ
ん
は
、
カ
フ
ェ
禾
菜
の
活
動

の
な
か
で
、「
身
体
感
覚
」
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い

う
。「
自
分
の
五
感
を
じ
っ
さ
い
に
使
っ
て
い
く
の
が
ポ

イ
ン
ト
」
と
種
明
さ
ん
は
話
す
。
と
く
に
手
作
り
の
よ

さ
を
追
い
求
め
て
い
る
と
い
う
。「
手
の
感
じ
が
残
る

料
理
や
作
品
と
出
会
っ
て
ほ
し
い
ん
で
す
」
と
公
子
さ

ん
が
自
分
の
作
品
に
目
を
や
り
な
が
ら
語
っ
た
。
た
し

か
に
こ
の
カ
フ
ェ
に
は
手
作
り
の
も
の
が
あ
ふ
れ
て
い

る
。
手
作
り
の
温
か
み
を
感
じ
ら
れ
る
場
所
だ
。

「
便
利
な
も
の
が
必
ず
し
も
全
部
い
い
も
の
と
は
限

ら
な
い
。
い
ろ
ん
な
こ
と
を
自
分
で
体
験
し
て
ほ
し
い

ん
だ
よ
ね
」
と
種
明
さ
ん
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
た
広
報
な
ど
を
し
て
い
な
い
と
い
う
。

「
こ
の
カ
フ
ェ
も
、
看
板
や
人
づ
て
で
広
ま
っ
た
ん
だ

よ
。
そ
う
い
う
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
い
ね
」
と
公

子
さ
ん
が
続
け
て
語
っ
た
。
お
二
人
が
人
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

カ
フ
ェ
禾
菜
で
は
、
月
に
１
、2
回
「
カ
リ
ン
バ
」

と
い
う
ア
フ
リ
カ
の
楽
器
の
教
室
が
開
か
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
音
楽
が
好
き
だ
っ
た
種
明
さ
ん
が
、
ア
フ
リ

カ
音
楽
に
関
心
を
持
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
。
ア
フ
リ

カ
の
人
び
と
が
、
身
近
で
簡
素
な
も
の
を
使
っ
て
音
を

奏
で
る
よ
う
す
に
惹
か
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
教
室

で
使
う
カ
リ
ン
バ
も
、
簡
素
な
つ
く
り
だ
。「
い
ろ
ん

な
音
楽
を
す
ぐ
聴
け
る
時
代
だ
け
ど
、
な
か
な
か
ア

フ
リ
カ
の
音
楽
に
触
れ
る
機
会
は
な
い
よ
ね
」
と
種
明

さ
ん
が
語
る
。
口
伝
え
で
メ
ン
バ
ー
が
増
え
、
今
は
６

人
ほ
ど
で
カ
リ
ン
バ
を
奏
で
て
い
る
。「
み
ん
な
で
や
る

と
い
っ
そ
う
楽
し
い
」
と
公
子
さ
ん
が
に
っ
こ
り
笑
う
。

＊
　　＊
　　＊

種
明
さ
ん
と
公
子
さ
ん
は
、
自
分
た
ち
の
手
で
も

の
を
作
り
出
す
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。「
自
分
た

カリンバを演奏する種明さん。店内にやさしい音色が響く

種明さんと公子さんが作った陶器や織物、版画が並ぶ

このページの写真はすべて 2024 年 2 月 12 日に撮影しました。

ち
で
作
る
か
ら
こ
そ
、
も
の
に
深
み
が
生
ま
れ
る
し
愛

着
が
湧
く
」
と
公
子
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

な
ん
で
も
簡
単
に
手
に
入
る
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、

お
二
人
の
言
葉
が
胸
に
響
く
。
私
は
そ
う
い
っ
た
環
境

に
甘
え
、
自
分
の
身
体
を
目
い
っ
ぱ
い
使
う
こ
と
の
楽

し
さ
と
や
り
が
い
を
忘
れ
て
い
た
。
カ
フ
ェ
禾
菜
で
、

お
二
人
の
想
い
が
込
め
ら
れ
た
作
品
に
触
れ
、
私
も
自

分
の
手
で
も
の
を
生
み
出
し
て
み
た
く
な
っ
た
。

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
カ
フ
ェ

禾
菜
」

営
業
日
時

月
曜
日
午
前
11
時
〜
午
後
5
時

電
話

0
7
0
ー
4
4
8
8
ー
0
8
0
4
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ノネズミの足跡
雪のなかに開いた 3 センチほどの穴から遊
歩道を横切るように足跡が続いていました。
後ろ足の前に前足の足跡がうっすらと残って
いました。

ニホンジカの足跡
ニホンジカの足跡はよく見かけますが、雪
が深かったため、ふだんは見られない副

ふ く て い

蹄
（写真の○印）の跡がついていました。副
蹄は、人間の人差し指と小指に相当します。

フィールド暦
都留に冬がやってきました。ほかの時期と

比べて動植物を見かける機会が少ない季節

ですが、耳を澄ませたり、目を凝らしたりす

ると冬の自然と出会うことができました。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

ヤマガラ
シジュウカラの仲間で、スズメほどの大きさ
です。オレンジ色の体が特徴です。本学に
はエゴノキが多く、秋ごろからエゴノキの実
を食べるすがたが観察できます。

ツグミ
都留では冬によく見かけます。越冬するた
めに日本にやってくるようです。夏には鳴き
声が聞こえなくなる（口をつぐむ）ことに名
前が由来するという説もあります。

キツネの足跡
キャンパスでもキツネの足跡が確認されまし
た。雪上に一直線に残る足跡がキツネの特
徴です。センサーカメラ（P.26-P.27）もご覧
ください。

ジョウビタキ
体が茶色で翼に斑点があるのが特徴です。
冬の訪れを教えてくれる鳥です。「ヒタキ」
とは、火打石を叩く音に似た音を出すこと
に由来するそうです。

（2024 年 1 月 25 日　本学図書館横）

(2024 年 2 月 27 日　本学うら山 )

（2024 年 2 月 27 日　本学うら山）

(2024 年 3 月 1 日　本学 4 号館 )

（2024 年 2 月 22 日　本学美術棟裏） （2024 年 2 月 29 日　本学うら山）

写真撮影・提供＝国際交流センター　前田文子さん
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と
、
私
を
接
客
し
て
く
れ
た
店
員
さ
ん
と
目
が
合
っ

