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クルミの実が熟す 9 月、
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学内の紅葉。くもり空だと、葉
の色がより鮮やかに見えました

（2024 年 11 月 22 日）
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本
学
最
寄
り
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
一
角
に
、
野

菜
や
ポ
ン
菓
子
が
置
い
て
あ
る
。
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

で
野
菜
を
見
か
け
る
こ
と
は
珍
し
い
。
ラ
ベ
ル
に
は

「
三さ

ん

わ輪
農
園
」
と
書
い
て
あ
る
。
調
べ
て
み
る
と
、

循
環
農
法
を
取
り
入
れ
て
野
菜
や
お
菓
子
を
作
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
循
環
農
法
で
野
菜
を
作
る

こ
と
に
ど
ん
な
想
い
や
こ
だ
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

気
に
な
っ
て
、
三
輪
農
園
に
足
を
運
ん
で
み
た
。

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
で
、
英
治
さ
ん
の
野
菜
作
り
の
こ

だ
わ
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
多
く
の
農
家

は
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
と
い
う
甘
く
て
人
気
な
品
種
を

育
て
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
英
治
さ
ん
は
モ
チ
モ
ロ
コ
シ

と
い
う
品
種
を
育
て
て
い
る
。
こ
の
品
種
は
ゴ
ー
ル
ド

ラ
ッ
シ
ュ
と
違
っ
て
、
甘
さ
が
少
な
く
、
知
る
人
も
少

な
い
。
し
か
し
、
必
ず
次
の
年
に
種
と
し
て
使
え
る
。

英
治
さ
ん
は
、
種
こ
そ
野
菜
の
命
で
あ
り
、
次
世
代

の
命
で
あ
る
種
を
食
べ
る
こ
と
が
食
の
本
質
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
人
気
な
品
種
を
作
る
の
で

は
な
く
、
種
を
残
せ
る
品
種
を
使
う
こ
と
に
こ
だ
わ

り
を
持
っ
て
い
た
。
野
菜
作
り
の
本
質
で
あ
る
「
命
を

い
た
だ
く
」
こ
と
へ
の
深
い
感
謝
と
尊
敬
が
ひ
し
ひ
し

と
伝
わ
っ
て
く
る
。

﹁
草
は
敵
じ
ゃ
な
い
﹂

三
輪
農
園
の
畑
に
は
、
た
く
さ
ん
の
草
が
自
生
し
て

い
る
。
私
の
実
家
の
畑
で
は
、
野
菜
に
栄
養
を
行
き

わ
た
ら
せ
る
た
め
に
、
草
は
定
期
的
に
抜
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
教
わ
っ
て
き
た
。
英
治
さ
ん
た
ち
は
な
ぜ

草
を
抜
か
な
い
の
だ
ろ
う
。

「
草
は
敵
じ
ゃ
な
い
。
草
は
も
と
も
と
土
か
ら
生
え

て
い
る
。
そ
れ
が
自
然
な
状
態
。
そ
れ
を
抜
い
て
し
ま

う
と
、草
と
一
緒
に
栄
養
も
抜
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ

命
を
い
た
だ
く

都
留
市
夏な

つ
が
り狩
に
あ
る
三
輪
農
園
の
畑
に
行
く
と
、

秋あ
き
や
ま山
英え

い
じ治
さ
ん
（
57
）
と
美み

わ

こ
和
子
さ
ん
（
51
）
が
迎

え
て
く
れ
た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
の
収
穫
作
業
を
す
る
と
こ

ろ
の
よ
う
だ
。「
雨
続
き
で
、
や
っ
と
晴
れ
て
収
穫
で

き
る
天
気
に
な
っ
た
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
野
菜
か
ご
70
杯

く
ら
い
収
穫
す
る
ん
だ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
私
の
実

家
も
農
家
で
、
よ
く
農
作
業
を
手
伝
っ
て
い
た
。
外
で

の
仕
事
に
加
え
、
か
ご
い
っ
ぱ
い
に
収
穫
し
た
野
菜
は

か
な
り
重
い
。
こ
の
収
穫
量
の
多
さ
と
大
変
さ
が
身

に
し
み
て
わ
か
る
。

英
治
さ
ん
が
畑
を
案
内
し
て
く
れ
た
。
ダ
イ
ズ
、
ニ

ン
ジ
ン
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
た
く
さ
ん
の
野
菜
を
育

て
て
い
る
。
な
か
で
も
マ
コ
モ
タ
ケ
は
、
秋
の
高
級
食

材
と
言
わ
れ
、
中
華
料
理
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

い
ろ
い
ろ
な
食
べ
か
た
が
あ
り
、
人
気
な
の
だ
と
い
う
。

穫れたてのにんじん。農薬を使わない循環農法によって作られている（2024 年 10 月 24 日）
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素
材
の
味
に
こ
だ
わ
る
わ
け

循
環
農
法
の
野
菜
に
出
会
う
前
、
英
治
さ
ん
は
、

安
く
て
お
い
し
い
か
ら
、
添
加
物
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
を
多
く
食
べ
て
い
た
。
そ
の
せ
い
か
、
体
に
は
発
疹

が
で
き
、
体
調
が
悪
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た

そ
う
。
し
か
し
、
有
機
野
菜
を
食
べ
始
め
て
か
ら
不

調
は
改
善
し
、
病
気
に
も
か
か
り
に
く
く
な
っ
た
。

こ
の
経
験
か
ら
英
治
さ
ん
は
、「
み
ん
な
に
も
無
添

加
で
お
い
し
い
も
の
を
届
け
た
い
。
こ
だ
わ
っ
て
作
っ

た
野
菜
は
わ
ず
か
な
調
味
料
だ
け
で
調
理
し
て
も
お
い

し
い
っ
て
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
そ
う
。三
輪
農
園
の
野
菜
は
と
て
も
お
い
し
い
か
ら
、

に
が
り
た
っ
ぷ
り
の
塩
や
自
然
由
来
の
油
で
味
付
け

す
る
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
の
だ
と
い
う
。
じ
っ
さ
い
、

三
輪
農
園
の
野
菜
を
食
べ
始
め
て
か
ら
、
体
調
が
良

く
な
っ
た
人
も
少
な
く
な
い
ん
だ
そ
う
。

お
二
人
は
、
私
が
訪
れ
る
た
び
、
こ
だ
わ
り
の
野
菜

を
使
っ
た
料
理
を
振
る
舞
っ
て
く
れ
た
。
一
人
暮
ら
し

を
始
め
た
ば
か
り
で
、
食
に
気
を
つ
か
え
て
い
な
か
っ

た
私
に
、
美
和
子
さ
ん
が
「
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
ね
」
と

ほ
ほ
え
ん
で
く
れ
る
。
お
二
人
の
優
し
い
人
柄
に
、
心

が
落
ち
着
く
。
三
輪
農
園
の
野
菜
も
そ
ん
な
あ
た
た

か
さ
が
込
め
ら
れ
た
優
し
い
味
が
し
た
。

＊
　　＊
　　＊

農
業
は
、
天
候
や
動
物
の
被
害
な
ど
を
受
け
や
す

く
、
野
菜
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
も
報
わ
れ
な
い
こ
と

が
多
い
。
そ
れ
で
も
、
お
二
人
が
野
菜
作
り
に
向
き
合

い
続
け
る
の
は
、
私
た
ち
の
健
康
や
、
日
常
が
良
く

な
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
か
ら
だ
っ
た
。
ど
ん
な
に
手

が
か
か
っ
て
も
、
自
然
そ
の
ま
ま
、
栄
養
豊
富
な
野

菜
を
届
け
る
。
そ
の
た
め
に
、
毎
日
天
気
予
報
と
に

ら
め
っ
こ
し
て
、
野
菜
を
育
て
続
け
て
い
る
。
三
輪
農

園
の
お
い
し
い
野
菜
の
一
番
の
隠
し
味
は
、
受
け
取
る

人
の
健
康
を
第
一に
考
え
る
あ
た
た
か
い
想
い
だ
っ
た
。

て
、
土
が
痩
せ
て
し
ま
う
。
自
然
な
状
態
を
保
つ
こ

と
が
本
来
の
農
業
の
形
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
ね
、
草

は
な
る
べ
く
抜
か
な
い
ん
だ
」
と
話
す
。
草
を
敵
と
捉

え
な
い
こ
の
言
葉
は
新
鮮
だ
っ
た
。
手
間
を
か
け
て
で

も
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
環
境
で
育
て
た
野
菜
を
届
け

る
こ
と
への
こ
だ
わ
り
を
感
じ
る
。

英
治
さ
ん
が
、
農
業
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
が
、
赤あ

か
み
ね峰
勝か

つ
と人
さ
ん
と
い
う
か
た
が

育
て
た
野
菜
だ
っ
た
。
野
菜
が
大
嫌
い
だ
っ
た
英
治
さ

ん
は
、
循
環
農
法
で
作
ら
れ
た
野
菜
を
食
べ
て
、
は

じ
め
て
野
菜
を
お
い
し
い
と
感
じ
た
。
野
菜
の
本
当
の

お
い
し
さ
を
知
っ
た
驚
き
と
感
動
か
ら
、
赤
峰
さ
ん
の

教
え
を
受
け
つ
つ
、
農
業
に
つ
い
て
学
び
始
め
た
そ
う
。

英
治
さ
ん
は
、
農
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
、
野
菜
へ
の
向
き

合
い
か
た
を
赤
峰
さ
ん
か
ら
多
く
教
わ
っ
た
と
い
う
。

「
農
家
は
、
野
菜
が
ベ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮

で
き
る
よ
う
に
、
土
づ
く
り
な
ど
の
お
手
伝
い
を
す

る
仕
事
」。
こ
の
赤
峰
さ
ん
の
言
葉
は
、
英
治
さ
ん
の

農
業
に
対
す
る
想
い
の
根
幹
に
あ
る
よ
う
だ
。
タ
マ
ネ

ギ
畑
で
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
英
治
さ
ん

は
、「
玉
ね
ぎ
は
芽
全
体
で
呼
吸
す
る
か
ら
、
呼
吸
し

や
す
い
よ
う
に
芽
の
周
り
の
草
を
抜
い
て
、
生
長
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
ん
だ
」
と
話
す
。
英
治
さ
ん
の
野
菜
は
、

赤
峰
さ
ん
の
教
え
と
自
身
の
経
験
の
結
晶
だ
っ
た
。

三輪農園の野菜を使った料理。秋山さんご夫婦との
食事は、実家を思い出すあたたかい空間だった

（2024 年 9 月 26 日）

坂
下
実
由
菜
（
学
校
教
育
学
科
１
年
︶
＝
文
・
写
真
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お店に入ったら、いつも笑顔で迎えてくれる小宮さん。元気

で気さくなかただ（2024 年 10 月 29 日）

店内のようす。レジから奥にある調理場が見えるよう

になっている（2024 年 10 月 29 日）

森田夢乃（学校教育学科 1 年）＝文・写真

あたたかな
気持ちから

あ
た
た
か
い
空
間

お
店
に
入
る
と
、冷
蔵
ケ
ー
ス
が
す
ぐ
目
に
入
る
。

天
井
や
壁
に
は
い
く
つ
も
の
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
が
飾

ら
れ
て
い
た
。
店
内
を
あ
た
た
か
み
の
あ
る
オ
レ
ン

ジ
色
の
明
か
り
が
照
ら
し
て
い
る
。
お
し
ゃ
れ
な
空

間
に
思
わ
ず
、
わ
あ
っ
と
声
が
出
そ
う
に
な
っ
た
。

た
く
さ
ん
の
商
品
や
雑
貨
が
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
シ

ン
プ
ル
す
ぎ
な
い
空
間
に
ど
こ
か
落
ち
着
き
を
感
じ

る
。
さ
っ
そ
く
、
冷
蔵
ケ
ー
ス
か
ら
玉
ね
ぎ
と
に
ん

4

4

に
く
4

4

の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
手
に
取
っ
て
み
る
。

レ
ジ
横
に
あ
る
ベ
ル
を
鳴
ら
す
と
、
奥
の
調
理
場

か
ら
女
性
が
出
て
き
て
、
笑
顔
で
対
応
を
し
て
く

れ
た
。freckle

を
営
業
し
て
い
る
小こ

み
や宮
さ
お
り
さ

ん
（
55
）
だ
。
お
会
計
の
さ
い
に
は
「
文
大
生
か
な
、

今
日
は
雨
の
な
か
あ
り
が
と
ね
」
と
気
さ
く
に
話
し

か
け
て
く
れ
た
。
短
い
会
話
だ
っ
た
が
、
ほ
っ
こ
り

と
し
た
気
分
に
な
る
。

freckle

は
、
２
０
１
５
年
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
、

来
年
で
10
周
年
を
迎
え
る
お
店
だ
。
販
売
さ
れ
て
い

る
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
は
、
添
加
物
を
使
用
し
て
い
な

い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
都
留
市
産
の
野
菜
を
使
い
、

体
に
優
し
い
も
の
だ
け
で
作
ら
れ
て
い
る
。
一
番
人

気
は
、
玉
ね
ぎ
と
に
ん
に
く

4

4

4

4

の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
だ
。

こ
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
最
初
に
で
き
た
商
品
だ
そ

う
。
都
留
で
お
店
を
開
く
前
か
ら
考
え
て
い
た
商
品

だ
か
ら
、
小
宮
さ
ん
に
と
っ
て
は
思
い
入
れ
の
あ
る

商
品
だ
。

店
内
に
は
、
自
然
色
や
木
材
を
使
う
こ
と
を
意
識

し
、
お
客
さ
ん
に
安
心
感
を
与
え
る
た
め
の
工
夫
が

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
私
が
お
店
に
入
っ
て
す
ぐ
安

心
感
を
抱
い
た
の
は
、
小
宮
さ
ん
の
細
か
い
気
づ
か

い
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

手
間
を
か
け
る

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
作
る
う
え
で
大
変
な
こ
と
を
聞

い
て
み
る
。
小
宮
さ
ん
は
少
し
考
え
た
あ
と
、
同
じ

「ドレッシング工房」という見慣れない看板がずっと

気になっていた。私は、帰省するときのおみやげを

買いに、夏休みに「ドレッシング工房 f
フ レ ッ ク ル

reckle」を

訪れてみることにした。
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レジの棚には、梱包のさいに使われるスタンプが置い

てある（2024 年 10 月 29 日）

味
を
毎
回
提
供
す
る
こ
と
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
季

節
や
年
に
よ
っ
て
野
菜
の
味
は
変
わ
る
た
め
、
ド

レ
ッ
シ
ン
グ
の
味
を
変
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
特
に
、
冬
の
玉
ね
ぎ
は
苦
み
が
出
や
す
い

そ
う
。「
そ
の
と
き
は
、
野
菜
と
相
談
だ
よ
ね
」
と

小
宮
さ
ん
が
笑
い
な
が
ら
言
う
。

freckle
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
茶
色
の
ク
ッ
キ

ン
グ
シ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
が
ビ
ン
の
蓋
に
か
ぶ
せ

ら
れ
、
麻
の
ひ
も
で
留
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

商
品
を
入
れ
る
紙
袋
に
は
、
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
く

れ
る
。
市
販
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
は
な
い
、
か
わ
い

ら
し
い
梱
包
だ
。
何
か
工
夫
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
質
問
す
る
と
、「
手
間
は
か
け
た
い
よ
ね
」
と

言
う
。
商
品
の
梱
包
は
流
れ
作
業
に
な
り
が
ち
だ
。

そ
う
で
は
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
に
想
い
を
込
め
て
、

自
分
の
手
で
商
品
を
届
け
た
い
と
い
う
小
宮
さ
ん
の

気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

体
に
優
し
い
も
の
を
届
け
る

ど
う
し
て
体
に
優
し
い
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
作
ろ
う

と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
き
っ
か
け
は
、
小
宮
さ
ん
自

身
が
体
調
を
崩
し
た
こ
と
だ
そ
う
だ
。
自
分
の
食
生

活
を
見
直
し
て
、
何
か
体
に
良
い
も
の
を
作
り
た
い

と
考
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
家
庭
の
食
卓
で
よ
く

使
わ
れ
る
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
目
を
つ
け
た
。
市
販
の

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
は
添
加
物
が
使
わ
れ
て
い
る
た

め
、
無
添
加
で
体
に
優
し
い
も
の
を
作
り
始
め
た
。

ま
た
、
地
元
の
野
菜
を
使
う
の
は
、「
産
地
が
地
元

の
も
の
だ
と
安
心
感
も
あ
る
し
、
守
ら
れ
て
い
る
感

じ
が
す
る
か
ら
」
と
話
す
。
食
材
に
も
小
宮
さ
ん
の

こ
だ
わ
り
が
表
れ
て
い
た
。

以
前
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
た
さ
い
に
気
に
な
っ

た
「
お
母
さ
ん
の
味
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
」
と
い

う
一
文
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
。「
毎
日
、
家
事
や

子
育
て
に
追
わ
れ
、
忙
し
い
主
婦
の
か
た
が
た
へ
、

調
味
料
と
し
て
何
に
で
も
合
う
も
の
を
提
供
し
た

い
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
そ
う
だ
。
三
人
の

子
ど
も
の
母
親
で
あ
る
小
宮
さ
ん
な
ら
で
は
の
考
え

だ
。
こ
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
が
あ
れ
ば
、
手
軽
に
健
康

を
意
識
し
た
お
い
し
い
料
理
が
で
き
る
の
だ
。

小
宮
さ
ん
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
お
母
さ
ん
の
手

料
理
の
味
を
思
い
出
す
よ
う
な
優
し
さ
を
感
じ
る
。

私
は
一
人
暮
ら
し
を
始
め
て
か
ら
、
冷
凍
食
品
ば
か

り
を
食
べ
て
い
て
、
自
分
の
体
の
こ
と
を
意
識
で
き

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
は
、
こ
の
ド
レ
ッ
シ

ン
グ
を
使
っ
て
、
体
を
気
づ
か
っ
た
料
理
を
作
る
こ

と
が
多
く
な
っ
た
。
今
で
は
私
に
と
っ
て
、
料
理
に

欠
か
せ
な
い
最
強
の
ア
イ
テ
ム
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

＊  

＊  

＊

「
こ
こ
が
お
客
さ
ん
に
と
っ
て
安
心
で
き
る
場
所

に
な
れ
ば
い
い
」
と
小
宮
さ
ん
は
く
り
返
す
。
そ
の

想
い
は
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
や
店
内
の
内
装
、
梱
包
な

ど
に
表
れ
て
い
る
。
小
宮
さ
ん
と
出
会
い
、
あ
た
た

か
な
気
持
ち
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、

私
に
生
活
を
見
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。

小
宮
さ
ん
は
、
自
分
が
関
わ
る
も
の
全
て
に
大
切

な
も
の
を
見
る
よ
う
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
。
そ

ん
な
彼
女
の
よ
う
に
私
も
、
ま
ず
は
身
近
な
も
の
に

対
し
て
、
あ
た
た
か
い
気
持
ち
を
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
た
い
。
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を
推
奨
し
た
こ
と
で
栄
え
た
そ
う
だ
。
こ
の
建
物
は

仁に
し
な科
家
と
い
う
絹
問
屋
の
住
宅
だ
っ
た
。
大
正
時
代

に
建
て
ら
れ
た
貴
重
な
建
築
物
を
活
用
す
る
た
め
、

商
家
資
料
館
と
し
て
開
館
し
た
。
ひ
ら
け
た
間
取
の

一
階
は
、
じ
っ
さ
い
に
商
売
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
感
じ
さ
せ
る
。
都
留
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
、当
時
の
よ
う
す
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
建
物
だ
。

当
時
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
内
装
は

と
て
も
豪
華
だ
。
海
外
か
ら
の
輸
入
品
で
飾
ら
れ
た

洋
間
か
ら
は
、
当
時
の
交
易
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
大
正
時
代
の
輸
入
品
は
ふ
だ
ん
目
に
す

る
こ
と
が
少
な
く
、
新
鮮
で
ド
キ
ド
キ
し
た
。「
当

時
、
海
外
で
は
こ
ん
な
も
の
が
生
産
さ
れ
て
い
た
の

か
」
と
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
海
外
の
文
化
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
嬉
し
か
っ
た
。

戸
を
開
け
る
と

商
家
資
料
館
に
入
る
と
、
管
理
を
さ
れ
て
い
る

小こ
ば
や
し
し
げ
お

林
重
雄
さ
ん
（
74
）
と
池い

け
う
ち
げ
ん
い
ち

内
源
一
さ
ん
（
81
）
が

出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
入
る
と
ま
ず
「
甲か

い

き
斐
絹
」

と
書
か
れ
た
額
が
目
に
入
る
。
重
厚
な
雰
囲
気
を
放

つ
額
が
気
に
な
り
尋
ね
る
と
、
か
つ
て
織
物
組
合
に

掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

池
内
さ
ん
が
「
織
物
の
ま
ち
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
の

よ
う
な
も
の
だ
」と
誇
ら
し
げ
に
語
る
す
が
た
か
ら
、

昔
の
ま
ち
の
よ
う
す
が
気
に
な
っ
た
。

商
家
資
料
館
を
見
学
す
る

谷
村
町
で
織
物
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時

代
か
ら
だ
と
い
う
。
当
時
の
城
主
秋
元
氏
が
織
物
業

商家資料館職員の小林さんと池内さん。訪れるといつもあ
たたかく迎えてくださる（写真提供＝ミュージアム都留）

お
二
人
に
よ
る
と
こ
の
建
物
は
、
屋
久
杉
の
天
井

や
黒く

ろ
が
き柿
の
床
柱
な
ど
、
材
質
に
も
こ
だ
わ
っ
て
建
て

ら
れ
た
そ
う
だ
。
世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
る
屋

久
島
の
屋
久
杉
を
使
っ
て
建
て
ら
れ
た
な
ん
て
、
今

で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
関
東
大
震
災
を
経
て

も
な
お
崩
れ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
だ

わ
っ
て
建
て
ら
れ
た
お
か
げ
か
も
し
れ
な
い
。

商
家
資
料
館
に
は
、
織
物
業
に
関
わ
る
も
の
だ
け

で
な
く
、
ま
ち
の
人
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
当
時
の
調
度

品
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
昔
の
姿
見
や
手
回
し
写
映

機
な
ど
、
写
真
で
は
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
は
じ

め
て
目
に
し
た
の
で
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。

あ
り
し
日
々
を
伝
え
る

谷や

む

ら

ま

ち

村
町
駅
か
ら
５
分
ほ
ど
歩
く
と
、
周
囲
の
建
物
と
は
一
風
変
わ
っ
た
土
蔵
造
り
の
家
が
建
っ
て

い
る
。
建
物
の
前
に
立
つ
柱
に
は
「
商
家
資
料
館
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
か
つ
て
都
留
市
で
は
織

物
業
が
盛
ん
だ
っ
た
、
と
耳
に
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
興
味
が
湧
い
た
。
入
っ
て
も
大
丈
夫
だ

ろ
う
か
。
恐
る
お
そ
る
戸
を
開
け
る
と
、
当
時
の
お
も
か
げ
を
残
す
室
内
が
広
が
っ
て
い
た
。
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西
田
伊
吹
（
国
文
学
科
１
年
︶
＝
文
・
写
真

お
二
人
の
想
い

長
年
、
都
留
市
に
住
ん
で
い
る
お
二
人
は
、
都
留

市
の
織
物
業
の
繁
栄
と
衰
退
を
目
の
当
た
り
に
し
て

き
た
と
い
う
。
お
二
人
が
青
年
時
代
を
過
ご
し
た
こ

ろ
は
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
当
時
、
谷
村

町
に
3
ヶ
所
も
あ
っ
た
映
画
館
で
の
思
い
出
話
を
楽

し
そ
う
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
お
二
人
か
ら
語
ら
れ

る
谷
村
町
は
と
て
も
賑
や
か
で
、
で
き
る
こ
と
な
ら

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
見
に
行
き
た
い
。

け
れ
ど
、
と
き
お
り
寂
し
そ
う
な
表
情
も
見
ら
れ

た
。「
今
は
か
つ
て
の
繁
栄
を
感
じ
る
こ
と
が
難
し

い
け
れ
ど
、
た
し
か
に
谷
村
町
は
織
物
の
ま
ち
だ
っ

た
。
そ
の
こ
と
を
証
明
し
続
け
る
の
が
商
家
資
料
館

だ
」
と
池
内
さ
ん
は
強
く
お
っ
し
ゃ
る
。
小
林
さ
ん

は
「
寂
し
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
時
代
が
進

む
の
に
伴
っ
て
ま
ち
の
よ
う
す
が
変
わ
る
の
は
当
然

だ
。
け
れ
ど
、
今
の
ま
ち
の
す
が
た
が
あ
る
の
も
、

か
つ
て
の
ま
ち
が
あ
っ
た
か
ら
だ
」
と
語
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
歴
史
を
知
れ
ば
、
今
の
暮
ら
し
の
原
点
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

商
家
資
料
館
に
は
、
地
元
の
小
学
生
が
社
会
科
見

学
に
来
る
そ
う
だ
。
小
林
さ
ん
は
、
訪
れ
た
小
学
生

に
紹
介
す
る
と
き
、
じ
っ
さ
い
に
体
験
し
て
も
ら
う

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
。
黒
電
話
や
レ

コ
ー
ド
プ
レ
イ
ヤ
ー
な
ど
、
昔
の
も
の
に
触
れ
て
も

ら
い
、
使
い
か
た
を
教
え
て
い
る
そ
う
だ
。「
知
る

だ
け
で
な
く
、
理
解
し
て
吸
収
し
て
も
ら
い
た
い
。

し
か
し
、
そ
ん
な
機
会
は
少
な
い
。
だ
か
ら
自
分
が

今
の
生
活
の
原
点
を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
た
い
」

と
お
っ
し
ゃ
る
。
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
小
林
さ

ん
が
責
任
感
を
持
っ
て
子
ど
も
た
ち
と
接
し
て
い
る

こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

＊

＊

＊

商
家
資
料
館
を
出
て
帰
り
道
を
歩
い
て
い
る
と
、

ク
ワ
の
木
を
見
つ
け
た
。
お
二
人
が
「
養
蚕
業
も
行

わ
れ
て
い
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
す
。
織
物
業
の
お
も
か
げ
を
感
じ
な
が
ら
ま
ち
を

歩
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
商
家
資
料
館
が
残
さ
れ

伝
え
て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ら
だ
と
実
感
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
こ
の
ま
ち
の

す
が
た
は
変
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
ど
ん
な

に
時
が
流
れ
て
も
、
昔
の
ま
ち
の
す
が
た
は
か
つ
て

の
ま
ま
、
歴
史
の
な
か
に
残
り
続
け
る
。
お
二
人
は

谷
村
町
の
歴
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
今
の
暮
ら
し
の

根
底
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
。

①②谷村町でじっさいに織られた絹織物
③郡内織（※）の着物。裏地に柄が施されている
④戸を開くと正面に掛けられている額

① ④③

②



14no.118 Dec. 2024

作
家
さ
ん
と
心
が
通
じ
る
の
だ
と
か
。
作
家
さ
ん
は
、

個
人
で
民
芸
品
を
作
っ
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
有
名
な

工
房
で
作
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
必
ず
「
こ
れ
」
と
い

う
仕
入
れ
の
流
れ
は
な
く
、
作
家
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に

応
じ
た
方
法
を
考
え
、
商
品
を
集
め
て
い
る
ら
し
い
。

い
づ
み
さ
ん
は
容
子
さ
ん
の
仕
入
れ
に
幼
い
こ
ろ
か

ら
つ
い
て
行
っ
て
い
た
そ
う
。「
家
族
旅
行
が
仕
入
れ

だ
っ
た
」
と
い
う
。
仕
入
れ
先
で
気
に
入
っ
た
民
芸
品

を
見
つ
け
る
と
、
お
小
遣
い
で
買
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

い
づ
み
さ
ん
は
「
選
ん
だ
物
の
種
類
や
色
な
ど
に
共
通

点
は
な
か
っ
た
」
と
話
す
。
買
っ
た
物
の
な
か
で
、
お

酒
を
飲
む
こ
と
に
使
う「
ぐ
い
呑
み
」を
特
に
気
に
入
っ

て
い
た
と
い
う
。「
お
酒
も
飲
め
な
い
の
に
渋
い
で
し
ょ
」

と
笑
う
。
い
づ
み
さ
ん
は
お
も
ち
ゃ
と
同
じ
よ
う
な
感

覚
で
民
芸
品
を
集
め
て
い
た
。

お
二
人
に
と
っ
て
民
芸
品
は
た
だ
の
商
品
で
は
な

く
、
思
い
出
が
重
な
っ
た
大
切
な
物
な
の
だ
。

こ
だ
わ
り
を
詰
め
こ
ん
で

「
う
ち
の
お
店
で
は
種
類
別
に
分
け
て
並
べ
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
作
家
さ
ん
の
個
性
が
出
る
よ
う
に
同
じ

作
家
さ
ん
の
作
品
を
ま
と
め
て
置
く
こ
と
が
あ
る
の
」

と
容
子
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
。
商
品
を
買
う
私
た
ち
は

作
家
さ
ん
の
内
面
や
、
ど
の
よ
う
に
商
品
を
作
っ
て
い

家
族
旅
行
が
仕
入
れ

店
内
に
は
、
民
芸
品
が
木
製
の
棚
い
っ
ぱ
い
に
並
ん

で
い
る
。
商
品
の
横
に
あ
る
ポ
ッ
プ
に
は
、
焼
き
物
の

名
前
と
一
緒
に
、
作
家
さ
ん
の
名
前
や
、
民
芸
品
が
作

ら
れ
た
場
所
が
書
か
れ
て
い
る
。
全
国
各
地
の
民
芸

品
が
集
ま
る
こ
の
お
店
は
、
ど
う
や
っ
て
仕
入
れ
を
す

る
の
だ
ろ
う
。

容
子
さ
ん
は
、
民
芸
品
は
現
地
で
仕
入
れ
る
も
の

だ
と
い
う
。
今
は
ネ
ッ
ト
で
仕
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
じ
っ
さ
い
に
現
地
を
訪
れ
現
物
を
見
る
こ
と
で
、

る
の
か
を
知
ら
な
い
。
私
た
ち
が
少
し
で
も
作
家
さ
ん

を
知
れ
る
よ
う
に
配
置
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、
内
装
で
特
に
大
事
に
し
て
い
る
の
が
季
節

感
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
、
夏
に
来
た
と
き
に
は
入
口

の
正
面
に
は
グ
ラ
ス
が
置
い
て
あ
っ
た
が
、肌
寒
く
な
っ

た
今
は
暖
色
の
陶
器
が
置
い
て
あ
る
。「
夏
に
は
ガ
ラ

ス
製
品
を
目
立
つ
よ
う
に
置
い
た
り
、
冬
に
は
、
あ
た

た
か
さ
を
感
じ
る
陶
器
を
置
い
た
り
し
て
い
る
の
。
そ

の
ほ
う
が
、
お
客
さ
ん
の
目
に
と
ま
り
や
す
い
」
と
い

づ
み
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
。

容
子
さ
ん
は
「
来
て
く
れ
た
人
が
お
店
で
民
芸
品

に
触
れ
て
地
方
を
感
じ
、
小
旅
行
を
し
て
い
る
よ
う

な
気
分
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
並
べ
ら
れ
た
民
芸
品
を

見
な
が
ら
話
す
。
旅
行
は
気
軽
に
行
け
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
ぶ
ん
、
こ
の
お
店
で
少
し
で
も
旅
行
気
分
を

味
わ
っ
て
ほ
し
い
そ
う
。

定
期
的
に
配
置
や
商
品
が
入
れ
替
わ
る
店
内
は
、

容
子
さ
ん
と
い
づ
み
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
詰
め
こ
ま
れ

て
い
る
。
お
店
に
来
る
た
び
に
違
う
と
こ
ろ
を
探
し
て

み
る
の
も
お
も
し
ろ
そ
う
だ
。

リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
空
間

容
子
さ
ん
が
、
福
島
県
出
身
で
あ
る
本
学
の
卒
業

生
の
話
を
し
て
く
だ
さ
る
。
学
生
時
代
は
、
何
度
も

「
工
芸
た
け
だ
」
は
現
店
主
の
市い

ち
か
わ川
容よ

う

こ子
さ
ん

（
69
）
と
中な

か

の野
い
づ
み
さ
ん
（
40
）
が
親
子
で
営

ん
で
い
る
民
芸
品
店
だ
。
友
人
へ
の
贈
り
物
を
選

び
に
お
店
に
訪
れ
た
と
き
、
祖
母
の
家
の
よ
う
な

雰
囲
気
に
安
心
し
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ほ
っ
と

す
る
か
気
に
な
り
、
も
う
一
度
お
二
人
の
も
と
へ

訪
れ
た
。

憩
い
の
場

こ
こ
は
、
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① ④

② ③

お
店
に
通
っ
て
く
れ
た
女
性
だ
そ
う
だ
。
あ
る
日
、
卒

業
し
て
地
元
に
帰
っ
た
彼
女
か
ら
「
工
芸
た
け
だ
」
に

手
紙
が
届
い
た
。
手
紙
に
は
「
学
生
の
と
き
は
、
地

元
が
恋
し
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
工
芸
た
け
だ
で

民
芸
品
に
触
れ
た
こ
と
で
地
元
を
思
い
出
し
、
癒
さ

れ
て
つ
ら
い
と
き
も
頑
張
れ
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
が
つ
づ
ら
れ
て

い
た
そ
う
だ
。

私
も
は
じ
め
て
お
店
に
入
っ
た
と
き
、
地
元
の
愛
媛

県
に
住
む
祖
母
の
家
を
思
い
出
し
た
。
木
を
使
っ
た

内
装
が
似
て
お
り
、
愛
媛
県
の
民
芸
品
の
「
砥と

べ
や
き

部
焼
」

が
置
い
て
あ
っ
た
か
ら
だ
。
砥
部
焼
は
祖
母
の
家
に
も

あ
り
、
と
て
も
懐
か
し
い
。
帰
省
に
は
半
日
か
か
る
た

め
、
気
軽
に
帰
省
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
地
元
が

恋
し
く
な
っ
た
ら
お
店
に
来
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
。

続
け
て
、
現
在
80
歳
く
ら
い
の
女
性
の
話
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
そ
の
か
た
は
、
若
い
こ
ろ
結
婚
を
機
に
東

京
都
か
ら
山
梨
県
に
引
っ
越
し
て
き
た
。
新
し
い
環
境

下
で
の
生
活
や
人
間
関
係
に
悩
ん
で
い
た
そ
う
。
商
品

を
買
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
お
店
で
商

品
を
見
た
り
、
容
子
さ
ん
と
会
話
し
た
り
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。
彼
女
は
「
こ
こ
に
来
て
癒
さ
れ

て
頑
張
れ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
そ
う
。

く
り
返
し
訪
れ
る
お
客
さ
ん
に
と
っ
て
、
こ
の
お
店

は
、
な
に
げ
な
い
会
話
を
楽
し
め
る
、
居
心
地
の
良
い

空
間
な
の
だ
。

＊
　　＊
　　＊

お
店
は
お
客
さ
ん
に
商
品
を
買
っ
て
も
ら
わ
な
い
と

意
味
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
だ
と

思
え
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
何
も
買
え
ず
に
お
店
を

出
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
私
は
お
店
に
入
る
こ
と
自

体
が
苦
手
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
、「
お
店
に
入
っ
た
ら
何
か
商
品
を
買
わ
な

き
ゃ
と
思
う
か
た
が
多
い
と
思
う
け
ど
、
見
る
だ
け
で

も
い
い
か
ら
来
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
」
と
話
す
お
二
人

に
驚
い
た
。
こ
の
言
葉
に
は
、
お
店
で
癒
さ
れ
て
ほ
し

い
と
い
う
お
二
人
の
願
い
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

お
二
人
と
話
し
て
い
る
と
し
だ
い
に
、
私
の
「
お
店

は
物
を
買
い
に
行
く
場
所
」
と
い
う
先
入
観
は
な
く

な
っ
て
い
っ
た
。
商
品
を
買
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持

ち
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
商
品
を
見
て
ほ

し
い
、
心
を
癒
し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
店
内
に

あ
ふ
れ
て
い
た
。
ま
た
気
軽
に
お
店
に
入
っ
て
も
い
い

ん
だ
、
と
思
え
る
と
安
心
す
る
。「
工
芸
た
け
だ
」
は

私
の
ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
居
場
所
に
な
り
そ
う
だ
。

島
本
彩
音
（
学
校
教
育
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真
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友
人
か
ら
の
提
案
を
き
っ
か
け
に
、
勤
め
て
い
た
会

社
を
辞
め
、
２
０
２
１
年
か
ら
２
年
間
、
友
人
と
一

緒
に
甲こ

う
ふ府

市
で
お
に
ぎ
り
屋
さ
ん
を
営
ん
だ
。
そ
し
て

友
人
と
お
店
を
続
け
る
う
ち
に
、
風
間
さ
ん
は
だ
ん

だ
ん
と
自
分
の
お
店
を
持
ち
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
そ
う
だ
。

そ
の
思
い
が
芽
生
え
た
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
都
留
市
へ

来
る
用
事
が
あ
っ
た
。
国
道
１
３
９
号
線
を
車
で
通

る
と
、
今
の
お
店
が
面
し
て
い
る
あ
た
り
に
、
学
生
や

車
が
た
く
さ
ん
行
き
来
し
て
い
る
の
を
目
に
し
た
と
い

う
。「
学
生
が
大
勢
い
て
、
立
地
も
い
い
。
こ
こ
で
お

店
を
開
け
ば
お
も
し
ろ
そ
う
だ
」
と
感
じ
た
風
間
さ

ん
は
、
す
ぐ
に
テ
ナ
ン
ト
を
借
り
て
「
お
に
ぎ
り
京
」

を
始
め
た
。

自
分
の
お
店
を
持
つ
こ
と
に
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
か
と
聞
く
と
、「
リ
ス
ク
を
恐
れ
て
い
た
ら
何
も

おにぎりを容器に詰める風間さん
（2024 年 10 月 5 日）

「
お
に
ぎ
り

京
み
や
こ

」
は
、
去
年
の
12
月
に
オ
ー
プ
ン

し
た
、
お
に
ぎ
り
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
専
門
店
だ
。

本
学
か
ら
歩
い
て
数
分
の
場
所
に
あ
る
。
通
い
や

す
い
た
め
、
私
も
ふ
だ
ん
か
ら
京
の
お
に
ぎ
り
を

買
い
に
行
っ
て
、
店
主
の
風か

ざ

ま間
京き
ょ
う
す
け

介
さ
ん
（
31
）

と
お
話
を
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
風
間
さ
ん
が
お

に
ぎ
り
の
専
門
店
を
開
い
た
理
由
や
、
１
年
間
お

店
を
営
ん
で
抱
い
た
想
い
を
知
り
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
。

店名の「京」は風間さんの名前から取っている。都留市の「都」も訓読みすれば「み
やこ」であるため、都留市とのつながりを感じる（2024 年 10 月 18 日）

京み
や
こ

か
ら巡

る
想
い

10
月
上
旬
に
「
お
に
ぎ
り
京
」
を
訪
れ
た
。
店
内

に
入
る
と
、
奥
の
厨
房
に
い
た
風
間
さ
ん
が
「
い
ら
っ

し
ゃ
い
」
と
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
出
て
き
て
く
れ
た
。
カ

ウ
ン
タ
ー
横
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
な
か
に
は
、
お
に
ぎ

り
が
数
個
並
ん
で
い
る
。
こ
の
日
は
土
曜
日
の
午
後
に

訪
れ
た
た
め
、
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
が
買
い
に
来
た

あ
と
だ
っ
た
。
平
日
は
約
50
人
、
土
日
は
約
1
0
0

人
も
の
お
客
さ
ん
が
来
る
と
い
う
。「
お
に
ぎ
り

京
」

の
お
に
ぎ
り
は
お
米
も
具
も
お
い
し
い
た
め
、
多
く
の

お
客
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

お
店
を
始
め
た
き
っ
か
け

風
間
さ
ん
は
20
代
半
ば
の
こ
ろ
に
、
友
人
か
ら
お

に
ぎ
り
屋
を
し
よ
う
と
提
案
さ
れ
た
そ
う
だ
。
中
学

生
時
代
か
ら
の
友
人
で
、
昔
か
ら
「
二
人
で
何
か
し
た

い
」
と
い
う
話
を
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
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始
ま
ら
な
い
。
人
生
は
長
い
か
ら
、
せ
っ
か
く
な
ら
自