た
。
に
っ
こ
り
と
し
た
笑
顔
に
魅
了
さ
れ
、
思
わ
ず

話
し
か
け
て
み
た
。

店
員
の
太お

お
た田
さ
ん
は
、
は
な
ち
ゃ
ん
カ
フ
ェ
に
つ

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
さ
ら

に
会
話
は
弾
み
、
カ
フ
ェ
の
2
階
を
案
内
し
て
い
た

だ
い
た
。
2
階
は
天
井
が
高
く
、
1
階
と
同
様
に
お

花
の
装
飾
で
溢
れ
て
い
る
。

あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
経
っ
て
い
た
。
喋
る
こ

と
が
楽
し
く
て
カ
フ
ェ
で
過
ご
す
時
間
が
心
地
よ

い
。
太
田
さ
ん
の
ほ
か
に
ど
ん
な
店
員
さ
ん
が
い
る

の
だ
ろ
う
。
す
て
き
な
店
員
さ
ん
と
の
出
会
い
で
、

カ
フ
ェ
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
く
な
る
。

後
日
、
私
は
、
は
な
ち
ゃ
ん
カ
フ
ェ
で
一
緒
に
活

動
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
活
躍

1
月
16
日
に
は
じ
め
て
カ
フ
ェ
の
活
動
に
参
加
し

た
。
店
員
さ
ん
た
ち
の
仕
事
は
、
お
も
に
接
客
だ
。

掃
除
や
電
話
の
対
応
、
外
の
シ
ョ
ッ
プ
の
店
番
、
お

客
さ
ん
の
コ
ー
ヒ
ー
と
紅
茶
を
用
意
す
る
な
ど
は
全

員
で
行
う
。

さ
っ
そ
く
、
店
員
の
滝た

き
ぐ
ち口
さ
ん
が
外
の
シ
ョ
ッ
プ

の
店
番
を
し
て
い
る
。
店
内
の
入
り
口
付
近
で
お
客

す
て
き
な
出
会
い

12
月
中
旬
、
可
愛
い
ら
し
い
名
前
か
ら
お
店
が
気

に
な
り
、
自
宅
の
近
く
に
あ
る
『
は
な
ち
ゃ
ん
の
カ

フ
ェ
&
シ
ョ
ッ
プ
』
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

愛
ら
し
い
猫
の
看
板
が
お
店
の
目
印
だ
。
店
内
に
入

る
と
、
店
員
さ
ん
が
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
！
」
と

元
気
に
迎
え
て
く
れ
た
。
気
持
ち
の
よ
い
挨
拶
に
、

自
然
と
笑
顔
に
な
る
。
店
内
に
は
、
色
鮮
や
か
な
造

花
が
あ
ち
こ
ち
に
置
か
れ
て
い
て
、
ゆ
っ
た
り
と
し

た
音
楽
も
流
れ
て
い
る
。
庭
園
の
よ
う
な
カ
フ
ェ
の

雰
囲
気
に
心
が
癒
さ
れ
る
。

車く
る
ま
ふ麩
の
フ
ラ
イ
が
メ
イ
ン
の
は
な
ち
ゃ
ん
ラ
ン
チ

を
頼
ん
で
み
る
。
す
る
と
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
で
、

デ
ザ
ー
ト
ま
で
付
い
て
き
た
。
カ
フ
ェ
の
料
理
に

は
、
自
家
栽
培
の
野
菜
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ

し
て
、
コ
ー
ヒ
ー
か
紅
茶
の
温
か
い
飲
み
物
も
選
べ

る
。
紅
茶
の
フ
ル
ー
テ
ィ
な
香
り
に
包
ま
れ
る
と
、

居
心
地
が
よ
く
な
り
ウ
ト
ウ
ト
し
て
し
ま
っ
た
。
ふ

﹃
は
な
ち
ゃ
ん
の
カ
フ
ェ
＆
シ
ョ
ッ
プ
﹄
は
、
今
年

で
オ
ー
プ
ン
11
年
目
を
迎
え
る
。
障
が
い
を
も
ち
な

が
ら
も
働
く
意
欲
の
あ
る
人
た
ち
が
、
接
客
を
通
し

て
社
会
と
関
わ
る
こ
と
で
、
自
立
を
目
指
す
場
だ
。

①

②

③

カフェ &ショちゃんのはな ップ
～笑顔から生まれる人の輪～

①カフェは、「富士みち」と呼ばれる国道 139 号線沿いにある。外のショップでは、同じ事業所で製作している漬物やジャム、　
　　都留で作ったお米や果物などを販売している。右奥には、大きなピザ窯もある (2024 年 1 月 23 日 )
②店内のようす (2024 年 2 月 8 日 ) ③人気メニューのマルゲリータピザ。野菜たっぷりのサラダ付きだ (2024 年 3 月 2 日 )
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お仕事のようす