分
の
や
り
た
い
こ
と
を
し
た
か
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
変
わ
っ
て
い
る
よ
ね
、
と
風
間
さ
ん
は
笑
う
。
だ

が
、
自
分
の
気
持
ち
に
素
直
に
な
っ
て
行
動
す
る
こ
と

は
、
簡
単
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
風
間
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ

る
「
変
わ
っ
て
い
る
」
生
き
か
た
を
す
る
の
は
、
と
て

も
か
っ
こ
い
い
。

楽
し
む
こ
と
で

風
間
さ
ん
は
毎
朝
、車
で
笛ふ
え

吹ふ
き

市
か
ら
都
留
に
通
っ

て
い
る
。
早
朝
5
時
30
分
か
ら
１
時
間
ほ
ど
仕
込
み

を
し
、
開
店
す
る
。
お
店
を
始
め
た
当
初
は
慣
れ
な

い
こ
と
も
多
く
、
夜
12
時
に
帰
宅
し
て
、
早
朝
の
3

時
に
は
起
き
る
と
い
う
生
活
を
し
て
い
た
と
い
う
。

風
間
さ
ん
が
そ
う
し
た
大
変
な
状
況
を
乗
り
越
え

ら
れ
た
の
は
、
真
面
目
に
仕
事
を
す
れ
ば
売
り
上
げ

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
や
、
お
客
さ
ん
と
の
会
話
が
楽
し

か
っ
た
こ
と
が
理
由
だ
と
い
う
。
自
分
で
始
め
た
こ
と

だ
っ
た
か
ら
、
大
変
な
の
は
当
た
り
前
で
、
特
別
な
こ

と
だ
と
も
思
わ
な
か
っ
た
と
風
間
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
私
だ
っ
た
ら
、
自
分
が
始
め
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、

つ
い
弱
音
を
吐
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
風
間
さ
ん
が
大

変
な
状
況
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
は
、
お
店
の
仕
事

が
好
き
で
、
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

お
客
さ
ん
の
笑
顔
の
た
め
に

お
に
ぎ
り
の
具
や
、
お
店
で
売
っ
て
い
る
お
惣
菜
は

す
べ
て
風
間
さ
ん
の
手
作
り
だ
。
10
種
類
の
お
に
ぎ
り

に
加
え
て
、
日
替
わ
り
メ
ニ
ュ
ー
も
用
意
し
て
い
る
。

梅
や
昆
布
、
辛
子
明
太
子
な
ど
の
定
番
の
具
か
ら
、

卵
黄
の
醤
油
漬
け
や
鮭
マ
ヨ
柚
子
胡
椒
と
い
っ
た
、
珍

し
い
具
の
お
に
ぎ
り
も
あ
る
。

お
米
は
山
梨
県
産
の
特
別
栽
培
米
を
選
ん
で
い
る
。

特
別
栽
培
米
と
は
、
農
薬
の
使
用
率
を
通
常
の
半
分

以
下
に
抑
え
た
お
米
の
こ
と
だ
。
健
康
に
配
慮
し
た
い

と
い
う
風
間
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
現
れ
て
い
る
。
お
米

の
品
種
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
、
冷
た
く
て
も
お
い
し
く
食

べ
ら
れ
る
。
昼
に
お
に
ぎ
り
を
買
っ
て
夜
に
食
べ
る
お

客
さ
ん
に
も
優
し
い
。

具
は
た
く
さ
ん
入
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
い

う
。
お
店
を
始
め
る
前
、
市
販
の
お
に
ぎ
り
を
食
べ
た

と
こ
ろ
、
具
が
少
な
い
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら

だ
そ
う
だ
。
お
客
さ
ん
か
ら
も
、「
具
が
お
に
ぎ
り
の

上
に
乗
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
な
か
に
も
入
っ
て

い
て
嬉
し
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

お
客
さ
ん
は
２
、
3
割
が
学
生
で
、
い
ち
ば
ん
多
い

の
は
主
婦
層
だ
。
子
ど
も
の
部
活
動
用
の
ご
は
ん
と

し
て
持
た
せ
た
り
、
差
し
入
れ
に
買
っ
て
い
っ
た
り
す

る
ら
し
い
。
週
末
に
は
、
同
じ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
た
親
子
が
続
け
て
来
店
す
る
こ
と
が

あ
る
と
い
う
。
口
コ
ミ
で
広
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
、
と
風
間
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。「
良
く
も
悪
く
も

明太マヨクリームチーズ（左）と鮭マヨ柚子
胡椒（右）を購入した。お米の甘みと具の
塩気がよく合う（2024 年 11 月 24 日）

口
コ
ミ
は
広
ま
り
や
す
い
け
ど
、
自
信
が
あ
っ
た
か
ら
、

不
安
は
な
か
っ
た
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

そ
の
自
信
は
、
甲
府
市
の
お
店
で
培
っ
た
経
験
か
ら

生
ま
れ
た
そ
う
だ
。
お
客
さ
ん
に
お
に
ぎ
り
の
味
を
褒

め
て
も
ら
え
た
こ
と
や
、
接
客
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
べ
た

こ
と
が
、
自
信
へと
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
い
う
。

「
自
分
の
作
っ
た
も
の
が
売
れ
る
こ
と
が
嬉
し
か
っ

た
。
そ
ろ
え
て
い
た
材
料
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
っ
て
、

そ
れ
で
お
客
さ
ん
の
お
腹
を
満
た
せ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
や
り
が
い
を
感
じ
た
」と
風
間
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
続
け
て
、「
商
売
が
好
き
な
ん
だ
よ
ね
。
で
も
自
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店内で販売している他店の商品。都留にはまだまだ
コラボしたいお店があるそうだ（2024 年 10 月 18 日）

横
山
幸
乃
（
国
文
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真

北
原
日
々
希
（
地
域
社
会
学
科
２
年
）
＝
写
真

ガラスケースにおにぎりが並べられている。予約のた
めにやって来たお客さんは、「のぞいているとつい買
いたくなっちゃうね」と言っていた（2024 年 10 月 30 日）

分
ば
か
り
が
儲
か
れ
ば
い
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
お
客

さ
ん
が
喜
ぶ
顔
が
見
ら
れ
る
と
や
っ
ぱ
り
嬉
し
い
な
」

と
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
幸
せ
を
感
じ
る
の
は
、
京
の
お

に
ぎ
り
を
買
い
に
来
る
私
や
ほ
か
の
お
客
さ
ん
だ
け
で

は
な
い
。
嬉
し
そ
う
な
す
が
た
を
見
た
風
間
さ
ん
も
同

じ
よ
う
に
幸
せ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
お
店
も
買

う
側
も
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
。
そ
う
思
う
と
、
こ

れ
か
ら
も
京
を
訪
れ
た
い
気
持
ち
が
ま
す
ま
す
大
き

く
な
る
。

地
域
に
愛
さ
れ
る
お
店

1
年
間
お
店
を
続
け
て
い
て
感
じ
た
こ
と
を
尋
ね

る
と
、「
地
域
貢
献
、
地
域
に
愛
さ
れ
る
お
店
」
が
最

初
か
ら
変
わ
ら
な
い
モ
ッ
ト
ー
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。

地
域
貢
献
と
い
え
ば
、
清
掃
活
動
や
、
小
学
生
の
登

下
校
の
見
守
り
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
い
ち
ば

ん
に
思
い
浮
か
ぶ
。
風
間
さ
ん
が
考
え
る
地
域
貢
献

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

地
域
貢
献
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
京
は
複
数
の
都
留
の

ご
飯
屋
さ
ん
と
コ
ラ
ボ
を
し
て
い
る
。
今
ま
で「
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
工
房

fフ
レ
ッ
ク
ル

reckle」の
青
唐
辛
子
味
噌
や「
Café

＆
D
ining
tタ

イ
ニ
ー
メ
ニ
ー

inym
any」
の
鹿
肉
を
お
に
ぎ
り
の
具

に
し
た
。
お
店
同
士
が
協
力
す
れ
ば
お
互
い
の
宣
伝
に

な
っ
て
、
よ
り
多
く
の
お
客
さ
ん
が
お
店
に
来
て
く
れ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
ら
れ

た
ら
良
い
な
と
い
う
思
い
が
あ
る
そ
う
だ
。

ま
た
、
風
間
さ
ん
は
お
客
さ
ん
と
仲
良
く
な
り
た

い
と
い
う
考
え
か
ら
、
積
極
的
に
会
話
を
す
る
こ
と

を
心
が
け
て
い
る
。
私
が
お
話
を
聞
き
た
い
と
思
っ
た

の
も
、
風
間
さ
ん
が
気
さ
く
に
声
を
か
け
て
く
れ
た
か

ら
だ
。
風
間
さ
ん
の
人
柄
も
、
京
が
目
指
す
地
域
活

性
化
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

＊
　　＊
　　＊

「
お
に
ぎ
り
京
」
に
足
を
運
ぶ
た
び
風
間
さ
ん
か

ら
話
し
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
、
今
回
お
話
を
聞

い
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
何
度
も
行

き
た
く
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
京
の
お
に
ぎ
り
に

惹
か
れ
た
か
ら
だ
。
会
話
を
交
わ
す
前
で
あ
っ
て
も
、

お
に
ぎ
り
の
お
い
し
さ
が
、
風
間
さ
ん
へ
の
た
し
か
な

信
頼
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

風
間
さ
ん
は
京
に
や
っ
て
来
る
人
と
の
会
話
を
大

切
に
し
、
お
客
さ
ん
の
事
情
や
健
康
に
気
を
配
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、「
手
軽
に
お
い
し
い
お
に
ぎ
り
を
食
べ
て

も
ら
い
た
い
」
と
い
う
風
間
さ
ん
の
気
遣
い
に
惹
か
れ

た
お
客
さ
ん
が
ま
た
京
に
や
っ
て
来
る
。
風
間
さ
ん
が

お
に
ぎ
り
に
込
め
た
想
い
は
、
そ
う
し
て
風
間
さ
ん
と

私
た
ち
の
あ
い
だ
を
巡
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。



19

毎
日
、
新
聞
を
配
達
し
て
い
て
も
、
朝
刊
を
配
達

す
る
の
は
早
朝
で
、
な
か
な
か
お
客
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
機
会
は
な
い
と
い
う
。
小
宮
さ
ん

に
、
創
刊
の
理
由
に
つ
い
て
さ
ら
に
聞
い
て
み
る
。「
新

聞
を
購
読
し
て
い
る
か
た
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
橋
渡
し
に

な
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
始
め
ら
れ
た
ん
で
す
」。
私
の

実
家
で
も
新
聞
を
購
読
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
新

聞
配
達
の
人
と
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。﹃
街
か
ど
情
報

TSU
RU
﹄
の
よ
う
に
、
配
達
す
る
人
の
顔
が
見
え
る

サ
ー
ビ
ス
が
あ
っ
た
ら
新
聞
に
親
し
み
を
覚
え
る
だ
ろ

う
な
、
と
想
像
す
る
。

創
刊
以
来
、
長
く
発
行
が
続
け
ら
れ
て
い
た
﹃
街

か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
、
都
留
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も

中
止
と
な
り
、
3
年
ほ
ど
休
刊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
ん
な
な
か
、
新
聞
店
の
所
長
に
就
任
し
た
山
本
さ

ん
が
「
も
う
一
度
や
ろ
う
」
と
小
宮
さ
ん
に
打
診
し
、

再
開
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
い
う
。
山
本
さ
ん
は
再
開

を
強
く
希
望
し
た
理
由
を
、「
い
い
取
り
組
み
だ
か
ら

続
け
た
い
と
思
っ
た
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
長
い

歴
史
の
な
か
で
コ
ロ
ナ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を

経
て
、今
の
﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
が
あ
る
の
だ
。

30
年
を
超
え
る
歴
史
の
重
み
を
感
じ
る
。

都
留
に
は
、﹃
街
か
ど
情
報
T
S
U
R
U
﹄
と
い
う
ミ
ニ

コ
ミ
紙
が
あ
る
。
手
に
取
り
読
ん
で
み
る
と
、
B

４
サ
イ
ズ
の
両
面
に
、
都
留
の
情
報
が
び
っ
し
り
詰

ま
っ
て
い
て
、
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。
い
っ
た
い
ど

ん
な
人
が
、
ど
の
よ
う
に
作
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

興
味
が
湧
い
た
私
は
、
発
行
元
で
あ
る
山
本
新
聞

店
を
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ワ
ク
ワ
ク
を
届
け
る

北
原
日
々
希

（
地
域
社
会
学
科
２
年
）

＝
文
・
写
真

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て

都
留
市
と
上う

え
の
は
ら

野
原
市
を
中
心
に
新
聞
を
販
売
・
配

達
し
て
い
る
山
本
新
聞
店
は
、
都
留
市
立
図
書
館
か

ら
徒
歩
３
分
ほ
ど
の
場
所
に
あ
る
。
年
季
が
入
っ
た

建
物
で
、
い
ざ
入
ろ
う
と
思
う
と
緊
張
し
て
し
ま
う
。

な
か
に
入
る
と
﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
の
編
集
・

発
行
を
し
て
い
る
山や

ま
も
と本
裕ひ

ろ
し史
さ
ん
（
58
）
と
小こ

み
や宮

正ま
さ
ひ
ろ廣
さ
ん
（
61
）
が
笑
顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
は
、
１
９
８
８
年
に
創

刊
さ
れ
、
通
算
３
０
０
号
以
上
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
長
く
都
留
で
愛
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
創
刊

の
き
っ
か
け
か
ら
お
話
を
聞
い
た
。「
新
聞
を
購
読
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
た
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と
つ
と

し
て
発
行
し
よ
う
と
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
最

初
の
こ
ろ
は
、
敬
老
の
日
の
記
事
で
地
域
の
最
高
齢

の
ご
老
人
に
取
材
し
ま
し
た
ね
」
と
小
宮
さ
ん
が
創

刊
当
時
を
懐
か
し
む
よ
う
に
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
当

時
は
村
松
新
聞
店
と
い
う
店
名
で
、
村
松
さ
ん
と
い

う
か
た
が
始
め
た
そ
う
だ
。

FIELD・NOTE118 号　　特集「届ける」

大正時代に建設された山本新聞店の建物。国の有形文化財に登
録されている（2024 年 11 月 3 日）
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編
集
の
こ
だ
わ
り

﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
は
、
毎
号
さ
ま
ざ
ま
な

場
所
や
人
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
意
識
し
て
、
情
報
集
め
や
取
材
、
編
集
作
業
を

行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
山
本
さ
ん
と
小
宮
さ
ん
に
、

記
事
を
編
集
す
る
う
え
で
の
こ
だ
わ
り
を
聞
い
た
。

取
材
先
は
ど
う
や
っ
て
決
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
尋

ね
て
み
る
と
、
山
本
さ
ん
は
「
け
っ
こ
う
行
き
当
た
り

ば
っ
た
り
だ
ね
。
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
取

り
入
れ
つ
つ
決
め
て
い
く
と
い
う
感
じ
」
と
い
う
。
い
っ

ぽ
う
小
宮
さ
ん
は
、「
読
者
の
か
た
か
ら
情
報
が
寄
せ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
新
聞
を
配
達
し
て
い
る

と
き
に
目
に
留
ま
っ
た
も
の
を
取
材
す
る
こ
と
も
あ

る
か
な
。
旅
先
に
行
っ
た
と
き
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、

視
線
を
配
っ
て
い
ま
す
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
お

二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
視
点
を
持
っ
て
取
材
先
を

決
め
て
い
る
よ
う
だ
。

編
集
に
あ
た
っ
て
大
変
な
こ
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

お
二
人
が
共
通
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
「
紙
面
が
限

ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
限
ら
れ
て
い
る
な
か

で
、
取
材
先
の
人
の
雰
囲
気
を
表
現
で
き
る
よ
う
工

夫
し
て
い
る
」
と
い
う
。
紙
面
を
見
て
み
る
と
、
お
二

人
の
記
事
の
ほ
か
に
も
、
イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
な
ど

の
地
域
の
情
報
が
盛
り
だ
く
さ
ん
だ
。
し
か
し
、
窮

屈
さ
を
感
じ
な
い
。
記
事
ご
と
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
わ
ず
か
な
余
白
で
も
有
効
活
用

し
よ
う
、
と
い
う
お
二
人
の
気
概
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

取
材
を
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て

い
る
の
か
聞
い
て
み
る
。
小
宮
さ
ん
は
以
前
取
り
組
ん

で
い
た
と
い
う
野
球
に
た
と
え
て
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
相
手
の
胸
に
む
か
っ
て
投
げ
て
、
自
分
も
胸
の
前
で

ボ
ー
ル
を
と
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
相
手
の
話

を
し
っ
か
り
聞
く
と
、
む
こ
う
も
こ
っ
ち
の
話
を
し
っ

か
り
聞
い
て
く
れ
る
し
、
も
っ
と
話
を
聞
か
せ
て
く
れ

る
」。
加
え
て
、「
も
た
も
た
す
る
力
」
も
大
事
な
の

だ
と
い
う
。「
も
た
も
た
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
て
い
る

と
い
い
話
が
聞
け
た
り
収
穫
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
寄

り
道
を
す
る
こ
と
で
、
想
定
外
の
出
会
い
が
あ
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
っ
た
出
会
い
は
貴
重
で
す
」。
私
は
ふ

だ
ん
取
材
す
る
と
き
、
緊
張
し
て
ぎ
こ
ち
な
い
話
の
聞

き
か
た
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
小
宮
さ
ん
の
、

ゴ
ー
ル
を
急
が
ず
て
い
ね
い
に
相
手
の
話
を
聞
き
だ
す

姿
勢
は
、
と
て
も
勉
強
に
な
る
。
私
も
と
き
に
は
寄

り
道
を
し
て
み
よ
う
。

新
聞
と
一
緒
に
﹁
ワ
ク
ワ
ク
﹂
を

最
後
に
、﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
を
発
行
し
続

け
る
お
二
人
の
原
動
力
は
な
に
か
、
お
話
を
聞
い
た
。

お
二
人
が
共
通
し
て
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
読
者
の

か
た
と
の
つ
な
が
り
だ
そ
う
。「
こ
ち
ら
も
発
信
す
る

け
れ
ど
、
読
者
の
か
た
か
ら
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
た
く
さ

ん
来
ま
す
。
そ
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
い
い
ん
で
す
よ

ね
」
と
小
宮
さ
ん
が
嬉
し
そ
う
に
語
り
な
が
ら
、
届

い
た
手
紙
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
ど
の
手
紙
も
「
い

つ
も
楽
し
み
に
観
て
い
ま
す
」
な
ど
、
読
者
の
か
た
の
、

あ
た
た
か
い
言
葉
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。

山
本
さ
ん
は
「
ワ
ク
ワ
ク
を
新
聞
と
一
緒
に
届
け
た

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
山
本
さ
ん
は
、
小
学
生
に
カ

FIELD・NOTE118 号　　特集「届ける」

大切に保管している読者のかたからのメッセージを、小宮さんが
取り出してくれた（2024 年 9 月 3 日）
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ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
を
配
る
企
画
を
し
た
さ
い
、
自

ら
半
月
ほ
ど
山
に
通
い
、
相
当
の
数
を
集
め
た
の
だ

そ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
片
手
間
に
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
。
た
だ
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
「
ワ
ク
ワ
ク
を
届
け
る
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
山
本
さ
ん
が
強
い
想
い

を
持
っ
て
﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
に
取
り
組
ん
で

い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

あ
ら
た
め
て
紙
面
を
見
て
み
る
と
、
お
二
人
の
記
事

が
地
域
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
や
広
告
も
地
域
の
か
た
に
む
け

て
、て
い
ね
い
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、

読
者
の
か
た
む
け
に
行
わ
れ
る
懸
賞
の
景
品
も
、
地

元
商
店
の
物
が
使
わ
れ
て
い
る
。読
者
の
か
た
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
お
二
人
の
活
動
は
、
地
域
を
応