さ
ん
が
来
な
い
か
う
か
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
歩
道

に
人
が
通
る
と
気
に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
。

外
で
は
、
寒
い
な
か
カ
フ
ェ
へ
の
呼
び
込
み
も

行
っ
て
い
た
。
そ
の
さ
い
に
使
う
看
板
は
、
店
員
の

藤ふ
じ
む
ら村

さ
ん
と
職
員
の
か
た
が
作
っ
た
も
の
だ
。
一
生

懸
命
作
っ
た
看
板
を
嬉
し
そ
う
に
見
せ
て
く
だ
さ
っ

た
。ど
れ
も
カ
ラ
フ
ル
で
わ
く
わ
く
す
る
色
使
い
だ
。

店
内
に
戻
り
、
店
員
さ
ん
が
接
客
を
す
る
す
が
た

を
見
て
み
る
。
お
客
さ
ん
を
よ
く
見
て
、
行
動
を
予

想
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
た
。
以
前
に
接
客
し
て
く

だ
さ
っ
た
太
田
さ
ん
は
、
会
計
の
と
き
に
お
客
さ
ん

と
楽
し
そ
う
に
お
話
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
太
田
さ

ん
も
、
働
き
始
め
た
こ
ろ
は
緊
張
し
て
い
た
そ
う
。

仕
事
を
し
て
い
く
な
か
で
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ

と
い
う
。
今
で
は
、
職
業
実
習
で
カ
フ
ェ
に
く
る
高

校
生
に
コ
ー
ヒ
ー
の
入
れ
か
た
を
教
え
る
の
も
太
田

さ
ん
の
仕
事
だ
。

お
昼
に
な
る
と
、
店
員
さ
ん
や
同
じ
事
業
所
の
か

た
向
け
に
提
供
し
て
い
る
給
食
を
い
た
だ
い
た
。
担

当
し
て
8
年
目
の
小こ

や
ま山

さ
ん
が
中
心
に
作
っ
て
い

る
。
給
食
作
り
は
大
変
だ
け
ど
、
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え

る
の
が
楽
し
く
、
み
ん
な
か
ら
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で

し
た
」
と
言
わ
れ
る
の
が
嬉
し
い
そ
う
。
小
山
さ
ん

は
今
ま
で
の
献
立
を
3
冊
の
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い

る
。
イ
ラ
ス
ト
も
描
き
込
ま
れ
た
ノ
ー
ト
か
ら
は
、

料
理
が
大
好
き
な
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

店
員
さ
ん
の
な
か
に
は
、
カ
フ
ェ
の
料
理
を
担
当

す
る
か
た
も
い
る
。
小お

の

だ
野
田
さ
ん
は
、
お
店
の
人
気

メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
ピ
ザ
を
作
っ
て
い
る
。
生
地
作
り

か
ら
具
材
を
の
せ
る
過
程
ま
で
、
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た

表
情
で
楽
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

ほ
か
に
も
店
員
さ
ん
た
ち
に
は
、
個
人
で
担
当
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
が
あ
る
。
一
人
ひ
と
り
が
自
分

の
役
割
を
理
解
し
、
誰
か
が
仕
事
を
忘
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
人
が
、
優
し
く
教
え

て
い
る
。

カ
フ
ェ
で
の
活
動
を
通
し
て
、
店
員
さ
ん
た
ち
が

自
身
の
得
意
な
こ
と
や
好
き
な
こ
と
で
活
躍
し
て
い

る
す
が
た
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

レジの点検作業をする太田
さん。慣れた手つきでお金
の確認をしている
(2024 年 1 月 23 日）

給食を準備中の小山さん。
この日のメインは、さつまい
もの入った大きなかき揚げ
だ (2024 年 1 月 23 日 )

自身が作った呼び込み用の
看板を持つ藤村さん。看
板は、ほかにも数種類ある
(2024 年 1 月 16 日）

お客さんのコーヒーを入れる
滝口さん。できたてのコー
ヒーは、温かくて香りも良い

（2024 年 1 月 23 日）

人気メニューのピザを作る
小野田さん。石窯で焼いた
ピザは大きくて食べ応え抜
群だ (2024 年 1 月 23 日）
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接
客
を
通
し
て

カ
フ
ェ
に
は
、
幅
広
い
年
齢
層
の
人
が
訪
れ
る
。

山
梨
県
内
だ
け
で
な
く
、
静
岡
や
八は

ち
お
う
じ

王
子
、
埼
玉
の

所と
こ
ろ
ざ
わ

沢
か
ら
来
て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ん
も
い
る
。
太

田
さ
ん
と
外
の
店
番
を
し
て
い
る
と
、
近
所
の
か
た

に
「
頑
張
っ
て
」
と
声
を
掛
け
て
い
た
だ
い
た
。
仕

事
を
通
し
て
、
励
ま
し
を
い
た
だ
く
こ
と
も
多
い
と

い
う
。
地
域
の
か
た
や
お
客
さ
ん
か
ら
の
嬉
し
い
言

葉
が
カ
フ
ェ
で
の
活
動
を
支
え
て
い
る
よ
う
だ
。

店
員
さ
ん
が
お
客
さ
ん
に
コ
ー
ヒ
ー
を
準
備
し
て

い
る
時
間
は
、
店
内
に
ほ
ろ
苦
い
香
り
が
た
だ
よ
っ

て
い
て
気
持
ち
が
よ
い
。
じ
っ
さ
い
に
、
太
田
さ
ん

か
ら
教
わ
り
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
み
る
。
細
か
な
手

順
が
多
く
、
思
っ
た
よ
う
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
店
員

さ
ん
の
手
ぎ
わ
の
良
さ
が
よ
く
分
か
る
。
太
田
さ
ん

は
、
何
度
も
練
習
を
重
ね
て
や
っ
と
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

接
客
は
、
も
ち
ろ
ん
大
変
な
こ
と
も
多
い
。
し
か

し
、店
員
さ
ん
た
ち
は
、お
客
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
と
き
が
仕
事
の
な
か
で
も
と

く
に
楽
し
く
て
好
き
な
時
間
だ
と
い
う
。
人
と
人
と

の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
仕
事
を
す
る
原
動

力
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

人
柄
に
惹
か
れ
る

カ
フ
ェ
に
行
く
た
び
に
、
店
員
の
み
な
さ
ん
は
変

わ
ら
な
い
元
気
な
あ
い
さ
つ
と
ニ
コ
ニ
コ
し
た
笑
顔

で
迎
え
て
く
だ
さ
る
。

活
動
を
し
て
い
く
と
、
す
ぐ
に
み
な
さ
ん
と
の
距

離
が
縮
ま
っ
た
。
今
日
の
給
食
の
メ
ニ
ュ
ー
を
教
え

に
来
て
く
れ
た
り
、
自
分
で
作
っ
た
お
弁
当
を
誇
ら

し
げ
に
見
せ
て
く
れ
た
り
、
好
き
な
食
べ
物
の
話
も

し
た
り
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
自
分
の
苦
手
な
こ
と
を

少
し
ず
つ
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

あ
る
と
き
、
太
田
さ
ん
と
話
し
な
が
ら
、
お
持
ち

帰
り
の
ピ
ザ
に
付
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
の
色
を

塗
っ
て
い
る
と
、
小
山
さ
ん
も
会
話
に
加
わ
っ
た
。

二
人
が
た
く
さ
ん
お
し
ゃ
べ
り
し
て
く
だ
さ
る
の
が

楽
し
く
て
、
話
に
花
が
咲
く
。
自
然
と
仲
の
良
い
関

係
に
な
れ
た
よ
う
で
心
が
満
た
さ
れ
る
。

み
な
さ
ん
と
お
話
を
し
て
い
る
と
な
ん
だ
か
心
が

ぽ
か
ぽ
か
し
て
く
る
。
カ
フ
ェ
の
雰
囲
気
と
心
の
あ

た
た
ま
り
も
合
わ
さ
り
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
。
活

動
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
び
に
思
い
出
が
増
え
て
い

き
、さ
ら
に
カ
フ
ェ
に
行
く
の
が
楽
し
み
に
な
っ
た
。

は
な
ち
ゃ
ん
カ
フ
ェ
で
過
ご
す
時
間
が
心
と
か
ら

だ
を
癒
す
の
は
、
店
員
さ
ん
た
ち
の
あ
た
た
か
い
人

柄
が
接
客
に
表
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
店
員
と
し

て
一
緒
に
活
動
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
カ

フ
ェ
で
の
仕
事
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
店
員
さ
ん

一
人
ひ
と
り
の
魅
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
は
な
ち
ゃ
ん
カ
フ
ェ
は
、
店
員
さ
ん
た
ち