援
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

読
者
の
声

本
学
の
す
ぐ
そ
ば
で
喫
茶
店
「
バ
ン
カ
ム
ツ
ル
」
を

営
む
中な

か
む
ら村
操み

さ
おさ
ん
（
72
）
は
、
長
年
﹃
街
か
ど
情
報

TSU
RU
﹄
を
愛
読
し
て
い
る
。
お
客
さ
ん
が
読
め
る

よ
う
店
内
に
置
い
て
い
る
ほ
ど
だ
。
山
本
さ
ん
や
小
宮

さ
ん
と
の
交
流
も
あ
る
中
村
さ
ん
に
、
読
者
目
線
か

ら
の
お
話
を
う
か
が
っ
た
。「
都
留
の
人
は
み
ん
な
知
っ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
み
ん
な
毎
号
楽
し
み
に
し

て
る
。店
に
置
い
て
お
い
て
も
す
ぐ
お
客
さ
ん
が
も
ら
っ

て
っ
ち
ゃ
う
」
と
中
村
さ
ん
は
楽
し
げ
に
語
っ
て
く
だ

さ
り
、
親
し
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

続
け
て
中
村
さ
ん
は
、「
二
人
と
も
頑
張
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
山
本
さ
ん
は
見
る
か
ら
に
活
動
的
だ
よ
ね
、

い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て
。
小
宮
さ
ん
は
一
見
穏
や
か
だ

け
れ
ど
、
内
に
根
気
強
さ
を
持
っ
て
い
る
よ
ね
、
創
刊

か
ら
何
十
年
も
活
動
を
続
け
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
ね
。

そ
の
二
人
が
上
手
く
か
み
合
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
記

事
に
厚
み
が
出
て
く
る
ん
だ
と
思
う
よ
」
と
笑
顔
で

教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

最
後
に
中
村
さ
ん
は
、「﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄

は
都
留
の
文
化
だ
か
ら
。
チ
ラ
シ
と
か
散
発
的
な
も
の

と
は
違
う
よ
ね
。
ず
っ
と
続
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
存
在
。

だ
か
ら
私
は
、
店
に
置
き
続
け
る
ん
だ
よ
」
と
真
剣

な
表
情
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
中
村
さ
ん
の
よ
う
に
地
域

の
活
動
を
応
援
す
る
市
民
の
か
た
が
い
る
か
ら
こ
そ
、

﹃
街
か
ど
情
報
TSU
RU
﹄
が
都
留
に
し
っ
か
り
と
根

付
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。＊

＊

＊

山
本
さ
ん
と
小
宮
さ
ん
は
、
B
4
サ
イ
ズ
1
枚
と

い
う
限
ら
れ
た
紙
面
に
、
地
域
に
根
差
し
た
情
報
を

詰
め
込
ん
で
い
た
。
お
二
人
が
読
者
の
か
た
に
届
け

て
い
る
の
は
、
情
報
だ
け
で
は
な
い
。
手
に
取
っ
た

人
に
ワ
ク
ワ
ク
が
届
く
よ
う
に
、
と
き
に
は
き
ょ
ろ

き
ょ
ろ
し
、
と
き
に
は
山
に
通
っ
て
、﹃
街
か
ど
情
報

TSU
RU
﹄
は
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。

人
に
伝
わ
る
よ
う
に
想
い
を
形
に
す
る
こ
と
は
、
決

し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
お
二
人
の
よ
う
に
、
受

け
取
り
手
に
む
け
て
日
々
行
動
を
積
み
重
ね
て
い
く
か

ら
こ
そ
、
多
く
の
人
へと
届
く
の
だ
と
気
づ
い
た
。
私

も
、
自
分
の
想
い
を
自
分
な
り
の
形
で
表
現
で
き
る

よ
う
に
、
時
間
や
手
間
を
惜
し
ま
ず
人
と
接
し
て
い

き
た
い
。

FIELD・NOTE118 号　　特集「届ける」

本来はここに『街かど情報 TSURU』が置かれている。もらって行
く人が多いため、スペースが空いている（2024 年 10 月 24 日）
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富
士
急
行
線
の
路
線
図
に
、「
十と

お

か

い

ち

ば

日
市
場
」
と
い
う

私
に
と
っ
て
馴
染
み
の
な
い
地
名
を
見
つ
け
た
。﹃
都

留
市
地
名
事
典
﹄
で
調
べ
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
以

降
、
毎
月
十
日
に
市
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来

す
る
そ
う
だ
。
地
名
だ
け
で
は
な
い
ほ
か
の
魅
力
も

見
つ
け
た
い
。十
日
市
場
を
歩
い
て
観
察
し
て
み
る
。

溶
岩
流
の
跡
地

９
月
５
日
、
澄
ん
だ
青
空
に
気
持
ち
が
晴
れ
る
。

都
留
文
科
大
学
前
駅
か
ら
電
車
に
乗
る
と
、
3
分
ほ

ど
で
十
日
市
場
駅
に
着
い
た
。
駅
を
出
て
急
な
坂
を

下
る
と
住
宅
街
だ
。坂
道
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

﹃
十
日
市
場
小
誌
﹄
に
よ
る
と
、
十
日
市
場
は
富

士
山
の
溶
岩
流
が
流
れ
た
地
域
で
あ
る
そ
う
だ
。
坂

の
数
が
多
い
の
も
溶
岩
流
が
流
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
に
意
識
し
な
が
ら
歩
く
と
、
民
家
の

石
垣
や
神
社
の
石
段
に
も
溶
岩
石
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。

国
道
１
３
９
号
線
の
近
く
に
あ
る
小お

さ
さ篠

神
社
に

寄
っ
て
み
る
と
、
9
月
7
日
に
催
さ
れ
る
小
篠
明み

ょ
う
じ
ん神

の
祭
り
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
。
神
社
へ
と
続
く

石
段
に
は
提
灯
が
吊
る
さ
れ
、
境
内
に
は
御お

み
こ
し

神
輿
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
駅
近
く
の
民
家

に
は
し
め

4

4

縄
が
張
ら
れ
、
住
宅
街
に
は
大
き
な
の
ぼ

り
が
立
っ
て
い
た
。
お
祭
り
の
装
飾
だ
っ
た
の
か
。

十
日
市
場
地
区
全
体
が
お
祭
り
一
色
に
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
す
を
見
る
こ

と
が
で
き
て
心
が
踊
る
。

お
祭
り
の
雰
囲
気
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
歩
い

て
い
る
と
、
多
く
の
民
家
の
玄
関
に
三
角
形
の
ク
ッ

シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。
大
学
周
辺
の
住
宅
街
で
は
見
か
け
た
こ
と
が

な
い
。
十
日
市
場
に
根
付
く
独
特
の
文
化
な
の
だ
ろ

う
か
。
疑
問
を
抱
え
な
が
ら
も
、
境
内
に
湧
き
水
が

あ
り
、
水す

い
げ
ん
ざ
ん

源
山
と
い
う
山
号
を
も
つ
永え
い
じ
ゅ
い
ん

寿
院
に
向
か

う
こ
と
に
し
た
。

富
士
山
の
湧
水

十
日
市
場
で
は
、
富
士
山
噴
火
に
よ
っ
て
で
き
た

火
成
岩
に
富
士
山
の
水
な
ど
が
染
み
込
み
、
湧
水
と

な
っ
て
地
表
に
流
れ
出
て
い
る
。
年
間
を
通
し
て
一

定
の
水
温
で
あ
り
、
冬
の
時
期
に
は
水
か
け
菜
と
い

う
青
菜
の
栽
培
が
盛
ん
だ
。

な
か
で
も
永
寿
院
に
あ
る
湧
水
は
、
平
成
の
名
水

百
選
に
選
ば
れ
て
お
り
、
全
国
4
位
の
水
質
を
誇
る

そ
う
だ
。
そ
う
し
た
溶
岩
の
断
層
か
ら
湧
き
出
る
水

に
よ
っ
て
、本
堂
の
近
く
に
あ
る
池
は
で
き
て
い
る
。

湧
水
が
滝
の
よ
う
に
流
れ
出
る
よ
う
す
に
見
惚
れ
て

い
る
と
、
住
職
の
お
母
さ
ま
で
あ
る
水み

ず
に
わ
は
つ
え

庭
初
枝
さ
ん

が
話
し
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。

十
日
市
場
の

を
探
る

魅
力

②

①

①『ひいち』の飾り。山梨

県忍
お し の

野村でも、『ひいち』の

風習が色濃く残っている

②永寿院の入り口にあるお

地蔵さま。富士山噴火の犠

牲者を悼むために作られた

という
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永
寿
院
の
湧
き
水
は
、
水
質
が
き
れ
い
な
だ
け
で

な
く
味
も
お
い
し
い
と
評
判
だ
そ
う
。
お
酒
を
割
っ

た
り
ご
飯
を
炊
く
と
き
に
使
っ
た
り
す
る
た
め
に
、

わ
ざ
わ
ざ
東
京
か
ら
水
を
汲
み
に
来
る
人
も
い
る
と

い
う
。
身
近
に
あ
る
水
は
、
ほ
か
の
地
域
の
人
が
う

ら
や
む
ほ
ど
に
良
質
な
水
だ
っ
た
な
ん
て
。
好
条
件

の
も
と
で
自
然
に
生
み
出
さ
れ
た
恵
み
だ
と
知
り
、

思
わ
ず
感
謝
し
た
く
な
っ
た
。

ふ
と
、
先
ほ
ど
民
家
で
見
か
け
た
三
角
形
の
飾
り

を
思
い
出
す
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
十
日
市
場
で
あ
る

水
庭
さ
ん
な
ら
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
少
し
お
話
を

う
か
が
っ
て
み
る
。

現
在
ま
で
残
る
風
習

水
庭
さ
ん
は
、
飾
り
に
つ
い
て
、
十
日
市
場
地
区

で
行
わ
れ
る
﹃
ひ
い
ち
﹄
と
い
う
お
祭
り
の
も
の
だ

と
教
え
て
く
れ
た
。「
昔
か
ら
ず
っ
と
や
っ
て
い
る

道ど
う
そ
じ
ん

祖
神
の
お
祭
り
だ
よ
」。
道
祖
神
と
は
、
村む
ら
ざ
か
い境な

ど
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
様
だ
。
村
に
悪
霊
が
侵
入
す

る
の
を
防
ぎ
、
通
行
人
や
村
人
を
災
難
か
ら
守
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。「
今
で
も
こ
の
風
習
が
残
っ
て
い

る
の
は
、
こ
こ
ら
辺
で
は
十
日
市
場
だ
け
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。
1
月
に
、
十
日
市
場
地
区
で
こ
の
飾
り

を
ひ
し
形
状
に
並
べ
て
燃
や
す
ん
だ
よ
」。
三
角
の

小篠神社の石段。表面に空いている小さな穴は、
溶岩石の特徴だ（2024 年 9 月 5 日）

③小篠神社の本殿に

飾られていた提灯

形
を
し
た
飾
り
は
、
十
日
市
場
を
守
る
た
め
に
残

り
続
け
る
文
化
だ
っ
た
。

毎
年
、﹃
ひ
い
ち
﹄
の
飾
り
は
、地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
ポ
プ
ラ
の
会
の
か
た
が
作
り
、
各
家
庭
に
配
っ

て
い
る
そ
う
。「
使
わ
な
く
な
っ
た
座
布
団
と
か
の

生
地
で
作
っ
て
い
る
よ
。
昔
、
こ
の
辺
で
は
機は

た
や屋

さ
ん
が
多
か
っ
た
か
ら
ね
」。

帰
り
道
に
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で

柄
や
色
味
が
少
し
ず
つ
違
う
。
話
を
聞
い
て
、
飾

ら
れ
て
い
る
意
味
を
知
る
と
、
三
角
形
の
飾
り
が

家
の
守
り
神
の
よ
う
に
見
え
る
。
小
さ
く
て
華
や

か
な
飾
り
は
、
十
日
市
場
地
区
を
見
守
っ
て

く
れ
て
い
る
。

卍永寿院

卍自得院

卍棲月院

卍光彩院

小篠神社
十日市場駅

桂川

中央自動
車道

富士急行線

139

△十日市場　散策マップ 歩いた道

N

②

①

歩いた道

N

①

③

50m
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馬
の
銅
像

十
日
市
場
に
つ
い
て
お
話
を
聞
く
な
か
で
、
水
庭

さ
ん
は
さ
ら
に
興
味
深
い
お
話
を
聞
か
せ
て
く
れ

た
。
戦
前
、
永
寿
院
の
池
の
な
か
に
は
、
等
身
大

の
馬
の
銅
像
が
建
っ
て
い
た
と
い
う
。「
昔
は
、
都

留
文
科
大
学
の
あ
る
場
所
に
競
馬
場
が
あ
っ
て
ね
。

レ
ー
ス
前
に
な
る
と
競
走
馬
が
行
進
し
て
お
祈
り
に

来
て
い
た
そ
う
よ
。
だ
け
ど
、
戦
争
に
よ
る
金
属
回

収
令
で
銅
像
は
供
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
み
た
い
」。

話
を
聞
き
、
も
う
一
度
池
に
行
っ
て
み
る
と
、
銅

像
の
痕
跡
は
あ
と
か
た
も
な
い
。
土
台
の
名
残
が
わ

ず
か
に
あ
る
だ
け
だ
。
写
真
屋
さ
ん
に
カ
ラ
ー
化
し

て
も
ら
っ
た
ら
し
い
、
当
時
の
写
真
を
見
せ
て
も
ら

う
。
大
き
な
銅
像
が
日
の
光
に
反
射
し
て
輝
い
て
い

る
。
現
在
ま
で
残
っ
て
い
た
の
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
美

し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

馬
の
銅
像
が
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
何
の
た
め
に

作
ら
れ
た
の
か
を
知
る
人
は
も
う
い
な
い
と
い
う
。

た
だ
、
十
日
市
場
で
は
、
か
つ
て
馬
が
多
く
飼
わ
れ

て
い
た
そ
う
だ
。「
私
が
幼
い
こ
ろ
も
、
馬
が
生
活

の
そ
ば
に
い
た
の
。
馬
で
木
を
運
ん
だ
り
し
て
ね
。

昔
は
、
こ
の
辺
の
家
で
は
馬
を
使
っ
て
生
計
を
立
て

て
い
た
の
だ
ろ
う
ね
」。

生
活
の
な
か
で
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
馬
を
尊
ぶ

た
め
に
、
立
派
な
銅
像
を
建
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦

前
の
十
日
市
場
で
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。池
の
な
か
の
銅
像
を
見
上
げ
な
が
ら
、

人
び
と
は
馬
の
健
康
を
願
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
伝
承
と
一
枚
の
写
真
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
存

在
を
知
り
、
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
る
。

＊  

＊  

＊

ち
ょ
っ
と
し
た
興
味
か
ら
十
日
市
場
を
歩
い
て
観

察
し
て
み
る
と
、
十
日
市
場
に
残
り
続
け
る
魅
力
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
見
つ
け
た
魅
力
は
、
目

に
見
え
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
で
暮
ら

す
人
か
ら
お
話
を
聞
く
と
、﹃
ひ
い
ち
﹄
と
い
う
目

に
は
映
ら
な
い
け
れ
ど
生
活
に
根
付
く
風
習
を
知
っ

た
。
ま
た
、
形
で
は
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
記
憶
と

し
て
語
ら
れ
る
馬
の
銅
像
の
存
在
に
気
づ
い
た
。

11
月
は
じ
め
、
ふ
た
た
び
十
日
市
場
へ
向
か
う
。

急
な
坂
を
上
っ
て
、
用
水
路
の
水
の
音
に
耳
を
澄
ま

せ
る
。
新
た
な
視
点
で
歩
く
十
日
市
場
は
、
ひ
と
味

違
う
。
興
味
を
持
っ
た
も
の
を
知
る
た
め
に
足
を
運

ぶ
と
、
よ
り
心
を
惹
き
つ
け
る
発
見
に
出
会
え
る
。

こ
れ
か
ら
も
、
小
さ
な
関
心
に
素
直
で
い
よ
う
。
そ

う
思
い
な
が
ら
十
日
市
場
駅
を
あ
と
に
し
た
。

左：戦前、永寿院の池に建っていた馬の銅像。白黒写真をカラー化したもの（写真提供＝水庭初枝さん）
右：現在の永寿院の池。そばに建つ本堂は、昭和 59 年に新しく建て替えられた（2024 年 9 月 5 日）

【参考書籍】『都留市地名事典』 都留市郷土研究会 2012 年
『十日市場小誌』 中野八吾 1985 年

根
本
菜
桜
（
比
較
文
化
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真



ムササビ観察日記

『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、ムササビの巣箱にライブカメラを設

置して観察を行っています。今年度は 8 月にはじめて、巣箱のなかでム

ササビのすがたを確認できました。今号では、約 7 か月ぶりに巣箱に戻っ

てきたムササビのようすをお伝えします。

27

8 月 19 日　よじのぼる

9 月 16 日　丸まってお昼寝 9 月 20 日　ばんざい

10 月 8 日　外のようす 10 月 14 日　しっぽの布団

8 月 14 日　でんぐり返し

巣箱から顔を出して、しばらく動きを止めたあと、
外へ出かけていきました。

巣箱のはしで、丸まって寝ています。気に入ってい
るのか、たいていここで寝ています。

寝る体勢を探してごろごろ。そのあと、仰向けで寝
ていました。

壁を登っています。ふだんははっきり観ることができ
ない、顔のまわりの白い帯が確認できます。

お腹を上にして、休憩しています。ライブカメラでは、
こうした姿勢はよく見られます。

自分の尾を身体に重ねて寝ているすがたが観察で
きました。
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谷
村
町
の
ス
ナ
ッ
ク

8
月
2
日
、
お
昼
を
い
た
だ
こ
う
と
、
開
店
し
て

ま
も
な
い
時
間
の
午
前
10
時
に
雨
花
を
訪
れ
た
。
開

い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
お
店
の
前
を
う
ろ
う
ろ
す

る
。し
ば
ら
く
す
る
と
マ
マ
に
声
を
か
け
て
も
ら
い
、

店
内
に
招
き
入
れ
て
も
ら
っ
た
。
お
店
が
ス
ナ
ッ
ク

の
よ
う
な
外
観
だ
っ
た
の
で
、
身
の
丈
に
合
わ
な
い

お
店
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
マ
マ
の
気
さ
く
な
対
応

に
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
る
。

　
カ
ウ
ン
タ
ー
の
奥
に
は
ぎ
っ
し
り
と
お
酒
が
並
ん

だ
棚
が
あ
り
、
や
は
り
ス
ナ
ッ
ク
の
よ
う
だ
。
し
か

本誌の 95 号に、「雨
う か

花」というお店が取り上げら

れている。そのお店は都留文科大学前駅からひと

駅先の、谷
や む ら ま ち

村町駅のすぐそばにある。建物の正面

の壁には「喫茶」、ひさしには「SNACK」とそれぞ

れ書かれており、どちらかわからない。記事から伝

わる、ママこと坂
さ か ば

場ちよ子さん（88）のすてきな人

柄に惹かれた私は、お店を訪ねてみることにした。

に
、
マ
マ
は
「
大
木
洋
美
」
と
い
う
送
り
主
の
名
前

が
書
い
て
あ
る
段
ボ
ー
ル
を
見
せ
て
く
れ
た
。
ア
ル

バ
イ
ト
時
代
か
ら
の
関
係
が
、
約
35
年
後
の
今
に
至

る
ま
で
続
い
て
い
る
よ
う
だ
。
関
係
が
こ
ん
な
に
続

く
も
の
な
の
か
と
驚
き
、
段
ボ
ー
ル
に
印
刷
さ
れ
た

名
前
を
ま
じ
ま
じ
と
見
る
。
私
は
こ
の
素
敵
な
お
話

に
、
雇
い
主
と
従
業
員
に
収
ま
ら
な
い
信
頼
関
係
を

感
じ
た
。

　
洋
美
さ
ん
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
り
、
マ
マ
の
話
に

よ
く
出
て
く
る
人
が
い
る
。
そ
の
か
た
は
本
学
に
在

学
中
の
楠く

す

彩あ
や
な菜
さ
ん
だ
。
今
、
マ
マ
と
も
っ
と
も
親

し
じ
っ
さ
い
は
、
昼
は
喫
茶
店
と
し
て
、
夜
は
予
約

時
の
み
ス
ナ
ッ
ク
と
し
て
営
業
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　
マ
マ
は
、
こ
ち
ら
が
聞
か
ず
と
も
、
自
分
の
人
生

や
、
雨
花
に
よ
く
来
る
お
客
さ
ん
に
つ
い
て
語
っ
て

く
れ
た
。

　

雨
花
を
開
い
た
理
由
は
、
女
手
ひ
と
つ
で
息
子

さ
ん
を
育
て
る
た
め
だ
と
い
う
。「
旦
那
も
い
な
い

し
（
マ
マ
が
30
歳
の
と
き
ガ
ン
で
亡
く
な
っ
た
）
息

子
を
育
て
な
い
と
だ
し
。
や
ん
な
き
ゃ
生
き
て
け
な

か
っ
た
」。
マ
マ
は
、
私
が
想
像
も
で
き
な
い
苦
労

を
し
て
き
た
か
た
だ
。

都
留
の
母

　
マ
マ
は
大お

お
き
ひ
ろ
み

木
洋
美
さ
ん
と
い
う
、
元
ア
ル
バ
イ
ト

の
学
生
に
つ
い
て
く
り
返
し
話
す
。
そ
の
か
た
は
本

学
の
卒
業
生
で
あ
り
、
マ
マ
に
よ
る
と
は
っ
き
り
と

し
た
物
言
い
を
す
る
性
格
だ
そ
う
だ
。
マ
マ
に
「
タ

バ
コ
ま
だ
や
め
て
な
い
の
」
と
遠
慮
な
く
言
っ
た
と

い
う
話
か
ら
、
そ
の
一
面
が
う
か
が
え
る
。

　
そ
ん
な
洋
美
さ
ん
だ
が
、
同
級
生
に
マ
マ
の
こ
と

を
「
都
留
の
母
で
す
」
と
紹
介
し
た
と
い
う
。
洋
美

さ
ん
は
、
マ
マ
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
「
そ
う
い
え
ば
こ
の
あ
い
だ
、
洋
美
さ
ん
か
ら
い

ろ
い
ろ
贈
り
物
が
届
い
た
ん
だ
よ
ね
」。
お
も
む
ろ

カメラに向かってほほえむママ。持っているサツマイモのてんぷ
らをいただいた（2024 年 11 月 5 日）
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彩菜さん（右）を交えてお話しした。ママにお茶と料理をふるまっ
てもらい会話を楽しんだ（2024 年 11 月 9 日）

し
い
学
生
ら
し
い
。「
よ
か
っ
た
ら
今
度
お
店
に
来

て
も
ら
っ
て
話
す
？
」と
提
案
し
て
も
ら
っ
た
の
で
、

お
言
葉
に
甘
え
る
こ
と
に
し
た
。

常
連
の
大
学
生

　
当
日
お
店
で
待
っ
て
い
る
と
、
笑
顔
が
素
敵
な
か

た
が
や
っ
て
き
た
。
彩
菜
さ
ん
だ
。
彩
菜
さ
ん
が
雨

花
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
年
生
の
と
き
に

サ
ー
ク
ル
の
先
輩
に
お
勧
め
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
だ
そ
う
。｢

お
金
を
握
り
し
め
て
店
の
前
を
う
ろ

う
ろ
し
て
て
ね
、
か
わ
い
か
っ
た
よ｣
と
マ
マ
は
当

時
を
懐
か
し
む
よ
う
に
語
る
。
私
が
雨
花
に
は
じ
め

て
や
っ
て
き
た
と
き
と
似
て
い
る
。

　
マ
マ
と
彩
菜
さ
ん
の
交
流
は
、
一
緒
に
高
尾
山
を

登
っ
た
り
な
ど
、
お
店
の
中
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ま

た
、
マ
マ
は
彩
菜
さ
ん
の
家
族
と
も
親
交
が
あ
る
と

い
う
。
特
に
彩
菜
さ
ん
の
祖
母
と
は
、
頻
繁
に
品
物

を
送
り
合
う
よ
う
な
深
い
仲
だ
と
い
う
。「
マ
マ
は

親
戚
の
よ
う
な
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
存
在
」

と
彩
菜
さ
ん
は
う
れ
し
そ
う
に
話
す
。
過
去
に
、
彩

菜
さ
ん
は
両
親
を
雨
花
へ
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
と
い
う
。「
お
父
さ
ん
が
マ
ス
ク
し
て
い
た
か
ら
、

彩
菜
の
彼
氏
か
と
勘
違
い
し
た
よ
」
と
笑
い
な
が
ら

話
す
マ
マ
と
、
彩
菜
さ
ん
の
顔
に
は
、
お
互
い
へ
の

親
し
み
が
に
じ
み
出
て
い
た
。

安
ら
ぎ
の
場
所

　
マ
マ
に
営
業
す
る
う
え
で
意
識
し
て
い
る
こ
と
を

聞
い
て
み
る
。「
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
で
生

き
て
る
け
ど
、
本
質
的
な
も
の
は
同
じ
で
、
悩
み
も

あ
る
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
場
が
必
要
」。
こ
の
言
葉

を
聞
い
て
、
マ
マ
が
慕
わ
れ
て
い
る
理
由
が
わ
か
っ

た
気
が
し
た
。
マ
マ
は
私
に
対
し
て
「
お
客
さ
ん
」

と
い
う
よ
り
「
お
し
ゃ
べ
り
の
相
手
」
と
し
て
接
し

て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
料
理
を
作
る
と
き
以
外
は
カ

江
袋
巴
（
国
文
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

ウ
ン
タ
ー
を
隔
て
ず
に
私
と
同
じ
ソ
フ
ァ
ー
に
座

り
、同
じ
目
線
の
高
さ
で
お
し
ゃ
べ
り
し
て
く
れ
る
。

　
そ
う
い
え
ば
、
彩
菜
さ
ん
は
雨
花
の
料
理
に
つ
い

て
「
実
家
に
帰
っ
た
よ
う
で
、
安
心
す
る
」
と
話
し

て
い
た
。
マ
マ
の
手
料
理
も
雨
花
を
落
ち
着
け
る
場

所
に
し
て
い
る
要
素
だ
。

　
雨
花
に
来
る
お
客
さ
ん
は
、大
学
生
か
ら
政
治
家
、

近
隣
住
民
か
ら
山
梨
県
外
の
人
ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
そ

う
だ
。
私
や
洋
美
さ
ん
、
彩
菜
さ
ん
を
含
む
人
び
と

が
雨
花
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
マ
マ
の
あ
た
た

か
な
接
客
が
雨
花
を
心
地
の
い
い
場
所
に
し
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
。

＊  

＊  

＊

　
帰
り
ぎ
わ
に
、
マ
マ
と
「
最
近
冷
え
こ
ん
で
き
た

か
ら
、
今
度
鍋
し
よ
う
ね
」
と
約
束
し
た
。「
ま
た

き
て
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
る
マ
マ
の
笑
顔
は
、
と
て

も
素
敵
で
、
ま
た
雨
花
に
行
き
た
く
な
る
魅
力
が
あ

る
。
マ
マ
と
同
じ
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
お
し
ゃ
べ
り

す
る
だ
け
で
、
雨
花
が
も
う
ひ
と
つ
の
家
の
よ
う
に

思
え
て
く
る
。
く
り
返
し
訪
れ
る
こ
と
で
、
雨
花
が

私
の「
安
ら
ぎ
の
場
所
」に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

ま
た
マ
マ
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
に
、雨
花
へ
行
こ
う
。
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『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

暑い夏が過ぎ、だんだんと冷たい空気が肌に触れるようになってきました。この季節の生

きものたちは、どんなすがたを見せてくれるのでしょうか。今号では、2024 年 9 月から

11 月にかけて本学とその周辺で出会った生きものたちを紹介します。

キツリフネソウ

あざやかな黄色の花が吊り下がるよう

に咲いていました。近年、大学の周

辺では次第にそのすがたが見られなく

なってきました。

（2024 年 9 月 27 日・本学周辺）

ヨツスジトラカミキリ

はじめはハチに見えました。近づいて

観察してみると、ハチではなくカミキリ

の仲間だとわかりました。暖地に生息

する種とされています。

（2024 年 9 月 24 日・本学 4 号館前）

アサギマダラ

翅
はね

の模様があざやかな大型のチョウで

す。長距離を移動することで知られて

います。ヒャクニチソウの蜜を吸ってい

ました。

（2024 年 10 月 4 日・本学 4 号館前）

ツリガネニンジン

キャンパス内の林で出会いました。花

が釣
つりがね

鐘のようで、根の形がチョウセンニ

ンジンに似ていることが和名の由来だ

そうです。

（2024 年 9 月 24 日・本学周辺）

フィールド暦
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ミヤマアカネ

アキアカネに似ていますが、翅の模様で区別すること

ができます。カザグルマトンボという別名もあります。

（2024 年 9 月 19 日・本学 4 号館前）

ヒメシロモンドクガの幼虫

本学 4 号館前のプランターで葉を食べていました。

あざやかな体色が緑の葉の上でとても目立ちます。

（2024 年 9 月 19 日・本学 4 号館前）

ヒトリガのなかま

はっきりとした白色に黒色のまだら模様があるのが特

徴です。頭の周りがファーのように見えます。

（2024 年 9 月 2 日・谷
や む ら

村）

31

キボシカミキリ

アパートの玄関先で雨宿りしているキボシカミキリを見

つけました。触覚が大変長く、体長の 2 〜 3 倍程度

あります。（2024 年 10 月 5 日・上谷）

ウバユリ

写真は果実のようすです。種子には薄い膜がついてお

り、風が吹くと周囲に飛び散ります。うら山の林中で

見つけました。（2024 年 11 月 22 日・本学うら山）

ツチグリ

湿度に応じて表面の外皮が開閉することから、きのこ

の晴雨計ともいわれます。うら山のやや湿った斜面で

出会いました。（2024 年 11 月 22 日・本学うら山）



菊地わさび園
　　　の歩み

はじめて都留を訪れたときに、宿泊した旅館へ向

かう道で、菊
き く ち

地わさび園の看板を見つけた。私の

地元には、わさび園がなかったため、その看板が

強く印象に残っていた。わさび園ってどんな場所だ

ろう。そこで、菊地わさび園を訪れることにした。

は
じ
め
て
の
わ
さ
び
園

9
月
10
日
、
駅
か
ら
歩
い
て
菊
地
わ
さ
び
園
ま
で

向
か
う
。
蒸
し
暑
い
た
め
、
木
陰
を
探
し
な
が
ら
ゆ
っ

く
り
と
歩
み
を
進
め
る
。

わ
さ
び
園
が
見
え
て
く
る
と
、
と
た
ん
に
涼
し
く

な
っ
て
き
た
。
ど
う
し
て
急
に
涼
し
く
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
不
思
議
に
思
い
、
あ
た
り
を
見
回
し
て
み
る
。

道
の
左
側
に
あ
る
崖
か
ら
水
が
湧
き
出
て
い
た
。
湧
き

出
た
水
の
お
か
げ
で
涼
し
く
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。

わ
さ
び
園
の
駐
車
場
に
は
「
よ
う
こ
そ
！
！
菊
地

わ
さ
び
園
へ
」
と
書
か
れ
た
カ
ラ
フ
ル
な
看
板
が
あ
っ

た
。
暑
さ
で
足
が
重
た
か
っ
た
が
、
そ
の
看
板
を
見
て

元
気
が
出
て
き
た
。
わ
さ
び
園
の
す
ぐ
隣
に
建
て
ら
れ

た
小
屋
へ
向
か
う
と
誰
も
い
な
い
。
す
る
と
、
畑
の
奥

か
ら
３
代
目
の
菊
地
冨ふ

み

お
美
男
さ
ん
（
57
）
が
、「
お
待

た
せ
し
ま
し
た
」
と
大
き
な
声
で
言
い
な
が
ら
走
っ
て

き
た
。
は
じ
め
て
の
取
材
で
少
し
緊
張
し
て
い
た
が
、

菊
地
さ
ん
の
明
る
い
声
を
聞
い
て
、緊
張
が
和
ら
い
だ
。

ふ
り
返
る

わ
さ
び
園
を
訪
れ
る
前
に
菊
地
わ
さ
び
園
に
つ
い
て

調
べ
て
、
創
業
１
０
０
年
を
超
え
る
老
舗
の
わ
さ
び

園
だ
と
わ
か
っ
た
。
わ
さ
び
園
が
今
ま
で
、
ど
の
よ
う

に
歩
ん
で
き
た
の
か
知
り
た
い
と
思
い
、
菊
地
さ
ん
に

た
ず
ね
る
こ
と
に
し
た
。

わ
さ
び
園
を
創
業
し
た
の
は
、
菊
地
さ
ん
の
祖
父

だ
と
い
う
。
旅
行
中
に
わ
さ
び
園
を
営
ん
で
い
る
人
の

話
を
偶
然
耳
に
し
た
そ
う
。
そ
の
と
き
に
菊
地
さ
ん

の
祖
父
は
、
わ
さ
び
園
は
成
功
す
る
の
か
も
し
れ
な
い

と
考
え
、
菊
地
わ
さ
び
園
を
大
正
7
年
に
創
業
し
た
。

創
業
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、
山
の
一
角
に
作
っ
た

2
坪
し
か
な
い
小
さ
な
畑
で
わ
さ
び
を
育
て
て
い
た
と

い
う
。
そ
の
た
め
、
戦
争
の
さ
な
か
で
も
畑
に
は
大
き

な
被
害
が
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

現
在
の
畑
は
２
１
０
０
坪
も
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の

畑
を
作
る
の
は
大
変
な
労
力
が
必
要
だ
。
山
を
拓ひ

ら

く

た
め
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
使
用
し
て
い
た
。
菊
地
さ
ん

は
小
学
生
の
と
き
、
よ
く
畑
に
遊
び
に
行
っ
て
い
た
そ

う
。
し
か
し
、「
今
日
は
危
な
い
か
ら
、
畑
に
は
近
づ

か
な
い
よ
う
に
」
と
菊
地
さ
ん
の
父
か
ら
言
わ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
が
日
常
で
使
わ
れ
て
い

た
な
ん
て
、
私
に
は
想
像
で
き
な
い
。

菊
地
さ
ん
は
、
小
学
4
年
生
か
ら
祖
父
や
父
と
と

も
に
農
作
業
を
行
っ
て
い
た
そ
う
。
高
校
卒
業
後
は
、

わ
さ
び
園
を
継
が
ず
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
3
年
間

働
い
て
い
た
。
し
か
し
、
わ
さ
び
園
の
経
営
が
難
し
く

な
っ
た
こ
と
で
仕
事
を
辞
め
、
農
業
の
道
に
進
む
こ
と

わさびの成長の妨げになる雑草を、菊地さんが一つひとつ手作業で
ていねいに取り除いている（2024 年 10 月 19 日）



を
決
意
し
た
。
菊
地
さ
ん
は
当
時
を
ふ
り
返
っ
て
、「
わ

さ
び
園
を
立
て
直
す
人
が
誰
も
い
な
か
っ
た
し
、
し
ょ

う
が
な
か
っ
た
」
と
笑
っ
て
話
し
た
。
長
年
続
く
わ
さ

び
園
を
継
ぐ
こ
と
を
、
し
ょ
う
が
な
い
と
い
っ
て
、
き

っ
ぱ
り
決
断
す
る
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
こ
と
だ
。

今
の
わ
さ
び
園

今
の
わ
さ
び
園
で
は
、
農
薬
を
使
わ
な
い
自
然
栽

培
を
行
っ
て
い
る
。
先
代
か
ら
わ
さ
び
園
を
継
い
だ
ば

か
り
の
こ
ろ
は
、
農
薬
を
使
用
し
て
、
畑
じ
ゅ
う
の

虫
を
1
匹
も
い
な
い
状
態
に
し
て
い
た
と
い
う
。

自
然
栽
培
で
作
ら
れ
た
わ
さ
び
が
お
い
し
い
と
野
生

動
物
も
わ
か
る
の
か
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
が
、
山
か
ら

畑
に
食
べ
に
来
る
そ
う
だ
。
そ
ん
な
野
生
動
物
か
ら

畑
を
守
っ
て
い
る
の
が
、
番
犬
の
ハ
ク
だ
。
ふ
だ
ん
は

人
懐
っ
こ
い
性
格
で
、
近
づ
く
と
私
の
足
に
ぎ
ゅ
っ
と

前
足
を
絡
ま
せ
て
く
る
。
そ
ん
な
か
わ
い
ら
し
い
よ
う

す
と
は
裏
腹
に
、
自
分
よ
り
も
大
き
な
イ
ノ
シ
シ
や
シ

カ
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
薬
を
使
用
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
人
だ
け
で
な

く
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
も
食
べ
た
く
な
る
よ
う
な
、
お
い

し
い
わ
さ
び
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

学
び
合
い
の
場

10
年
ほ
ど
前
に
始
め
た
収
穫
体
験
が
、
最
近
人
気

に
な
っ
て
き
て
い
る
そ
う
だ
。
菊
地
さ
ん
が
S
N
S

を
活
用
し
て
わ
さ
び
園
を
宣
伝
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う

か
。
県
外
や
海
外
か
ら
来
ら
れ
る
か
た
が
多
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

収
穫
体
験
で
も
っ
と
も
人
気
が
あ
る
の
が
「
圧
！

圧
！
体
操
」
だ
。
こ
の
体
操
の
名
前
は
菊
地
さ
ん
が

考
え
た
も
の
で
、
一
度
聞
い
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ

の
体
操
は
、
足
を
肩
幅
ほ
ど
に
ひ
ら
き
、
両
手
を
空

に
向
け
て
広
げ
る
。
そ
の
体
勢
で
菊
地
さ
ん
の
「
圧
」

と
い
う
大
声
に
続
き
、
体
験
に
来
た
か
た
が
「
圧
」

と
復
唱
し
、
腕
を
上
下
さ
せ
る
体
操
だ
。
こ
の
体
操

を
と
お
し
て
、
菊
地
さ
ん
は
来
た
か
た
と
楽
し
そ
う
に

交
流
し
て
い
た
。
一
緒
に
体
操
を
す
る
こ
と
で
、
菊
地

さ
ん
と
収
穫
体
験
に
来
た
か
た
と
の
距
離
が
ぐ
っ
と
近

づ
い
て
い
る
。

収
穫
体
験
は
、
菊
地
さ
ん
が
わ
さ
び
の
こ
と
を
一
方

的
に
教
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
収
穫
体
験
の
な
か
で
海

外
の
か
た
か
ら
外
国
語
を
勉
強
し
た
り
、
他
の
地
域

の
話
を
聞
い
た
り
な
ど
、
菊
地
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
新

し
い
こ
と
を
学
ぶ
場
と
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

菊
地
さ
ん
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
は
、
大
学
生
の
私
に

と
っ
て
か
け
離
れ
た
生
活
だ
っ
た
。
菊
地
さ
ん
は
、
わ

さ
び
園
を
継
い
で
自
然
栽
培
を
始
め
た
。
長
い
歴
史

を
持
つ
わ
さ
び
園
の
栽
培
方
法
を
変
え
る
こ
と
は
、

勇
気
が
い
る
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
菊
地
さ
ん
の
お
話

を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
菊
地
さ
ん
の
行
動
力
は
、
菊

地
わ
さ
び
園
を
守
り
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
来
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
。

私
に
は
ま
だ
、
菊
地
さ
ん
の
よ
う
に
一
歩
踏
み
だ
す

行
動
力
が
な
い
。
菊
地
さ
ん
の
よ
う
に
、
考
え
た
こ
と

を
す
ぐ
に
実
行
で
き
る
人
に
な
り
た
い
。
こ
れ
か
ら
の

生
活
の
な
か
で
、
何
か
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
ら
、
迷
わ
ず
挑
戦
し
た
い
。

紀州犬のハク。今年に入ってイノシシを 2 匹捕まえた
（2024 年 10 月 19 日）

山
口
夏
美
（
学
校
教
育
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真
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お店は国道 139 号線に