の
す
て
き
な
笑
顔
か
ら
、
出
会
い
が
生
ま
れ
る
場
で

も
あ
る
。
私
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
人
と
の
か
か
わ

り
を
楽
し
み
、
大
切
に
し
な
が
ら
働
い
て
い
る
人
が

い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、

は
な
ち
ゃ
ん
カ
フ
ェ
と
そ
こ
で
働
く
店
員
の
み
な
さ

ん
は
、
人
と
の
輪
を
広
げ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

根
本
菜
桜
（
比
較
文
化
学
科
1
年
）
＝
文
・
写
真

店員のみなさん。左から、小山さん、小野田さん、藤村
さん、太田さん、滝口さん（2024 年 1 月 23 日）



今年は辰年です。龍は水神として崇められてきました。また、龍が天高くのぼるようすから、

運気上昇の機運があるともいわれています。「水」神であり、「天高く」のぼる龍にちなんで、

私たちが撮った写真をアルバムにしてお届けします。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

谷上碧（地域社会学科 1 年）

原口桜子（学校教育学科 2 年）

原口桜子（学校教育学科 2 年）

龍にまつわるもの龍にまつわるもの



印南響（比較文化学科 1 年）

原口桜子（学校教育学科 2 年）

横山幸乃（国文学科 1 年）

原優希（国際教育学科 2 年）

渡邊結佳（国文学科 2 年）

原優希（国際教育学科 2 年）



北原日々希（地域社会学科 1 年）北原日々希（地域社会学科 1 年）北原日々希（地域社会学科 1 年）

根本菜桜（比較文化学科 1 年）

高橋美唯（地域社会学科 1 年）高橋美唯（地域社会学科 1 年）

久永奈央（地域社会学科 1 年）

横山幸乃（国文学科 1 年）

原口桜子（学校教育学科 2 年）

横山幸乃（国文学科 1 年）
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水
掛
け
菜
は
十
日
市
場
︑
夏
狩
で
栽
培
さ
れ
る
︑
都
留
市

の
名
産
品
で
す
︒
湧
水
を
田
ん
ぼ
に
引
き
込
み
︑
掛
け
流
し

て
育
て
る
こ
と
が
名
前
の
由
来
で
す
︒
冬
に
し
か
味
わ
え
な

い
水
掛
け
菜
を
︑
お
雑
煮
と
お
漬
物
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

スーパーで売られている
水掛け菜。根を水に浸し
ておくと長持ちするそうだ

（2024 年 2 月 11 日）

水掛け菜を茹で、食べやすい大きさに切ります。茹でた

お餅と、水掛け菜をお椀に盛り、かまぼこ、にんじん、

油あげの入ったすまし汁を注げば完成です。

お雑煮
水掛け菜のほろ苦さに、だしの甘みがよく合います

ポリ袋に水掛け菜、塩、鷹の爪を入れて、重しを乗せ、

一晩寝かせます。取り出して水気を絞り、食べやすい

大きさに切ると完成です。

お漬物
水掛け菜のシャキシャキとした食感、塩気と

苦味で白ごはんが止まりません

│

旬
の
味

水
掛
け
菜

│

つ
る
を
味
わ
う

横
山
幸
乃
（
国
文
学
科
１
年
）
=
文
・
写
真
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歌
が
で
き
る
ま
で

こ
の
歌
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、

本
学
管
弦
楽
団
の
常
任
指
揮
者
で
あ
る
吉よ

し
だ田
悟さ

と
る

先

生
（
71
）
だ
。『
今
、
生
き
て
ま
す
』
は
も
と
も
と
、

１
９
９
４
年
に
都
留
市
制
40
周
年
を
記
念
し
て
つ
く

ら
れ
た
も
の
だ
。
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
歌
詞
を
募
集

し
、
最
優
秀
賞
に
輝
い
た
前ま

え
だ田
誠せ

い
い
ち
ろ
う

一
郎
さ
ん
の
作
詞

に
、
作
詞
家
阿あ

く久
悠ゆ

う

さ
ん
が
補
作
と
し
て
加
わ
り
歌

詞
が
完
成
し
た
。
そ
こ
に
作
曲
家
小こ

ば
や
し林
亜あ

せ
い星
さ
ん
が

曲
を
つ
け
、都
留
市
民
愛
唱
歌
『
今
、生
き
て
ま
す
』

が
誕
生
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
使
用
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
楽
譜
が
で
き
た
の
は
、
本
学
の
う
ら
て
に
あ
る
う4

ぐ
い
す

4

4

4

ホ
ー
ル
で
開
催
し
た
都
留
市
民
第
九
演
奏
会

が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
当
時
、
都
留
市
に
は
10
団
体

ほ
ど
の
合
唱
団
が
あ
り
、
都
留
文
科
大
学
管
弦
楽
団

と
と
も
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
作
曲
の
『
交
響
曲
第
九

番
※

』
を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
、

歌
の
み
だ
っ
た
『
今
、
生
き
て
ま
す
』
だ
が
、
せ
っ

か
く
な
ら
管
弦
楽
団
も
一
緒
に
演
奏
し
よ
う
と
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
譜
も
作
ら
れ
た
そ
う
だ
。
そ
れ

か
ら
、
毎
年
欠
か
さ
ず
第
九
演
奏
会
で
は
『
今
、
生

き
て
ま
す
』
を
演
奏
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
２
０
２
０
年
、
２
０
２
１
年
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
演
奏
会
が
中
止
と

な
っ
た
。
２
０
２
２
年
は
演
奏
会
自
体
は
開
い
た
も

の
の
、
時
間
短
縮
の
た
め
に
、
愛
唱
歌
を
演
奏
し
な

か
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
２
０
２
３
年
は
4
年
ぶ

り
に『
今
、生
き
て
ま
す
』を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
。

４
年
ぶ
り
に
響
く
歌

２
０
２
３
年
12
月
17
日
、
都
留
市
民
第
九
演
奏

会
が
開
催
さ
れ
た
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
色
が
う
ぐ

い
す
ホ
ー
ル
に
響
き
渡
る
。
演
奏
し
な
が
ら
、
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
っ
て
音
楽
を
披
露
す
る
機

会
が
奪
わ
れ
続
け
て
い
た
、
こ
の
数
年
間
を
思
い
出

し
た
。
演
奏
会
や
コ
ン
ク
ー
ル
が
次
つ
ぎ
と
白
紙
に

な
っ
て
い
く
あ
の
時
間
は
と
て
も
長
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
小
中
高
と
吹
奏
楽
を
し
て
い
た
私
が
演
奏
を
聞

い
て
も
ら
え
る
こ
と
を
当
た
り
前
だ
と
感
じ
て
い
た

か
ら
だ
ろ
う
。
た
く
さ
ん
の
演
者
と
お
客
さ
ん
で
作

り
上
げ
る
演
奏
会
と
い
う
場
所
が
、私
は
大
好
き
だ
。

た
く
さ
ん
の
人
と
音
楽
を
共
有
で
き
る
嬉
し
さ
が
わ

き
あ
が
っ
て
き
た
。

こ
の
演
奏
会
の
最
後
を
飾
る
の
が
都
留
市
民
愛

唱
歌
『
今
、
生
き
て
ま
す
』
だ
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た

私は本誌の編集部員として活動するかたわら、

管弦楽団に所属している。演奏会で披露した都

留市民愛唱歌『今、生きてます』の歌詞に惹かれ、

詳しくお話を聞いてみることにした。

久永奈央（地域社会学科 1 年）＝文・写真

歌 てね重と くい

♩ ♪♩♫ ♪♫

※第４楽章は独唱および合唱を伴って演奏される。その主題は「歓喜の歌」としても親しまれている。
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管弦楽団の練習のようす＠青藍会館（2024 年 2 月 17 日）

テ
ン
ポ
に
の
っ
て
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
伸
び
や
か
に
響

く
。
爽
や
か
で
飾
ら
な
い
都
留
の
自
然
が
思
い
浮
か

ぶ
。
客
席
を
見
る
と
、
目
を
細
め
音
楽
に
ひ
た
る
よ

う
な
表
情
で
演
奏
を
聴
い
て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ん
が

目
に
入
っ
た
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
気
持
ち
で
聴
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

歌
と
重
ね
て
い
く

吉
田
先
生
は
「
合
唱
団
の
人
は
歌
詞
カ
ー
ド
を

見
ず
に
歌
え
る
し
、
演
奏
会
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
、

こ
の
歌
の
名
前
を
聞
き
に
来
る
人
が
い
る
ん
だ
よ
。

素
敵
な
歌
だ
し
、
も
っ
と
知
名
度
が
あ
が
っ
て
ほ
し

い
ね
」
と
笑
顔
で
話
し
た
。
音
楽
で
つ
な
が
り
た
い

と
い
う
先
生
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

じ
つ
は
、
本
番
の
日
に
舞
台
に
あ
が
っ
て
い
た

の
は
都
留
市
民
だ
け
で
は
な
い
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
当
楽
団
の
Ｏ
Ｂ
や
ふ
だ
ん
か
ら

団
員
を
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
プ
ロ
も
混
ざ
っ

て
演
奏
し
て
い
る
。
音
楽
は
形
が
あ
る
も
の
で
は
な

い
け
れ
ど
、
人
が
集
う
こ
と
で
音
楽
が
つ
な
ぐ
も
の

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
い
通
り
に
い
か
な

か
っ
た
時
間
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
思
え
る
。

毎
年
同
じ
場
所
で
、
都
留
を
思
い
な
が
ら
ひ
と
つ
の

歌
を
共
有
す
る
場
に
加
わ
れ
た
こ
と
が
誇
ら
し
い
。

団
員
の
数
名
に
も
話
を
聞
く
と
、
印
象
に
残
る

言
葉
が
あ
っ
た
。「
同
じ
曲
を
長
年
演
奏
し
て
い
た

と
し
て
も
、毎
年
思
い
入
れ
が
変
わ
る
と
思
う
。き
っ

と
、
こ
の
曲
に
一
年
間
の
頑
張
り
や
都
留
で
の
生
活

が
積
み
重
な
っ
て
い
く
よ
ね
」。
そ
の
言
葉
を
聞
い

て
演
奏
会
の
と
き
に
見
た
お
客
さ
ん
の
表
情
を
思
い

出
し
た
。
あ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
に
そ
れ
ぞ

れ
の
都
留
の
景
色
が
広
が
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。「
四
年
間
、
こ
の
都
留
で
過
ご
す
か
ら
こ
そ
、

解
像
度
の
高
い
都
留
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
『
今
、

生
き
て
ま
す
』
を
演
奏
し
て
い
き
た
い
ね
」
と
話
す

団
員
の
笑
顔
が
ま
ぶ
し
い
。
一
年
後
、
こ
の
曲
を
演

奏
す
る
と
き
、
私
は
ど
ん
な
都
留
の
風
景
を
思
い
浮

か
べ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
だ
知
ら
な
い
こ
の
ま
ち
の
一

面
に
出
会
い
た
く
な
っ
て
き
た
。

＊

＊

＊

歌
の
成
り
立
ち
や
演
奏
に
関
わ
る
人
の
想
い
を
知

り
、
あ
ら
た
め
て
演
奏
す
る
と
、
都
留
で
の
一
年
間

が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
新
生
活
に
緊
張
し
て
い
た

春
。
友
だ
ち
と
の
出
会
い
に
と
き
め
い
た
夏
。
祭
り

で
お
め
か
し
を
し
た
谷や

む
ら村
の
よ
う
す
に
心
が
躍
っ
た

秋
。
都
留
で
の
生
活
が
少
し
楽
し
み
に
な
る
よ
う
な

歌
と
出
会
っ
た
冬
。
都
留
で
感
じ
た
こ
と
が
音
と

な
っ
て
、
楽
譜
に
彩
り
を
加
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

都
留
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
こ
の
歌
と
都
留
で
の

生
活
は
、
共
に
重
ね
て
い
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
私
は
こ
れ
か
ら
も
、
文
字
に
残
す
ま
で
も
な
い