面している。18 時まで

営業している（水・木

曜日定休）。明かりに

照らされたのれん
4 4 4

が風

情あるたたずまいだ

印
南
響
（
比
較
文
化
学
科
２
年
）
＝
文
・
写
真

「
せ
ん
べ
い
の
泉
屋
」
を
知
っ
た
の
は
、
ア
パ
ー
ト
の

大
家
さ
ん
に
お
せ
ん
べ
い
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
。
都
留
で
は
馴
染
み
深
い
、
本
学
や

富
士
山
の
絵
が
表
面
に
型
押
し
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
く
。
噛
む
と
か
た
く
、
口
の
な
か
に
さ
わ
や

か
な
山

さ
ん
し
ょ
う椒
の
風
味
が
広
が
る
。
は
じ
め
て
食
べ
た
山

椒
風
味
の
お
せ
ん
べ
い
に
惹
か
れ
、
お
店
を
訪
れ
た
。

お
せ
ん
べ
い
作
り
と
道
具

お
話
を
う
か
が
っ
た
の
は
、
2
代
目
の
伊い

と
う
し
げ
こ

藤
茂
子

さ
ん
と
、
娘
さ
ん
で
あ
る
3
代
目
の
渡わ

た
な
べ
あ
や
こ

辺
綾
子
さ
ん

だ
。
創
業
か
ら
70
年
以
上
続
く
「
せ
ん
べ
い
の
泉
屋
」

で
作
っ
て
い
る
の
は
、
山
椒
風
味
の
木き

の
実
せ
ん
べ
い
、

み
そ
せ
ん
べ
い
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
味
の
こ
お
し

4

4

4

せ
ん
べ
い
の

3
種
類
だ
。
木
の
実
せ
ん
べ
い
に
は
厚
さ
が
3
種
類
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
か
た
さ
が
楽
し
め
る
。

お
せ
ん
べ
い
を
ど
の
よ
う
に
作
っ
て
い
る
の
か
気
に

な
っ
て
尋
ね
る
と
、
お
せ
ん
べ
い
作
り
に
使
う
道
具
を

い
く
つ
か
見
せ
て
く
だ
さ
る
。
お
せ
ん
べ
い
の
種
（
ホ
ッ

ト
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
生

地
）
を
入
れ
る
の
は
、
木
製
の
桶
だ
。
綾
子
さ
ん
が

両
手
で
抱
え
て
持
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
大
き
さ
に
目

を
丸
く
す
る
。
現
在
は
作
っ
て
い
る
職
人
さ
ん
が
少
な

い
た
め
、
新
調
す
る
と
き
に
は
探
す
の
に
苦
労
し
た
そ

う
だ
。
水
分
を
適
度
に
保
っ
て
く
れ
る
な
ど
の
性
質
が

あ
る
、
木
製
が
こ
だ
わ
り
だ
。

種
を
す
く
う
の
は
、
お
二
人
が
「
お
さ
じ
」
と
呼

ぶ
ス
プ
ー
ン
だ
。
初
代
で
あ
る
綾
子
さ
ん
の
お
じ
い
さ

ん
の
手
作
り
だ
と
い
う
。
お
皿
の
片
側
だ
け
丸
み
が
な

く
な
っ
て
い
る
の
は
、
種
を
す
く
う
た
び
に
桶
に
こ
す

れ
る
か
ら
だ
そ
う
。

桶
に
入
れ
た
材
料
を
手
で
こ
ね
て
種
を
作
り
、
お

さ
じ
で
ひ
と
か
き
ず
つ
す
く
う
。
そ
し
て
、
型
に
入
れ

て
焼
く
作
業
を
く
り
返
し
て
、
泉
屋
の
お
せ
ん
べ
い
は

焼
き
上
が
る
。
忍
耐
力
と
集
中
力
が
試
さ
れ
そ
う
な
、

地
道
な
作
業
だ
。

木
の
実
せ
ん
べ
い
の
な
か
で
一
番
か
た
い
「
厚
焼
甲

州
せ
ん
べ
い
」
の
型
を
見
せ
て
い
た
だ
く
。
黒
い
は
さ

み
の
よ
う
な
形
で
、
刃
の
代
わ
り
に
両
方
の
先
端
が

円
盤
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
片
方
の
円
盤
に
彫
っ
て

あ
る
の
は
、
猿さ

る
は
し橋
や
舞ま

い
づ
る
じ
ょ
う

鶴
城
、
甲
州
ぶ
ど
う
な
ど
の

山
梨
の
名
物
だ
。
10
種
類
も
あ
る
絵
柄
は
、
初
代
で

あ
る
お
じ
い
さ
ん
が
通
っ
た
学
校
の
先
生
が
描
い
て
く

れ
た
。
よ
く
見
る
と
、
柄
の
一
部
が
平
た
く
な
っ
て
い

憶

残

記

に

味
る
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る
そ
う
だ
。
金
属
が
す
り
減
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
長

年
使
い
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

手
作
り
の
道
具
と
、
職
人
が
作
っ
た
道
具
を
見
つ

め
る
。
使
い
込
ま
れ
て
す
り
減
っ
た
形
に
は
、
お
店
が

歩
ん
で
き
た
年
月
が
現
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

愛
さ
れ
る
味

お
店
に
来
る
お
客
さ
ん
は
地
元
の
か
た
が
多
い
。
小

さ
い
お
子
さ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
お
得
意
さ
ん
が

い
る
そ
う
だ
。
地
域
の
か
た
に
親
し
ま
れ
て
い
る
お
菓

子
な
の
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
大
学
生
も
お
店
に
や
っ
て
く
る
。
実
家

や
教
育
実
習
先
へ
の
お
み
や
げ
と
し
て
、
お
せ
ん
べ
い

を
買
っ
て
い
く
よ
う
だ
。
入
試
の
日
や
引
っ
越
し
の
時

期
に
は
学
生
の
親
も
訪
れ
る
。
全
国
か
ら
来
る
本
学

の
学
生
に
と
っ
て
、
山
梨
や
都
留
に
ま
つ
わ
る
絵
柄
の

お
せ
ん
べ
い
は
、
お
み
や
げ
に
ぴ
っ
た
り
だ
。

県
外
か
ら
も
お
客
さ
ん
は
や
っ
て
く
る
。
な
か
で
も

茂
子
さ
ん
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
3
、
40
年

ほ
ど
前
に
熱あ

た
み海
か
ら
来
た
お
客
さ
ん
だ
。「
死
ぬ
前
に

も
う
一
度
食
べ
た
い
」
と
買
い
に
来
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

自
分
た
ち
が
作
っ
た
も
の
が
そ
う
し
て
誰
か
の
思
い
出

に
残
っ
て
い
た
ら
、
き
っ
と
う
れ
し
い
だ
ろ
う
。

つ
い
最
近
も
、
御ご

て
ん
ば

殿
場
に
住
む
か
た
に
お
せ
ん
べ
い

を
送
っ
た
そ
う
だ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
食
べ
さ
せ
た
い

と
、泉
屋
の
お
せ
ん
べ
い
を
探
し
て
い
た
と
い
う
。
次
々

に
お
客
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
く
だ
さ
る
お
二

人
の
よ
う
す
か
ら
、
昔
か
ら
の
お
客
さ
ん
と
新
規
の
お

客
さ
ん
の
ど
ち
ら
も
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ

て
く
る
。

日
常
の
お
茶
菓
子
と
し
て
、
都
留
を
代
表
す
る
お

菓
子
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
泉
屋
の
お
せ
ん
べ
い
は
親
し

ま
れ
て
い
る
。「
昔
食
べ
た
あ
の
味
が
食
べ
た
い
」
と
思

い
出
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ら
、
作
り
か
た
も
味
も

変
え
た
く
な
い
と
、綾
子
さ
ん
は
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。

変
え
な
い
た
め
に

新
し
い
も
の
ご
と
に
挑
戦
す
る
と
い
う
仕
事
の
し
か

た
も
あ
る
け
れ
ど
、
変
わ
ら
な
い
泉
屋
の
味
を
守
り
た

い
と
綾
子
さ
ん
は
言
う
。
挑
戦
は
成
長
に
つ
な
が
る

と
い
う
言
葉
は
耳
に
す
る
の
で
、
な
ん
だ
か
新
鮮
な
考

え
か
た
に
思
え
る
。
ふ
だ
ん
の
料
理
で
も
、
材
料
の
分

量
や
火
に
か
け
る
時
間
が
ほ
ん
の
少
し
違
う
だ
け
で
、

味
や
食
感
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
お
じ
い

さ
ん
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
味
を
、
綾
子
さ
ん
は
ど
の

よ
う
に
し
て
守
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
せ
ん
べ
い
作
り
は
楽
な
仕
事
で
は
な
い
。
室
温
が

40
度
近
く
に
も
達
す
る
な
か
で
、
4
時
間
か
ら
5
時

間
も
の
あ
い
だ
、
お
せ
ん
べ
い
を
焼
き
続
け
る
。
仕
込

み
で
は
大
量
の
小
麦
粉
や
砂
糖
を
扱
う
の
で
、
力
仕

事
で
も
あ
る
と
い
う
。

特
に
、
火
加
減
と
水
加
減
を
調
整
す
る
の
が
難
し

い
。
そ
の
日
の
気
温
や
湿
度
で
、
お
せ
ん
べ
い
の
出
来

ば
え
が
変
わ
る
た
め
だ
。「
う
ま
く
言
え
な
い
け
ど
、

目
盛
り
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
職
人
の
カ
ン
と
い
う
か
、ピ
ッ

て
く
る
と
い
う
か
。
感
覚
が
難
し
い
」。
単
に
湿
度
計

や
温
度
計
の
目
盛
り
に
従
う
だ
け
で
は
な
く
、
細
か

①木製の桶。半分ほどの深さまで種

を入れるという

②細長い木製の柄に、金色のお皿が

付いているおさじ。お皿は、ティース

プーンくらいの大きさと深さだ

③「厚焼甲州せんべい」の型。職人

さんが作ったものだ。持たせていただ

くと、ずっしりと重かった

① ②

③
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ショーケースにおせんべいが並ぶ。店内に入って右手の
壁には、これまでに取材を受けたときの写真や新聞が
飾ってある（2024 年 9 月 20 日）

い
調
整
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
。
20
年
近
く
お
せ
ん
べ

い
を
焼
き
続
け
て
い
る
綾
子
さ
ん
で
も
、
い
ま
だ
に
苦

労
す
る
部
分
だ
そ
う
だ
。

商
品
を
見
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
真
剣
な

表
情
で
お
せ
ん
べ
い
を
作
る
綾
子
さ
ん
の
す
が
た
が
目

に
浮
か
ん
で
く
る
。
た
と
え
大
変
で
も
作
り
か
た
を
変

え
な
い
の
は
、お
客
さ
ん
が「
ま
た
こ
の
お
店
に
来
た
い
」

「
ま
た
あ
の
味
が
食
べ
た
い
」
と
思
っ
た
と
き
に
、
昔

と
同
じ
味
を
提
供
す
る
た
め
な
の
だ
。

受
け
継
い
で
い
く

綾
子
さ
ん
は
、
創
業
者
で
あ
る
お
じ
い
さ
ん
に
お
せ

ん
べ
い
の
焼
き
か
た
を
教
わ
っ
た
。
お
じ
い
さ
ん
は
96

歳
で
亡
く
な
っ
た
が
、
93
歳
く
ら
い
ま
で
お
せ
ん
べ
い

を
焼
い
て
い
た
と
い
う
。
根
っ
か
ら
の
職
人
だ
っ
た
と

茂
子
さ
ん
は
懐
か
し
む
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
自
分
の
代
で
お
店
を
た
た
ん
で

も
い
い
と
思
っ
て
い
た
み
た
い
」
と
い
う
綾
子
さ
ん
の

言
葉
は
意
外
だ
っ
た
。
今
で
は
ス
イ
ッ
チ
で
簡
単
に
火

加
減
を
調
整
で
き
る
が
、
炭
を
使
っ
て
い
た
お
じ
い
さ

ん
の
時
代
は
そ
う
は
い
か
な
い
。「
私
の
何
百
倍
っ
て
、

同
じ
お
せ
ん
べ
い
を
作
る
に
も
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う

し
。
あ
ん
ま
り
誰
か
に
（
継
い
で
も
ら
う
）
っ
て
こ
と

は
考
え
な
か
っ
た
の
か
な
っ
て
」
と
綾
子
さ
ん
は
言
う
。

「
私
が
や
ら
な
き
ゃ
、
泉
屋
の
お
せ
ん
べ
い
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
い
か
ら
お
店
を
継
い
だ
綾

子
さ
ん
に
も
、
困
難
な
時
期
が
あ
っ
た
。
お
店
を
継
い

で
す
ぐ
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
し
た

の
だ
。
箱
入
り
の
お
せ
ん
べ
い
の
注
文
が
入
る
こ
と
が

多
い
祭
事
な
ど
が
減
り
、
来
店
す
る
お
客
さ
ん
も
少

な
く
な
っ
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
。
長
年
お
店
を
続
け
て

い
く
な
か
で
は
、
そ
の
時
代
な
り
の
苦
労
が
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

お
じ
い
さ
ん
が
テ
レ
ビ
の
取
材
を
受
け
た
と
き
に
は
、

「
毎
日
毎
日
う
ま
く
い
く
わ
け
じ
ゃ
な
い
」「
何
年
経
っ

て
も
修
行
だ
ね
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
っ
て
い
た

そ
う
だ
。
70
年
の
あ
い
だ
に
環
境
は
変
わ
っ
た
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
店
そ
の
も
の
や
お
せ
ん
べ

い
の
基
本
的
な
作
り
か
た
は
変
わ
ら
な
い
。そ
こ
に
は
、

何
十
年
も
お
せ
ん
べ
い
作
り
と
向
き
合
う
、
地
道
で
て

い
ね
い
な
手
仕
事
と
、「
変
え
な
い
」
と
い
う
ま
っ
す

ぐ
な
思
い
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
。

＊
　　＊
　　＊

綾
子
さ
ん
は
、
山
椒
味
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
ん
だ

ろ
う
ね
と
話
す
。
け
れ
ど
も
、
年
月
が
経
っ
て
も
泉

屋
の
味
が
多
く
の
人
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
そ

れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
き
っ
と
、
泉
屋
の

味
を
守
る
と
い
う
決
意
の
「
か
た
さ
」
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
お
店
に
行
け
ば
、
ま
た
あ
の
味
が
食
べ
ら
れ
る

と
い
う
安
心
感
は
、
短
い
年
月
で
生
ま
れ
る
も
の
で
は

な
い
は
ず
だ
。
た
だ
同
じ
も
の
を
作
り
続
け
れ
ば
い
い

わ
け
で
も
な
い
。
お
せ
ん
べ
い
を
焼
く
た
び
に
、
歴
史

あ
る
味
と
お
客
さ
ん
に
向
き
合
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の

安
心
感
は
積
み
重
な
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

勉
強
で
も
趣
味
で
も
、
継
続
す
る
意
思
を
保
つ
の

は
簡
単
で
は
な
い
と
思
う
。
日
常
の
さ
さ
い
な
習
慣
を

続
け
る
こ
と
で
さ
え
、
私
に
は
と
て
も
難
し
い
。
そ
れ

で
も
、
信
念
を
も
っ
て
続
け
ら
れ
る
何
か
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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私たちは、キャンパス周辺に設置したセンサーカメラ（赤外線を感知すると、自動でシャッターを切るカメ

ラ）を使って、動物の生息調査をしています。本学の第 2・3クラブ棟の南側にある『ムササビの森』に

カメラを 2 台設置しました。2024 年の 8 月から10 月に撮影された動物を紹介します。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

小さなシカの子どもです。あたりを見まわしながら、

落ち葉を食べているようすが確認できました

ニホンジカ

シカの群れです。背中にうっすらと白い斑点がありま

す。まだ冬毛に生え変わっていないようです

ニホンジカ
うりのような模様が特徴であるイノシシの子どもです。

近年ではめずらしくカメラに写りました

イノシシ

肉付きのよいオスのシカです。じっと一点を見つめた

あと、林の奥へ消えていきました

ニホンジカ

8/10 9/8

9/11

10/7

額に白い縦線が入っているのが特徴です。夜行性で

あるため、夜にすがたを確認できることが多いです

ハクビシン

イノシシの子どもが 2 頭で一緒に歩いています。鼻

先で落ち葉のなかをさぐりながら歩いていました

イノシシ

9/12

10/5
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秋
の
花
さ
が
し

左：タマアジサイのつぼみ

（2024 年 9 月 8 日）

右上：開花したようす。

中央のうす紫の部分が花

だ（2024 年 8 月 29 日）

右下：花の時期を終えた

ようす（2024 年 9 月 8 日）

自
然
豊
か
な
都
留
に
来
て
か
ら
、
周
り
の
草
木
の
移

ろ
い
を
見
て
、
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

春
は
キ
ャ
ン
パ
ス
内
や
道
端
で
た
く
さ
ん
花
を
見
か
け

た
け
れ
ど
、
夏
が
過
ぎ
る
こ
ろ
に
は
ほ
と
ん
ど
目
に
し

な
く
な
っ
た
。
秋
に
咲
く
花
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
と
し
た
ら
ど
ん
な
花
だ
ろ
う
。
厳
し
い
暑
さ
が
和
ら

ぎ
、
外
を
歩
き
や
す
い
季
節
に
な
っ
た
の
で
、
本
学
の

周
辺
を
探
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

山
の
ア
ジ
サ
イ

8
月
下
旬
、
本
学
の
自
然
科
学
棟
沿
い
の
道
路
を

歩
い
て
み
る
。
台
風
が
近
づ
い
て
い
る
た
め
雨
の
予
報

だ
っ
た
が
、
な
ん
と
か
降
ら
ず
に
い
て
く
れ
て
ほ
っ
と

す
る
。
涼
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
楽ら

く
や
ま山

公
園
の
入
口
近
く
に
た
ど
り
着
く
。
道
路
と
う
ら
山

を
仕
切
る
石
塀
を
越
え
て
、
植
物
が
垂
れ
下
が
っ
て
い

る
。
そ
の
な
か
に
、
う
す
紫
の
花
を
た
く
さ
ん
咲
か
せ

た
枝
を
見
つ
け
た
。
タ
マ
ア
ジ
サ
イ
と
い
う
野
生
の
ア

ジ
サ
イ
だ
。
中
心
に
小
さ
な
花
が
集
ま
っ
て
、
周
り
に

装
飾
花
が
散
ら
ば
る
よ
う
に
つ
い
て
い
る
。
つ
ぼ
み
は

手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
だ
。
が
く

4

4

が
何
重
に
も
覆
わ
れ
て
、

玉
の
よ
う
に
丸
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
つ
ぼ
み
の
形
が
タ

マ
ア
ジ
サ
イ
の
名
称
の
由
来
だ
と
い
う
。

ち
ょ
う
ど
今
が
花
盛
り
の
タ
マ
ア
ジ
サ
イ
は
、
装
飾

花
の
白
と
、
花
の
う
す
紫
の
色
合
い
が
美
し
い
。
ふ
だ

ん
見
る
ア
ジ
サ
イ
は
園
芸
用
で
、
装
飾
花
の
み
か
ら
な

る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
野
生
の
ア
ジ
サ
イ
の
装
飾

花
は
、
タ
マ
ア
ジ
サ
イ
の
よ
う
に
ま
ば
ら
に
つ
い
て
い

る
と
い
う
。
今
ま
で
私
が
見
て
き
た
の
は
、
装
飾
花
の

み
の
ア
ジ
サ
イ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
花
と
装
飾
花
の
違
い

も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
は
じ
め
て
知
る
ア
ジ
サ

イ
の
す
が
た
に
驚
く
。

9
月
に
な
り
、
ふ
た
た
び
タ
マ
ア
ジ
サ
イ
に
会
い
に

行
く
。
石
塀
に
近
づ
い
て
見
て
み
る
と
、
う
す
紫
の
花

は
濃
い
緑
に
変
わ
っ
て
い
た
。
装
飾
花
は
白
か
ら
う
す

い
緑
に
な
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
花
の
時
期
は
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
淡
い
紫
の
花
が
見
ら
れ
な
い
と