ほ
ど
の
さ
さ
や
か
な
思
い
出
を
大
学
生
活
と
し
て

積
み
重
ね
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
四
年
間
は
、『
今
、

生
き
て
ま
す
』
に
重
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
。
こ
の
ま

ち
で
歌
い
継
が
れ
る
『
今
、
生
き
て
ま
す
』
と
い
う

曲
名
の
意
味
が
手
に
取
る
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
。

都
留
に
響
く
こ
の
歌
は
、
今
日
も
ま
ち
の
人
び
と
と

共
に
生
き
て
い
る
。
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うぐいすホールのロビーに飾られている『今、生きてます』の楽譜（2024 年 2 月 7 日）

QRコードを読み取ると、都
留市民愛唱歌『今、生き
てま す 』 の YouTube サ
イトを見ることができます。

都
留
市
民
愛
唱
歌
『
今
、
生
き
て
ま
す
』

作
詞
:
前
田
誠
一
郎　
　
　
補
作
:
阿
久
悠

作
曲
:
小
林
亜
星

一
,
ふ
り
む
く
と
富
士
の
山

　
　
雪
も
少
な
く
な
り
ま
し
た

　
　
春
で
す
ね

都
留
の
春

　
　
あ
な
た
と
と
も
に
感
じ
た
い

　
　
　
私
の
家
は

あ
の
あ
た
り

　
　
　
青
空
を
う
つ
し
た
よ
う
な
青
い
屋
根

　
　
あ
あ

こ
の
街
に
生
れ

こ
の
町
で
育
ち

　
　
季
節

季
節
に

息
づ
い
て

　
　
今

生
き
て
ま
す

二
,
古
く
て
も

新
し
い

　
　
人
の
匂
い
の
城
下
町

　
　
夏
で
す
ね

都
留
の
夏

　
　
あ
な
た
と
と
も
に
感
じ
た
い

　
　
　
お
も
い
で
語
る
人
も
い
て

　
　
　
そ
の
横
に
未
来
を
話
す
人
も
い
て

　
　
あ
あ

こ
の
街
で
学
び

こ
の
町
で
恋
し

　
　
人
の
出
会
い
に

と
き
め
い
て

　
　
今

生
き
て
ま
す

三
,
田
園
を
走
る
の
は

　
　
二
両
仕
立
て
の
電
車
で
す

　
　
秋
で
す
ね

都
留
の
秋

　
　
あ
な
た
と
と
も
に
感
じ
た
い

　
　
　
ま
つ
り
の
音
に

誘
わ
れ
て

　
　
　
懐
し
い
昔
の
顔
が

舞
い
戻
る

　
　
あ
あ

こ
の
街
で
泣
い
て

こ
の
町
で
笑
い

　
　
時
の
流
れ
を

抱
き
し
め
て

　
　
今

生
き
て
ま
す

四
,
風
花
は

手
紙
で
す

　
　
山
の
彼
方
の
誰
か
か
ら

　
　
冬
で
す
ね

都
留
の
冬

　
　
あ
な
た
と
と
も
に
感
じ
た
い

　
　
　
窓
か
ら
見
え
る

雪
の
峰

　
　
　
陽
の
当
る
心
の
高
さ
を
思
わ
せ
る

　
　
あ
あ

こ
の
街
が
好
き
で

こ
の
町
を
愛
し

　
　
明
日
を

未
来
を

信
じ
つ
つ

　
　
今

生
き
て
ま
す

都留市から歌詞とYouTube サイトの掲載許可をいただきました。
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1 月 10 日　　大きく伸び

毛づくろいの途中で伸びをしています。ム

ササビは夜行性で、昼間は巣箱で眠りま

す。この日は１６時４０分ごろに動きだし、

３０分以上も毛づくろいをしていました。

1 月 10 日　　ムササビの顔

ムササビがカメラに顔を近づけています。

顔の輪郭に沿って、白い帯状の模様があ

るのがわかります。目がくりっとしていて

かわいらしいです。

ムササビは丸くなって寝ていることが多い

です。今日はめずらしく仰向けで寝ていま

す。２匹でぴったりとくっついていると、あ

たたかいのでしょうか。

1 月 18 日　　2匹並んで

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

本学の地域交流研究センターでは、都留市のシンボルであるムササビの観

察を行っています。キャンパスのうら山に 2008 年に巣箱を、2013 年にム

ササビライブカメラを取り付けました。本学のホームページでは『ムササ

ビライブカメラ』ページからムササビの巣箱のなかをご覧いただけます。

今号では、2024 年 1 月のムササビのようすをお伝えします。

２匹仲良く巣箱に入っていました。１匹が

今にも巣箱を出ようとしています。もう１匹

はそのようすを見上げています。１７時３０

分ごろ、２匹は続けて巣箱を出ました。

1 月 17 日　　巣箱を出る

ムササビ観察日記
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前号で「Cafe&Dining tinymany」の魅力について触れた。カフェでは都留の

自然を目や触覚で感じながらジビエなどの美味しい食事が味わえ、さまざまな

人が集まる。そのカフェの代表をつとめる黒
く ろ さ わ

澤俊
しゅん

さん (30) は、失敗を恐れずに

目標に向かう行動力と都留を大切に想う気持ちを持っていた。それらはいったい

どうやって生まれたのだろう。ひきつづきお話をうかがってみる。

「Cafe＆Dining tinymany」の店内にて。写真が苦手と言いながらも、やわらかい笑顔を向けてくださった（2024 年 2 月 17 日）
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20 歳の黒澤さんがつくった「ウィッシ