思
う
と
、
少
し
寂
し
く
な
る
。
し
か
し
、
し
お
れ
る

こ
と
な
く
形
は
し
っ
か
り
残
っ
て
い
る
か
ら
、
枯
れ
て

い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
色
の
変
わ
っ
た
花
や
装
飾

花
も
き
れ
い
で
、
も
と
か
ら
緑
だ
と
言
わ
れ
て
も
納
得

し
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
今
ま
で
色
あ
せ
た
花
を
前
向
き

に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
タ
マ
ア
ジ
サ
イ
は
、

ど
ん
な
す
が
た
で
も
私
を
惹
き
つ
け
る
。
自
分
の
足
で

歩
い
て
見
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。

ク
サ
ギ
を
訪
ね
て

う
ら
山
を
歩
い
て
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
見
つ
け
た
花

が
あ
る
。
8
月
下
旬
、
建
設
中
の
本
学
の
新
棟
に
近

い
道
路
で
、
白
い
花
を
つ
け
た
木
を
目
に
す
る
。
ク
サ

ギ
だ
。
花
だ
け
で
な
く
、
赤
紫
の
が
く

4

4

に
包
ま
れ
た

実
も
た
く
さ
ん
な
っ
て
い
る
。
秋
に
花
を
咲
か
せ
る
植

物
は
、
冬
が
来
る
前
に
種
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、
短
期
間
で
花
か
ら
実
へと
移
り
変
わ
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右
田
ゆ
ず
る
（
国
文
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

クサギの花と実。白と赤紫の色合

いが目を引く（2024 年 9 月 8 日）

実が少し見える。がく
4 4

は放射状に

開いている（2024 年 9 月 23 日）

青くなった実。熟した実は染料に

使われる（2024 年 10 月 14 日）

クサギの花が実になるまで

る
と
い
う
。
観
察
を
続
け
て
い
れ
ば
、
ク
サ
ギ
の
実
の

変
化
を
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
頻
繁
に
新

棟
近
く
の
道
路
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

9
月
の
あ
る
日
、
く
も
り
空
の
も
と
ク
サ
ギ
を
見

に
行
く
と
、
花
は
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
た
。
残
さ
れ

た
が
く

4

4

が
開
き
始
め
、
な
か
の
実
が
見
え
て
い
る
も
の

も
あ
る
。
今
の
実
は
う
す
い
黄
色
だ
が
、
熟
す
と
鮮

や
か
な
青
に
な
る
そ
う
だ
。
青
い
実
な
ん
て
見
た
こ
と

が
な
い
た
め
、
ど
ん
な
す
が
た
な
の
か
想
像
も
つ
か
な

い
。
こ
れ
か
ら
の
変
化
に
期
待
で
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
つ

つ
、
そ
の
場
を
あ
と
に
し
た
。

1
週
間
後
、
も
う
一
度
道
路
に
行
っ
て
み
る
。
が
く

4

4

は
、こ
の
前
よ
り
大
き
く
開
い
て
い
た
。
あ
ら
わ
に
な
っ

た
実
は
青
く
色
づ
き
始
め
て
い
る
。
話
に
は
聞
い
て
い

た
が
、
本
当
に
青
く
な
る
の
か
と
思
わ
ず
見
入
っ
て
し

ま
う
。
こ
ん
な
不
思
議
な
木
が
身
近
に
あ
っ
た
の
か
。

い
っ
そ
う
ク
サ
ギ
へ
の
興
味
が
湧
い
て
、
も
っ
と
色
の

濃
く
な
っ
た
実
が
見
て
み
た
く
な
っ
た
。

10
月
中
旬
、
実
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
気
に
な
っ
て

出
か
け
て
い
く
。
道
路
の
は
し
に
立
ち
止
ま
っ
て
木
を

見
上
げ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
実
は
が
く

4

4

が
開
き
、
青

く
な
っ
て
い
た
。
熟
し
て
濃
い
青
に
な
っ
て
い
る
実
も

あ
る
。
が
く

4

4

の
色
も
実
の
色
も
鮮
や
か
で
、
木
に
飾

り
が
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
。
ク
サ
ギ
が
今
の
す
が
た
に

な
る
ま
で
の
過
程
を
知
っ
て
い
る
か
ら
か
、
成
長
を
見

届
け
た
よ
う
に
感
じ
て
明
る
い
気
持
ち
に
な
る
。
何

度
も
見
に
行
く
う
ち
に
、
ク
サ
ギ
へ
の
親
し
み
が
湧
い

て
い
た
。

＊
　　＊
　　＊

秋
は
、
春
に
比
べ
て
花
が
目
に
と
ま
り
に
く
い
季
節

だ
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
見
逃
し
て
し
ま
い
そ
う
に

な
る
。
花
の
目
立
つ
季
節
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
秋
の

山
へ
行
き
、
自
分
か
ら
花
を
探
そ
う
と
動
い
て
み
た
。

す
る
と
、
タ
マ
ア
ジ
サ
イ
や
ク
サ
ギ
に
出
会
い
、
自
然

と
の
距
離
が
ぐ
っ
と
縮
ま
っ
た
。自
分
か
ら
近
づ
け
ば
、

今
ま
で
縁
の
な
か
っ
た
も
の
で
も
、
好
き
に
な
れ
た
り

仲
良
く
な
れ
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

探
し
た
花
を
何
度
も
見
に
行
っ
て
、
は
じ
め
て
知
っ

た
こ
と
も
あ
る
。
日
常
生
活
の
な
か
で
、
花
の
変
化

を
目
に
す
る
機
会
は
少
な
い
。
し
か
し
、
観
察
を
続

け
た
こ
と
で
、
花
が
す
が
た
を
変
え
て
い
く
よ
う
す

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
ふ
だ
ん
の
よ
う
に

過
ご
し
て
い
た
ら
得
ら
れ
な
い
体
験
だ
。「
秋
の
花
さ

が
し
」
を
通
し
て
、
自
分
か
ら
行
動
を
起
こ
す
こ
と
、

何
度
も
足
を
運
ぶ
こ
と
で
こ
そ
、
新
た
に
わ
か
る
も
の

が
あ
る
の
だ
と
気
づ
い
た
。
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坐
禅
を
組
ん
で
、

ぶ
結

普門寺の本堂にて、３０分間坐禅を行う。朝の涼しい風が心地よい
（2024 年 10 月 21 日）

散
歩
の
さ
い
ち
ゅ
う
に
普ふ

も

ん

じ

門
寺
の
前
を
通
り
か
か
る
と
、
第
１
月

曜
日
と
第
３
月
曜
日
に
毎
月
開
催
さ
れ
る
「
早
朝
参
禅
会
」
の
掲

示
が
あ
っ
た
。
お
盆
な
ど
の
行
事
以
外
、
寺
院
や
坐
禅
は
縁
遠
い

も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、「
何ど

な

た方
で
も
参
加
で
き
ま
す
」
と
い

う
記
載
に
興
味
を
惹
か
れ
て
参
加
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

加
納
希
珠
（
国
文
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

は
じ
め
て
の
参
禅
会

日
の
出
前
の
暗
い
空
の
も
と
、
本
学
か
ら
北
に
15

分
ほ
ど
歩
い
た
場
所
に
あ
る
普
門
寺
に
到
着
し
た
。

参
禅
会
の
開
始
時
刻
10
分
前
に
本
堂
を
覗
く
と
、
す

で
に
６
名
の
参
加
者
の
か
た
が
坐
禅
を
組
ん
で
い

た
。
入
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
緊
張
し
て
入
り

口
か
ら
動
け
な
い
で
い
る
と
、
住
職
の
山

や
ま
ざ
き崎
和わ
ゆ
う雄
さ

ん
（
73
）
が
「
は
じ
め
て
来
た
の
」
と
声
を
か
け
て

く
だ
さ
っ
た
。
優
し
い
声
音
に
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
る
。

そ
の
言
葉
に
う
な
ず
く
と
、
山
崎
さ
ん
は
坐ざ

ふ蒲
を
用

意
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

坐
蒲
は
、
坐
禅
を
組
む
と
き
に
座
る
座
布
団
だ
。

「
坐
蒲
を
一
周
揉
み
、
正
面
と
後
ろ
に
一
礼
ず
つ
礼

を
す
る
。
後
ろ
を
向
い
た
ま
ま
坐
蒲
に
座
り
、
坐
蒲

ご
と
半
回
転
し
て
正
面
を
向
く
。そ
こ
か
ら
30
分
間
、

背
筋
を
伸
ば
し
て
坐
禅
を
組
む
」。
目
の
前
で
実
践

し
な
が
ら
、山
崎
さ
ん
は
一
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
る
。

本
当
に
「
何
方
で
も
参
加
で
き
る
」
の
だ
な
と
、
私

の
な
か
で
坐
禅
へ
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
っ
た
。

教
え
て
い
た
だ
い
た
通
り
に
坐
禅
を
組
ん
で
深
呼

吸
を
す
る
と
、
畳
と
線
香
の
香
り
を
感
じ
る
。
祖
父

母
の
家
も
こ
ん
な
香
り
だ
っ
た
な
、
と
懐
か
し
く

な
っ
た
。
周
り
の
人
の
呼
吸
の
音
と
、
朝
が
来
た
こ

と
を
告
げ
る
よ
う
に
鳴
く
鳥
の
声
が
、
静
か
な
本
堂

に
響
い
て
い
る
。
余
計
な
こ
と
を
考
え
ず
坐
禅
を
組

み
続
け
る
と
、
心
が
落
ち
着
く
。

30
分
間
の
坐
禅
の
あ
と
は
、
般

は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

若
心
経
の
読
経
を

行
う
。
勝
手
が
わ
か
ら
ず
に
ま
ご
つ
い
て
い
る
と
、

山
崎
さ
ん
や
参
加
者
の
か
た
に
「
こ
の
座
布
団
を

使
っ
て
」「
こ
の
ペ
ー
ジ
に
載
っ
て
る
よ
」
と
助
け

て
い
た
だ
い
た
。
人
の
優
し
さ
に
触
れ
て
、
心
が
あ

た
た
か
く
な
る
。
般
若
心
経
を
読
む
機
会
も
な
か
な

か
な
い
。
独
特
の
リ
ズ
ム
に
苦
戦
し
な
が
ら
も
、
言

葉
の
意
味
を
考
え
て
読
経
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

座
談
会
に
参
加
し
て

参
禅
会
を
終
え
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
参
加
者
の

か
た
に
「
こ
の
あ
と
お
茶
す
る
ん
だ
け
ど
、
よ
か
っ

た
ら
来
な
い
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
。
参
禅

会
の
あ
と
に
は
毎
回
、
時
間
の
あ
る
か
た
と
山
崎
さ

ん
が
座
談
会
を
開
き
、お
茶
を
飲
ん
で
い
る
そ
う
だ
。

ぜ
ひ
、
と
返
事
を
す
る
と
、
本
堂
か
ら
続
く
廊
下
の

先
に
あ
る
部
屋
に
案
内
さ
れ
た
。
椅
子
に
座
る
と
、

緑
茶
と
お
菓
子
を
い
た
だ
い
た
。
朝
早
く
か
ら
坐
禅

を
組
ん
だ
身
体
に
、
温
か
い
緑
茶
が
染
み
渡
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
参
禅
会
や
座
談
会
は
、
い
つ
か
ら

行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
疑
問
に
思
っ
て
尋
ね

普門寺の本堂にて、３０分間坐禅を行う。朝の涼しい風が心地よい
（2024 年 10 月 21 日）

縁
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座談会のようす。お茶やお菓子とともに、雑談を楽しんだ
（2024 年 10 月 7 日）

る
と
、
山
崎
さ
ん
は
「
ど
ち
ら
も
20
年
近
く
や
っ
て

る
よ
」
と
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
早
朝
か
ら
参
拝
し

て
い
た
檀だ

ん
か家

さ
ん
の
提
案
で
始
ま
っ
た
そ
う
で
、
一

番
長
い
か
た
は
12
年
も
参
加
し
て
い
る
と
い
う
。
な

ら
ば
、
参
加
者
の
か
た
は
全
員
檀
家
さ
ん
な
の
だ
ろ

う
と
思
っ
た
が
、
意
外
な
こ
と
に
今
で
は
檀
家
さ
ん

は
ひ
と
り
も
い
な
い
そ
う
だ
。「
親
族
が
普
門
寺
に

縁
が
あ
っ
て
」「
早
朝
参
禅
会
の
掲
示
を
見
て
興
味

本
位
で
」。
参
禅
会
が
な
け
れ
ば
出
会
え
な
か
っ
た

人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
縁
を
感
じ
る
。

参
加
し
続
け
る
わ
け

参
禅
会
の
開
始
時
刻
は
、
４
月
か
ら
９
月
ま
で
は

朝
５
時
30
分
か
ら
、
10
月
か
ら
３
月
ま
で
は
６
時
か

ら
だ
。
早
起
き
が
苦
手
な
私
に
と
っ
て
は
起
き
や
す

い
時
間
で
は
な
い
。
み
な
さ
ん
が
参
加
し
続
け
る
理

由
は
な
ん
だ
ろ
う
。
尋
ね
て
み
る
と
、「
朝
の
涼
し

い
風
だ
っ
た
り
、
ほ
の
暗
い
空
だ
っ
た
り
が
と
て
も

好
き
。
だ
か
ら
こ
の
時
間
が
い
い
」
と
ひ
と
り
が
答

え
て
く
れ
た
。
続
け
て
ほ
か
の
か
た
も
「
参
加
料
が

な
く
て
、
自
由
に
休
ん
で
い
い
し
、
宗
派
が
違
っ
て

も
い
い
。
そ
ん
な
ゆ
る
さ
が
魅
力
な
の
」
と
話
し
て

く
れ
る
。
普
門
寺
の
参
禅
会
で
の
唯
一
の
掟
は
、
同

じ
空
気
を
吸
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
だ
。
コ
ロ
ナ

禍
以
前
は
留
学
生
も
、
年
に
数
回
坐
禅
を
組
ん
だ
そ

う
。
宗
派
や
国
籍
が
違
っ
て
も
い
い
の
だ
。

さ
ら
に
、
こ
の
参
禅
会
は
人
と
の
新
た
な
出
会
い

を
も
た
ら
す
。
参
禅
会
を
通
じ
て
知
り
合
い
、
そ
の

あ
と
参
加
し
な
く
な
っ
て
も
お
互
い
に
連
絡
を
取
り

続
け
る
人
も
い
る
と
い
う
。「
近
す
ぎ
な
い
距
離
感

の
人
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
何
で
も
話
せ
る
」
と
山
崎
さ

ん
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
年
齢
も
職
業
も
き
っ
か

け
も
違
う
人
た
ち
が
参
加
で
き
る
会
だ
か
ら
こ
そ
、

参
禅
会
は
人
と
人
が
つ
な
が
れ
る
場
所
な
の
だ
。

参
禅
会
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
座
談
会
も
魅
力
に

あ
ふ
れ
て
い
る
。「
み
な
さ
ん
と
話
せ
る
こ
と
が
楽

し
み
」
と
お
茶
を
手
に
参
加
者
の
か
た
は
話
し
て
く

れ
る
。
そ
の
言
葉
に
続
け
て
、「
お
茶
を
飲
み
な
が

ら
相
談
事
が
あ
れ
ば
相
談
し
て
く
れ
た
ら
い
い
。
解

決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
ど
、
聞
く
こ
と
な
ら
で

き
る
か
ら
」
と
山
崎
さ
ん
は
言
っ
て
く
れ
た
。
周
り

の
参
加
者
の
か
た
も
う
な
ず
く
。
気
さ
く
な
山
崎
さ

ん
や
ほ
か
の
参
加
者
の
か
た
の
人
柄
も
、
参
加
し
続

け
た
い
と
思
わ
せ
る
理
由
な
の
だ
ろ
う
。

＊  

＊  

＊

帰
り
ぎ
わ
、山
崎
さ
ん
と
参
加
者
の
か
た
か
ら「
来

た
か
っ
た
ら
ま
た
来
て
ね
」
と
い
う
言
葉
を
い
た
だ

い
た
。
重
荷
に
な
ら
な
い
優
し
い
言
葉
に
、
つ
い
嬉

し
く
な
っ
て「
は
い
」と
大
き
な
声
で
返
事
を
す
る
。

本
堂
の
外
へ
出
て
い
く
と
、
来
た
と
き
の
暗
さ
と

は
打
っ
て
か
わ
っ
て
、
空
が
明
る
く
な
っ
て
い
る
。

ま
だ
朝
の
７
時
だ
。
坐
禅
か
ら
始
ま
っ
た
一
日
は
長

い
。
こ
れ
か
ら
何
を
し
よ
う
か
と
わ
く
わ
く
す
る
。

ふ
と
、「
こ
の
時
間
が
い
い
」
と
話
し
て
い
た
か
た

の
笑
顔
が
頭
に
浮
か
ぶ
。
今
な
ら
そ
の
言
葉
の
意
味

が
よ
く
わ
か
る
。
家
と
大
学
を
行
き
来
す
る
よ
う
な

生
活
の
な
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
居
場
所
が
で
き
た

よ
う
で
嬉
し
い
。
ま
た
こ
こ
に
来
よ
う
。
心
に
そ
う

決
め
て
、
普
門
寺
を
あ
と
に
し
た
。
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①

②

10月26日（土）　ふるさと時代祭り 屋台お囃
は や

子
し

演奏会

文化財は、文化芸術の交流や発信の拠点である文化施設に展示されています。しかし、私た

ちが暮らす都留には、展示されていないたくさんの文化財も眠っています。ここでは『フィール

ド・ノート』の活動を通して出会った文化財を、私たちの視点で紹介します。今号では「第

４０回ふるさと時代祭り」と「市制７０周年記念つる産業まつり」を取材しました。

『フィールド・ノート』編集部＝文・写真

文化つるの ニュース
～秋に開かれた２つのお祭り～

ミュージアム都留の学芸員である福
ふくしま

島怜
りょう

さんに飾幕につい

てお話をうかがった。

　　左の写真は仲
なかまち

町が所有する「桜に駒」という飾幕だ。屋

台お囃子演奏会で見ることができた。

　　八朔祭の屋台には１台の屋台に複数の幕が取り付けられて

いることが特徴だ。また、飾幕には多くの布が縫い付けられ

ていて、谷
や む ら

村が織物のまちであったことが影響している可能

性があるという。さらに、生きものの目の部分にはガラス玉が

使われるなど、まるで彫刻のような出来栄えで私たちを魅了

するのだ。

学芸員さんに聞いた　飾幕のひみつ

　　八朔祭は江戸時代から始まったお祭りだ。

現在は「ふるさと時代祭り」と呼ばれ、まち

の人びとに親しまれている。今年は台風 10

号の影響で延期となり、お祭りの一部である

大名行列は 11 月の「つる産業まつり」で行

うことになった。当日は演奏を聞くために八

朔祭屋台展示庫に多くの人が集まった。１台

ずつ違うお囃子が演奏され、合いの手を入れ

て演奏を楽しむ見物客のすがたもあった。

八
はっさく

朔祭屋台の演奏

①４つの屋台が勢揃いで演奏を披露した。屋台を近くで見ることもできた　②屋台の前では「ひょっとこ」がお祭りを盛り上げた

③屋台で演奏の準備をするかたがた　④「都留の織物唄」と書かれた浴衣で踊りを披露していた

③ ④②

①
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③

11月10日（日）つる産業まつり2024，
ふるさと時代祭り 大名行列

茶壺は大名よりも高位の存在だそう

まちの人から呼びかけられると手を振っていた。笑顔が眩しい

お茶壺道中
金
こ ん ぴ ら

比羅神社前から谷村第一小学校ま

で「下にいろ、下にいろ」と呼びかけな

がら一行は進んでいった。これは、徳

川家の「御用茶」を京都から江戸城ま

で運ぶ一行を再現したものだ。かつて、

勝
かつやまじょう

山城で茶を熟成させていたという。一

行には外国人の参加者もいて、谷村の

文化を体験していた。小雨の降るなかで

はあったが無事に茶壺を届けたようだ。

大名行列
　「あよい、あよい」という足

あしがる

軽の掛け声

に合わせ行列が進む。お殿様役は俳優

で、つる大使でもある白
し ら す

須慶
け い こ

子さんだ。

堂々としていて、まちの人からも「かっこ

いい、凛々しい」と声がかかっていた。

　この行事は、谷村に残されていた大名

行列の道具をまちの人びとが使ったこと

がきっかけで始まった。大名行列は今で

も都留を活気付けている。

①お茶壺道中でお茶壺を運ぶ駕
か ご

籠。学生や外国人の参加者が交代しながら運んでいた

②大きな掛け声とともに進む大名行列の足軽。毛
け や り

槍を回転させながら上下に動かし、「よい

　　やまっかよい」の掛け声で毛槍を持っていない足軽に投げて受け渡す

③大名行列のお姫様。朱色の振袖が美しい。まちの人から「かわいい、麗しい」と声を　　

　　かけられていた
③

②①
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この実、

なんの実、

　　どんな味

実、

なんの実、なんの実、

　　どんな味②

脇田晃納環（国文学科 1 年）＝文・写真

に
出
会
う
。
ガ
マ
ズ
ミ
だ
。
赤
色
の
実
が
、
ち
ょ
う

ど
木
に
差
し
こ
む
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
ひ
と
き

わ
輝
い
て
い
る
。
近
づ
い
て
み
る
と
、
す
っ
か
り
赤

く
な
っ
て
い
る
実
も
あ
れ
ば
、
黄
み
を
帯
び
た
実
も

あ
っ
た
。
表
面
は
つ
や
つ
や
し
て
い
る
。
反
対
に
、

緑
色
の
実
は
表
面
に
短
い
毛
の
よ
う
な
も
の
が
生
え

て
い
る
。
さ
わ
り
心
地
が
よ
さ
そ
う
だ
。
手
を
伸
ば

し
て
さ
わ
ろ
う
と
し
た
が
届
か
ず
、
あ
き
ら
め
た
。

色
も
形
も
違
う
実
が
、
な
ぜ
同
じ
木
に
実
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
気
に
な
っ
て
、図
鑑
で
調
べ
て
み
る
。