ュリスト」の抜粋

夢
で
終
わ
ら
せ
な
い

黒
澤
さ
ん
は
本
学
の
卒
業
生
だ
。
在
学
当
時
の
生

活
に
つ
い
て
う
か
が
う
と
、
記
憶
を
辿
る
よ
う
に
遠

く
を
見
て
か
ら
「
ウ
ィ
ッ
シ
ュ
リ
ス
ト
を
つ
く
っ
て

い
た
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
ウ
ィ
ッ
シ
ュ
リ
ス
ト

と
は
、
や
り
た
い
こ
と
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
実
行

で
き
た
ら
マ
ー
ク
を
つ
け
る
こ
と
で
、
で
き
た
こ
と

と
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
可
視
化
す
る
も
の
だ
そ

う
。
は
じ
め
に
10
個
ほ
ど
立
て
て
い
た
目
標
は
、
大

学
3
年
生
の
と
き
に
は
１
０
０
個
を
超
え
た
。
私
も

大
学
の
講
義
で
や
り
た
い
こ
と
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し

た
経
験
が
あ
る
。
し
か
し
15
個
し
か
浮
か
ば
な
か
っ

た
た
め
、
好
奇
心
の
違
い
を
し
み
じ
み
感
じ
た
。

や
り
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で
す
ね
、

と
言
う
と
「
そ
う
で
も
な
い
よ
」
と
黒
澤
さ
ん
は
笑

い
な
が
ら
首
を
横
に
振
る
。
ひ
と
つ
の
目
標
を
細
分

化
し
て
自
分
の
や
る
べ
き
こ
と
を
明
確
に
し
た
だ
け

だ
と
い
う
。
と
る
べ
き
行
動
が
明
ら
か
に
な
る
と
、

ば
く
ぜ
ん
と
し
た
目
標
が
達
成
し
や
す
い
も
の
に
変

わ
る
。
こ
れ
を
黒
澤
さ
ん
は
続
け
て
き
た
。

夢
に
向
か
っ
て
進
む
黒
澤
さ
ん
の
行
動
力
は
、
つ

ぎ
つ
ぎ
と
挑
戦
す
る
こ
と
が
好
き
な
と
こ
ろ
か
ら
発

揮
さ
れ
る
の
だ
。

出
会
い
を
大
切
に
す
る

黒
澤
さ
ん
は
大
学
生
の
と
き
、
海
外
に
行
っ
て
み

た
い
と
考
え
て
い
た
そ
う
。
足
を
踏
み
い
れ
て
い
な

い
場
所
へ
の
憧
れ
と
、
自
由
な
時
間
が
あ
っ
た
か
ら

だ
。
ま
た
、
2
年
生
の
冬
に
ゼ
ミ
へ
所
属
し
た
こ
と

も
、
海
外
へ
行
き
た
い
気
持
ち
を
後
押
し
し
た
。
東

南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
研
究
を
進
め
る
ゼ
ミ
だ
が
、
黒

澤
さ
ん
は
東
南
ア
ジ
ア
に
行
っ
た
経
験
が
な
か
っ

た
。
せ
っ
か
く
学
ぶ
な
ら
自
分
の
五
感
を
使
っ
て
国

を
知
り
た
い
と
考
え
、ア
ル
バ
イ
ト
で
資
金
を
集
め
、

2
年
生
の
春
休
み
に
マ
レ
ー
シ
ア
へ
飛
び
立
っ
た
。

旅
行
資
金
は
日
本
円
で
4
万
円
。
予
算
に
ま
っ
た
く

ゆ
と
り
の
な
い
旅
行
プ
ラ
ン
だ
。
旅
行
先
で
た
く
さ

ん
の
物
を
買
っ
て
し
ま
う
私
な
ら
、
2
日
足
ら
ず
で

予
算
を
使
い
切
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

マ
レ
ー
シ
ア
に
着
い
た
日
の
夜
に
宿
泊
先
で
あ
る

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
行
く
と
、
屋
上
が
開
放
さ
れ
て
い

た
。
せ
っ
か
く
な
ら
行
っ
て
み
よ
う
と
屋
上
に
の
ぼ

る
と
、
欧
米
か
ら
の
旅
行
客
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
た

そ
う
。
ほ
と
ん
ど
が
中
高
年
だ
っ
た
た
め
、
当
時
20

歳
だ
っ
た
日
本
人
の
黒
澤
さ
ん
は
と
て
も
目
立
っ

た
。
そ
の
う
ち
声
を
か
け
ら
れ
、
お
互
い
の
出
身
地

や
身
の
う
え
話
で
盛
り
あ
が
っ
た
と
い
う
。
そ
の
流

れ
で
、
仲
を
深
め
た
人
か
ら
地
元
の
人
し
か
知
ら
な

い
よ
う
な
海
岸
に
行
っ
て
み
な
い
か
と
提
案
さ
れ

た
。
翌
日
以
降
の
予
定
を
決
め
て
い
な
か
っ
た
黒
澤

さ
ん
は
、
せ
っ
か
く
出
会
え
た
縁
を
大
切
に
し
よ
う

と
提
案
に
の
っ
た
。
地
元
の
人
や
他
の
旅
行
客
と
出

会
わ
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
特
別
な
体
験
だ
。
時
間

的
な
余
裕
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
か
も
し
れ
な

い
。
西
洋
や
東
洋
の
文
化
と
人
が
混
ざ
り
あ
う
東
南

ア
ジ
ア
独
特
の
世
界
に
、
心
が
惹
き
つ
け
ら
れ
た
と

黒
澤
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

帰
国
後
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
多
文
化
の
共
存
が

生
ま
れ
る
場
所
は
な
い
か
探
し
は
じ
め
た
。
あ
る
と

き
、
立
ち
寄
っ
た
カ
フ
ェ
で
、
老
若
男
女
が
そ
れ
ぞ

れ
好
き
な
こ
と
を
し
て
過
ご
し
て
い
る
す
が
た
を
見

つ
け
た
と
い
う
。
黒
澤
さ
ん
が
考
え
る
多
文
化
の
共

存
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
の
す
が
た
が
ピ
ッ
タ
リ
重
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高
橋
美
唯
（
地
域
社
会
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

な
っ
た
た
め
、
カ
フ
ェ
に
興
味
を
も
ち
、
カ
フ
ェ
文

化
の
研
究
を
は
じ
め
た
そ
う
だ
。

第
二
の
故
郷

研
究
の
第
一
歩
と
し
て
、
世
界
中
の
カ
フ
ェ
を
見

た
い
と
思
っ
た
黒
澤
さ
ん
は
、
３
年
生
の
う
ち
に
卒

業
に
必
要
な
単
位
の
大
半
を
取
り
き
り
、
休
学
を
し

て
世
界
一
周
を
は
じ
め
た
。
合
計
70
か
国
を
バ
ッ
ク

パ
ッ
ク
ひ
と
つ
で
渡
り
歩
い
た
そ
う
。
カ
フ
ェ
の
文

化
を
研
究
す
る
に
は
カ
フ
ェ
で
飲
食
す
る
必
要
が

あ
っ
た
た
め
、
ど
う
し
て
も
食
費
が
か
か
っ
て
し
ま

う
。
な
ら
ば
他
の
費
用
を
お
さ
え
よ
う
と
、
テ
ン
ト

に
寝
泊
ま
り
し
た
り
、
な
る
べ
く
徒
歩
で
移
動
し
た

り
と
、
お
金
が
か
か
ら
な
い
よ
う
工
夫
を
し
た
。

旅
を
し
て
い
る
さ
な
か
に
、
黒
澤
さ
ん
は
都
留
に

帰
り
た
い
と
し
ば
し
ば
思
っ
た
そ
う
。
ど
う
し
て
で

す
か
、
と
私
が
尋
ね
る
と
、「
海
外
と
比
べ
て
、
都

留
の
方
が
安
心
感
が
あ
っ
た
か
ら
か
な
」
と
黒
澤
さ

ん
は
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

黒
澤
さ
ん
は
、
都
留
で
家
庭
教
師
の
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
て
い
た
。
そ
こ
で
勉
強
を
教
え
て
い
る
子
の
ご

家
族
と
馬
が
合
い
、
家
族
ぐ
る
み
の
仲
に
な
る
ほ
ど

大
切
に
さ
れ
た
そ
う
。
い
っ
し
ょ
に
ご
飯
を
食
べ
、

旅
行
を
す
る
ほ
ど
仲
が
良
か
っ
た
た
め
、
近
所
の
人

か
ら
は
「
○
○
さ
ん
ち
の
長
男
」
と
勘
違
い
さ
れ
る

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
楽
し
い
時
間
を
積
み
重
ね
、
気
兼

ね
な
い
や
り
と
り
が
で
き
る
ほ
ど
都
留
の
人
と
仲
を

深
め
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
都
留
が
居
心
地
の
良
い
場

所
だ
か
ら
、
都
留
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
が
育
ま
れ

た
の
だ
ろ
う
。

旅
か
ら
帰
っ
て
き
た
こ
ろ
に
は
、
黒
澤
さ
ん
は
都

留
に
多
文
化
が
共
存
す
る
場
所
を
作
ろ
う
と
決
め
て

い
た
。
都
留
が
こ
れ
か
ら
も
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と

強
く
思
え
る
場
所
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

ご縁で 1 か月ほど滞在させていただいたご家族との 1 枚。車の定

員を超えても、車体にしがみついて移動することがしばしばあった

そう（2016 年 12 月，パキスタン　写真提供＝黒澤さん）

集
う
、
憩
う

夢
を
具
体
化
し
て
じ
っ
さ
い
に
行
動
す
る
こ
と

が
、
黒
澤
さ
ん
の
目
標
達
成
の
秘
け
つ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
好
き
だ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
行
動
し
続
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

目
標
に
向
か
っ
て
行
動
し
て
い
る
う
ち
に
、
思
い

が
け
な
い
た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
あ
る
。
ひ
と
つ
の

出
会
い
を
受
け
止
め
る
余
裕
と
大
切
に
す
る
気
持
ち

が
、
新
た
な
縁
を
結
ん
で
い
た
。
そ
れ
ら
が
集
ま
っ

て
黒
澤
さ
ん
の
カ
フ
ェ
は
で
き
て
い
る
。

ま
た
、
会
話
や
体
験
を
重
ね
る
こ
と
で
自
分
を
素

直
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
て

心
を
ゆ
る
せ
る
人
が
周
り
に
増
え
て
い
く
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
ら
を
繰
り
か
え
す
こ
と
で
、
ど
ん
な
場
所

で
も
安
心
で
き
る
居
場
所
が
作
れ
る
よ
う
に
な
る
の

だ
。
そ
う
し
て
で
き
た
居
場
所
が
、
挑
戦
を
後
押
し

し
す
る
。
挑
戦
を
続
け
る
黒
澤
さ
ん
に
は
、
安
心
で

き
る
居
場
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

出
会
い
と
い
う
点
が
、
や
が
て
線
と
な
り
、
夢
の

実
現
へ
と
形
を
結
ぶ
。
い
つ
か
手
に
す
る
夢
の
た
め

に
も
、
今
の
出
会
い
を
大
切
に
し
て
居
場
所
を
増
や

し
て
い
き
た
い
。



no.116 Mar. 2024 48

＠本学 1 号館前　（2024 年 2 月 5 日）＠本学グラウンド（2024 年 2 月 7 日）

都留の風景写真集
－晩冬の候－

北原日々希（地域社会学科 1 年）＝文・写真

2 月 5 日に大雪が降り、都留は 1 日にして真っ白に染まってしまい

ました。見慣れている通学路も、雪が積もるといつもと違ったよう

に感じられます。真っ白な世界で見つけた、冬ならではの風景を

記録します。
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＠都留市役所前（2024 年 2 月 6 日）

＠本学本部棟前（2024 年 2 月 5 日）
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いたところによると、小さいときの私はとことんマイ

ペースだったそうです。生後 1 年と数か月でやっと

つかまり立ちをはじめ、公園に行っても抱っこされたまま

降りたがらなかったといいます。母子手帳を見返すと、母

はその時期の私を「なんでもゆっくり幸乃ちゃん」と書い

ていました。時間に追われる慌ただしい生活のなかでも、

この言葉を思い出すと「自分のペースで過ごせばいいや」

と安心することができます。（横山幸乃）

かじまで買い物をしているとき、みたらし団子を見

かけると幼いころの自分を思い出します。私は幼い

ころ、みたらし団子が大好きで、寝ても覚めてもみたらし

団子を食べていました。しかし、中学生になってから、だ

んだんと執着が薄れ、高校生になったころにはほとんど

食べなくなりました。「人生における定量を食べつくしてし

まったのではないか」と考えています。いつかまた、みた

らし団子に目覚めるときが来るかもしれません。　　　

（北原日々希）

まのぬいぐるみとよく遊んでいました。といっても

大人しい性格だったわけではなく、むしろ外遊びが

好きな、活発な子だったそうです。1 歳のころにジャング

ルジムの上まで一人で登って驚かれたことも。とにかく体

を動かすことが大好きだった私は大きなけがも多く、両親

には心配をかけました。今では落ち着きましたが、お出

かけが好きなところ、なんでもやってみたい好奇心旺盛な

ところは変わっていません。（谷上碧）

まのぬいぐるみとよく遊んでいました。といっても

大人しい性格だったわけではなく、むしろ外遊びが
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「都留フィールド・ミュージアム」とは？

私たちのフィールドは、特定の地域に固定はしませんが、とくに都留市を拠点として富士山とその山麓、

桂川 ( 相模川 ) 流域に注目して活動しています。

名称について : 大学だけの取り組みではなく、広く市民と共有し、地域に開かれた交流を育みたいと

いう思いから、「都留フィールド・ミュージアム」という表記を用いています。本学の地域交流研究センター

が、この活動を担っています。