緑
色
の
実
は
虫
こ
ぶ
と
い
う
ら
し
い
。虫
こ
ぶ
と
は
、

虫
の
す
み
か
や
、
産
卵
場
所
な
ど
の
こ
と
だ
。
葉
や

枝
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
で
き
る
。
ガ
マ
ズ
ミ
の

場
合
は
、
実
に
で
き
る
よ
う
だ
。
虫
が
関
わ
る
こ
と

で
、
す
が
た
が
変
わ
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
。

最
後
に
出
会
っ
た
の
は
マ
テ
バ
シ
イ
の
木
だ
っ

た
。
本
学
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
の
横
に

あ
る
。
マ
テ
バ
シ
イ
は
ど
ん
ぐ
り
の
一
種
だ
。
幼
稚

園
生
の
こ
ろ
に
図
鑑
を
読
ん
で
、
ど
ん
ぐ
り
が
食
べ

ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
い
つ
か

食
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
ど
ん
ぐ
り
の
な
か

で
も
、
マ
テ
バ
シ
イ
は
ア
ク
が
少
な
く
、
下
処
理
を

せ
ず
に
食
べ
ら
れ
る
ら
し
い
。
こ
の
機
会
に
食
べ
て

み
よ
う
。
そ
う
思
っ
て
拾
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

木
の
実
を
食
べ
る

さ
っ
そ
く
、持
ち
帰
っ
た
マ
テ
バ
シ
イ
を
食
べ
る
。

ゆ
で
る
、
炒
る
な
ど
、
マ
テ
バ
シ
イ
の
食
べ
か
た
は

い
く
つ
か
あ
る
。
今
回
は
、炒
っ
て
食
べ
て
み
よ
う
。

炒
る
だ
け
な
ら
簡
単
に
で
き
て
、
ど
ん
ぐ
り
自
体
の

味
も
感
じ
ら
れ
る
は
ず
だ
。

下
準
備
と
し
て
、
ま
ず
マ
テ
バ
シ
イ
を
水
に
つ
け

て
、
虫
が
い
な
い
か
確
か
め
る
。
布
で
拭
い
て
か
ら

フ
ラ
イ
パ
ン
で
炒
る
と
、
表
面
が
つ
や
つ
や
と
し
て

き
た
。リ
ー
ス
の
飾
り
に
し
た
ら
き
れ
い
だ
ろ
う
な
。

そ
う
思
い
つ
つ
、
食
べ
る
た
め
に
我
慢
す
る
。

10
分
ほ
ど
炒
っ
て
、
ひ
び
が
入
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

割
っ
て
み
る
。映
画
館
の
廊
下
の
よ
う
な
、ほ
こ
り
っ

ぽ
く
て
甘
い
匂
い
が
す
る
。
ど
ん
ぐ
り
を
食
べ
る
の

は
、は
じ
め
て
だ
。
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
か
じ
る
と
、

固
め
の
ク
リ
の
よ
う
な
食
感
が
し
た
。
同
時
に
、
香

ば
し
い
き
な
粉
の
よ
う
な
香
り
が
鼻
に
ぬ
け
る
。
味

も
ク
リ
に
似
て
い
る
が
、
ク
リ
ほ
ど
甘
く
な
い
。

少
し
食
べ
て
、
た
だ
炒
る
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ん

ぐ
り
を
使
っ
て
料
理
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
た
っ

た
。
調
べ
て
み
る
と
、
ど
ん
ぐ
り
で
ク
ッ
キ
ー
が
作

れ
る
そ
う
だ
。
詳
し
い
レ
シ
ピ
が
な
か
っ
た
た
め
、

手
探
り
で
作
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

木
の
実
と
出
会
う

９
月
中
旬
、
う
ら
山
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
本
学

の
２
号
館
の
横
で
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
木
の
実
に
出

会
っ
た
。エ
ノ
キ
の
実
だ
。枝
を
顔
の
近
く
ま
で
引
っ

ぱ
っ
て
、
実
の
よ
う
す
を
じ
っ
く
り
と
見
る
。
直
径

が
5
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
大
き
さ
だ
。
表
面
は

な
め
ら
か
で
、
さ
ら
さ
ら
し
て
い
る
。
木
全
体
を
見

渡
す
と
、鮮
や
か
な
オ
レ
ン
ジ
色
、く
す
ん
だ
赤
色
、

黒
っ
ぽ
い
色
の
３
種
類
の
色
の
実
が
あ
っ
た
。
あ
と

で
図
鑑
で
調
べ
る
と
、
実
の
色
は
オ
レ
ン
ジ
色
か
ら

赤
色
、
そ
し
て
黒
色
へ
と
変
化
す
る
そ
う
だ
。

う
ら
山
に
入
り
、
や
ま
び
こ
競
技
場
へ
向
か
っ
て

歩
く
と
、
赤
色
の
実
と
緑
色
の
実
が
な
っ
て
い
る
木

前号ではクワやキイチゴの実を食べた。

秋になると、もっと多くの木の実が実
みの

る。

そのなかにも、食べられる木の実はある

だろうか。大学周辺やうら山を歩いてい

ると、食べられる木の実との新しい出会

いがあった。

①エノキの実　②ガマズミの実　どちらも食べられる。エノキはパサパサしてほんのり甘く、ガマズ
ミはしゃりしゃりして酸っぱかった（2024 年 9 月 20 日）

①
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マ
テ
バ
シ
イ
は
固
く
、
木
べ
ら
で
は
簡
単
に
砕
け

な
い
。砕
く
の
に
思
っ
た
以
上
に
体
力
を
取
ら
れ
る
。

す
り
鉢
が
あ
っ
た
ら
、
や
り
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
砕
け
た
と
こ
ろ
に
少
し
ず
つ
水
を
加
え
て
生

地
を
ま
と
め
た
ら
、
手
で
形
を
整
え
て
い
く
。
平
ら

に
し
て
い
く
と
、周
り
に
ひ
び
が
入
り
始
め
る
た
め
、

き
れ
い
な
円
形
に
す
る
の
に
苦
労
し
た
。
ハ
チ
ミ
ツ

入
り
と
何
も
入
れ
な
い
も
の
の
２
種
類
の
ク
ッ
キ
ー

を
作
っ
て
み
る
。
ど
ち
ら
も
、
た
だ
炒
っ
た
と
き
よ

り
香
ば
し
さ
が
増
し
て
い
る
。
も
ち
も
ち
と
し
た
食

感
に
、
焦
げ
た
部
分
の
カ
リ
カ
リ
と
し
た
食
感
が
加

わ
っ
て
、
お
い
し
か
っ
た
。
砕
き
か
た
や
水
の
量
な

ど
、
試
行
錯
誤
し
て
作
っ
た
苦
労
が
報
わ
れ
た
。

木
の
実
を
探
し
て
食
べ
る
こ
と
で
、「
実
り
の
秋
」

を
体
感
し
た
。
マ
テ
バ
シ
イ
で
ク
ッ
キ
ー
を
作
る
こ

と
は
大
変
だ
っ
た
が
、
そ
の
大
変
さ
も
含
め
て
味
わ

い
深
い
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
木
の
実
の
味

も
、
食
べ
る
楽
し
さ
も
、
図
鑑
を
読
む
だ
け
で
は
わ

か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
だ
、
や
っ
て
み
た
い
こ

と
は
残
っ
て
い
る
。
今
度
は
山
菜
を
取
り
に
行
っ
て

み
よ
う
か
。
じ
っ
さ
い
に
体
験
し
て
み
て
、
私
な
り

の
醍だ

い
ご
み

醐
味
を
見
つ
け
て
み
た
い
。

どんぐりの水気を拭き取

り、フライパンに入れ、

中 火 で 10 分 ほ ど 炒 る。

全体的に焦げ目がついた

ら火を止める。

２

炒ったどんぐりの殻を

むき、あたたかいうち

に細かく砕く。金属の

ザルの目を通るくらい

が目安。

３
細かくしたどんぐりに水

を加え、ひとまとまりに

なるまで混ぜる。ハチミ

ツを入れる場合は、ここ

で入れる。

４

一口大の生地を手に取

り、崩れないように平

らにする。なるべく薄

くすると、カリカリし

た食感になる。

５

拾ってきたどんぐりを

水につける。浮いてき

たものは、なかに虫が

いる可能性があるので、

取り除く。

１

フライパンで両面に焦げ

目がつくまで焼いて、完

成。生地全体をしっかり

焼くと、香ばしさが増し

ておいしい。

６

〈材料〉　７枚分

・マテバシイ…14 個  ・水…小さじ４  ・お好みでハチミツ

を
作ってみよう

どんぐりクッキー



無表情で向かい合っている河童の石像。かれらはどんなことを考えているのだろうか、と想像がふくらむ (2024 年 10 月 16 日）

河
童
の
石
像
と
の
出
会
い

そ
の
石
像
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
の
は
4
月
14
日
、

私
が
都
留
の
ま
ち
に
引
っ
越
し
て
来
て
ま
も
な
い
こ
ろ

だ
っ
た
。
新
し
い
土
地
への
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
、

探
検
が
て
ら
散
歩
を
し
て
い
た
私
は
、
長
安
寺
の
前
に

設
置
さ
れ
て
い
る
、
と
あ
る
石
像
を
見
つ
け
た
。

石
像
に
は
、
二
匹
の
河
童
が
無
表
情
で
対
面
し
て
い

る
場
面
が
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
お
互
い
の
視
線
が
交

わ
っ
て
い
な
い
の
が
な
ん
だ
か
興
味
深
い
。
か
れ
ら
は

何
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
気
に
な
っ
て
、
思
い

が
け
ず
足
を
止
め
て
考
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
よ
く
見

て
み
る
と
、
石
像
に
「
寄
贈
・
都
留
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
石
像
に
つ
い
て
詳
し
い
情

報
を
得
る
た
め
、
都
留
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
か
た
に

お
話
を
う
か
が
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

若
槻
温
（
比
較
文
化
学
科
１
年
）
＝
文
・
写
真

都
留
市
上か

み

や谷
に
あ
る
長ち

ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
の
前
に
設
置
さ
れ
て
い

る
河
童
の
石
像
。
か
れ
ら
の
目
線
や
座
っ
て
い
る
す

が
た
は
印
象
深
く
、
は
じ
め
て
出
会
っ
た
と
き
か
ら

私
の
心
を
つ
か
ん
で
離
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
石
像
に
は

誰
の
ど
ん
な
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

気
に
な
っ
た
私
は
、
こ
の
河
童
の
石
像
に
つ
い
て
調
べ

る
こ
と
に
し
た
。

河童の石像のまなざし
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込
め
ら
れ
た
願
い

お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
都
留
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
ブ
前
会
長
で
あ
る
花は

な
だ
き
よ
え

田
聖
恵
さ
ん
だ
。
都

留
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
、
地
域
奉
仕
を
目
的
と
す

る
団
体
で
あ
る
。
花
田
さ
ん
は
河
童
の
石
像
が
建
て

ら
れ
た
当
時
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
。

石
像
が
建
て
ら
れ
た
の
は
今
か
ら
18
年
ほ
ど
前
の
こ

と
だ
。
河
童
の
石
像
が
建
っ
て
い
る
長
安
寺
の
付
近
に

は
お
寺
が
多
い
。
そ
こ
で
、
参
詣
途
中
の
か
た
の
た
め

に
、
石
造
の
小
さ
な
椅
子
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
隣

に
は
、
そ
ば
を
流
れ
る
寺
川
か
ら
水
を
引
い
て
、
小
さ

な
池
を
作
っ
た
。
そ
し
て
長
安
寺
の
前
に
は
、
コ
イ
が

ゆ
っ
た
り
と
泳
ぐ
よ
う
す
を
座
っ
て
眺
め
る
こ
と
が
で

き
る
休
憩
ス
ペ
ー
ス
が
完
成
し
た
そ
う
。
し
か
し
、
だ

ん
だ
ん
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寺
川
は
汚
れ
て
い
き
、
コ

イ
が
住
め
る
よ
う
な
環
境
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
そ
こ
で
、
当
時
の
市
長
か
ら
都
留
ロ
ー
タ
リ
ー

ク
ラ
ブ
へ
、「
寺
川
の
環
境
を
保
全
し
よ
う
」
と
い
う

啓
発
を
目
的
と
し
た
石
像
を
建
て
て
ほ
し
い
と
依
頼
が

あ
っ
た
と
い
う
。

都
留
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
へ
地
域
奉
仕
の
協
力
が
仰

が
れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
花
田
さ
ん
は
語

る
。
そ
の
表
情
は
誇
ら
し
げ
だ
っ
た
。
な
ぜ
モ
チ
ー
フ

に
河
童
を
選
ん
だ
の
か
と
た
ず
ね
る
と
、「
川
に
は
河

童
が
似
合
う
で
し
ょ
う
」
と
言
う
。
私
が
考
え
て
い
た

よ
り
も
シ
ン
プ
ル
な
理
由
だ
っ
た
こ
と
に
驚
い
た
。

文
教
の
ま
ち

都
留

石
像
の
構
図
に
つ
い
て
も
お
話
を
聞
い
た
。
二
匹
の

河
童
は
親
子
で
あ
り
、
河
童
の
親
が
子
ど
も
に
本
の

読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
る
場
面
を
表
現
し
て
い
る
ら
し

い
。
長
安
寺
の
近
く
に
は
青せ

い
ら
ん藍
幼
稚
園
や
谷や

む
ら村
第
一

小
学
校
、
都
留
市
立
図
書
館
な
ど
が
あ
り
、
ほ
ほ
え

ま
し
い
親
子
の
す
が
た
を
見
か
け
る
こ
と
が
多
い
そ
う

だ
。
河
童
の
石
像
に
は
、
地
域
社
会
の
平
和
を
願
い
、

文
教
の
ま
ち
で
あ
る
都
留
を
い
つ
ま
で
も
守
っ
て
い
こ

う
と
い
う
想
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

花
田
さ
ん
に
お
話
を
聞
い
て
、
現
在
の
寺
川
の
よ
う

す
を
見
て
み
よ
う
と
、
ふ
た
た
び
河
童
の
石
像
の
も
と

に
向
か
っ
た
。
現
在
の
寺
川
は
河
童
の
石
像
の
お
か
げ

か
、
昔
に
比
べ
て
ポ
イ
捨
て
も
減
り
、
清
流
が
よ
ど
む

こ
と
な
く
流
れ
て
い
る
。
住
宅
の
あ
い
だ
を
流
れ
続
け

る
寺
川
は
、
昔
か
ら
都
留
の
治
水
や
利
水
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。近
隣
の
住
民
の
か
た
が
た
の
生
活
に
と
っ

て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
川
だ
。

＊

＊

＊

河
童
の
石
像
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
と
き
に
は
、
か

れ
ら
が
何
を
見
つ
め
て
い
る
の
か
想
像
で
き
な
か
っ
た
。

調
べ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
か
れ
ら
が
寺
川
の
環
境
保
全

や
、
ま
ち
の
見
守
り
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
想
い
を
託

さ
れ
て
、
都
留
の
未
来
を
見
据
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
。
ふ
だ
ん
生
活
し
て
い
る
だ
け
で
は
見
過
ご
さ
れ
て

し
ま
い
が
ち
な
こ
と
の
な
か
に
も
、
思
い
が
け
な
い
発

見
や
ス
ト
ー
リ
ー
が
隠
れ
て
い
る
。
何
気
な
い
も
の
に

目
を
向
け
る
こ
と
で
、
視
野
が
広
が
る
と
い
う
こ
と

を
、
か
れ
ら
が
教
え
て
く
れ
た
。

現在の寺川のようす。流れ続ける水は、地域の人びとの暮らしをさ
さえている (2024 年 10 月 28 日）
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都 留 の 風 景 写 真 集
晩秋の候

秋色の東
あずまや

屋 ＠楽
らくやま

山公園（2024 年 11 月 17 日）

暑い夏が終わり、あっという間に秋がやってきました。

おだやかな風に惹かれるように散歩すると、

秋の豊かな表情をたくさん見ることができました。

右田ゆずる（国文学科 1 年）・北原日々希（地域社会学科 2 年）＝文・写真



まるで家紋だ ＠都留市上谷（2024 年 10 月 28 日）

あざやかな赤が目を惹いた ＠楽山公園（2024 年 11 月 21 日）

落ち葉でかくれんぼ ＠都留市上谷（2024 年 10 月 28 日）
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工藤真純

たたかいスープが飲みたくなる季節は、友人から誕

生日に贈られたスープジャーが活躍します。紺色の

本体と金属製のフタの組み合わせがスタイリッシュで大好

きです。お椀ほどの大きさで持ち運びしやすく、広い飲み

口で具材をすくいやすいため、使い勝手もばっちり。こだ

わりが強い私のために、友人は相談を重ねながら選んでく

れました。この贈り物を使うたびに、心と体があたたまり

ます。（高橋美唯）

がみがポストに入っていると、とても嬉しい気持ち

になります。内容が気になるので、玄関で靴を脱い

でからすぐに読み始めます。以前は高校生のときの友人と

文通をしていたのですが、最近はなかなか落ち着いて手紙

を書けず、途切れがちに。にもかかわらず、いつもの癖で

ポストをのぞいてしまいます。佐
さ ど

渡にいる彼は元気でやっ

ているだろうか。そろそろ手紙を書いてみようかな。

（北原日々希）

つ君は私の実家で飼っているマルチーズです。去年

の 10 月に我が家にやって来ました。狭いところに

わざわざ入って寝たり、おもちゃをくわえてブンブン振り

回したりするすがたを見て、家族はいつも楽しそうです。

私はなかなか会うことができないため、なつ君の写真や動

画で癒しを届けてもらっています。フワフワの触り心地だ

けは送ってもらえないことが残念です。（横山幸乃）

「大切な人からのお届けもの」
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【出典】都留文科大学地域交流研究センター　所蔵



「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。

実物のホオの実

紙粘土で作ったホオの実

実どうしは根元で
くっついています

ひと粒ずつ
くっつけてみました

切れ込みはカッターで切って
ピンセットで広げました

全ての実に切れ込み
が入っています

黒色と茶色を混ぜて
実の色を作りました

本学のうら山で、手のひらほどの大きさのホオの実を拾いました。とげとげした形

をしています。構造が気になって、身近にある紙粘土で再現してみました。よく観察

しながら、ひと粒ずつ実を作り、アクリル絵の具で色を塗ります。すると、はじめは

わからなかった実の複雑な色合いや、ひび割れている独特な形に気づきました。

紙粘土でホオの実 (果実 ) を作る
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