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gal lery　＊　おしぎり
草を刻む道具。

刃の上にワラを置き
上からおさえると
ザクザク切れる。

刻んだワラは畑の肥料に。
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C o n t e n t s

道 志 手 帖
Winter  2016  no .14

表紙写真

撮影：香西恵（2016.12.16）

野原の民宿西山荘の向か

いにある牛小屋。ネコが

こちらを見ていました。

「道志手帖」とは？

略して「ドウシテ」。「どうしってどんなところ？」という関心から生まれた、道志村地域おこし協力隊を中心とした有志

による冊子です。村で生活していて気になったこと、おもしろいなとおもったこと、発見や驚きを、年 4回報告していき

ます。2016 年度からは新しい書き手による誌面をお届けします。書き手は常時募集しています。どなたでもお気軽にお問

い合わせください。

  What's
 "Doshi-techo"?
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みなもと体験館イベント参加③
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道志にサイロが／沢水で冷やし、やせうまで運んだ

津久井農協の勧めで／始めた背景・やめていった経緯

「チーズ」の思い出／月夜野では／牛を世話した記憶

［特集］　

牛を飼っていた記憶　…4
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特 

集

［
特
集
］

サイロ。斜面に、地下に

埋まるかたちで二つ並ん

でいる。中へ降りてみる

と、風がさえぎられ、外

よりも気温が高く感じら

れた。身長約 160 センチ

の筆者が手をのばしても

縁まで届かないほどの深

さ。土が溜まっているの

で、サイロとして使われ

ていた頃はもっと深かっ

たと思われる。

牛
を
飼
っ
て
い
た
記
憶

　

か
つ
て
村
で
貴
重
な
現
金
収
入
源
と

な
っ
た
の
は
、養
蚕
と
炭
焼
き
で
し
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
一
部
の
地
域
で
は
酪

農
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

道
志
の
酪
農
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
道
志
に
サ
イ
ロ
が

　
「
う
ち
に
サ
イ
ロ
が
あ
る
」。
そ
う
教

え
て
も
ら
っ
た
の
が
、
牛
に
つ
い
て
お

話
を
聞
く
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

サ
イ
ロ
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
久
保
に
お
住
ま
い
の
半
田
昭あ

き
ひ
と仁

さ

ん
。
ご
自
宅
の
裏
の
斜
面
を
登
っ
た
と

こ
ろ
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
サ
イ

ロ
が
二
つ
並
ん
で
い
ま
す
（
写
真
）。

　

こ
こ
へ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
草

を
入
れ
て
冬
場
の
牛
の
飼
料
に
し
た
そ
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［特集］牛を飼っていた記憶

う
で
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
昭
仁
さ
ん

は
、
こ
の
な
か
へ
入
っ
て
、
草
が
た
く

さ
ん
入
る
よ
う
に
足
で
踏
ん
だ
と
い
い

ま
す
。

　

当
時
は
こ
の
サ
イ
ロ
の
す
ぐ
そ
ば
に

牛
小
屋
が
あ
り
、家
も
あ
り
ま
し
た
が
、

昭
和
45
年
の
久
保
の
大
火
で
焼
け
て
し

ま
い
ま
し
た
。
大
火
の
さ
い
は
牛
も
避

難
さ
せ
、
助
か
り
ま
し
た
が
、
火
事
を

機
に
飼
う
の
を
や
め
て
し
ま
う
家
が
多

か
っ
た
そ
う
で
す
。

沢
水
で
冷
や
し
、
や
せ
う
ま
で
運
ん
だ

　

絞
っ
た
お
乳
は
乳

に
ゅ
う
か
ん缶
に
入
れ
て
、
や

せ
う
ま
（
背
負
子
）
で
背
負
っ
て
「
集

乳
所
」
ま
で
運
び
ま
し
た
。
集
乳
所
で

は
乳
缶
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
水
槽
に
入

れ
て
沢
水
で
冷
や
し
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
各
地
区
に
数
カ
所
あ
っ

た
集
乳
所
は
、
ど
こ
も
清
水
の
そ
ば
に

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
久
保
の
集
乳

所
は
、
御
堂
沢
の
そ
ば
、
旧
道
の
橋
の

た
も
と
に
あ
り
、
今
も
水
槽
の
跡
が

残
っ
て
い
ま
す
（
※
）。

津
久
井
農
協
の
勧
め
で

　

野
原
で
特
に
盛
ん
に
飼
っ
て
い
た
と

聞
き
、
野
原
の
佐
藤
一
夫
さ
ん
を
訪
ね

ま
し
た
。

　

一
夫
さ
ん
の
お
家
で
は
、
野
原
で
も

一
番
多
く
飼
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
多

い
と
き
は
３
棟
の
牛
小
屋
で
十
数
頭

飼
っ
て
い
ま
し
た
。
酪
農
と
は
あ
ま
り

言
わ
ず
、「
多た

と
う頭

飼
育
」
と
呼
ん
だ
そ

う
で
す
。

　

牛
を
飼
っ
て
い
た
の
は
昭
和
30
年
代

か
ら
40
年
代
の
こ
と
で
し
た
。
隣
町
・

津
久
井
町
（
現
相
模
原
市
緑
区
）
の
津
久
井
農

協
の
勧
め
で
始
め
ま
し
た
。
月
夜
野
か

ら
大
室
指
に
か
け
て
の
地
域
で
は
、
津

久
井
農
協
の
準
組
合
員
に
な
っ
て
い
る

家
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

野
原
で
は
ど
こ
の
家
で
も
た
い
て
い

２
頭
、
多
い
家
で
は
４
、５
頭
の
牛
を

飼
っ
て
い
ま
し
た
。

　

飼
料
や
牛
小
屋
や
サ
イ
ロ
な
ど
、
必

要
な
設
備
は
津
久
井
農
協
が
世
話
し
て

く
れ
、
お
乳
の
売
り
上
げ
で
月
賦
で
返

済
し
ま
し
た
。

始
め
た
背
景
、
や
め
て
い
っ
た
経
緯

　

土
地
の
な
い
道
志
で
酪
農
が
成
り

立
っ
た
の
か
、
一
体
ど
う
し
て
道
志
で

※野原の集乳所は国道沿いにあったが、道路の拡張に伴い無くなった。月夜野の集乳所は両国橋と子沢橋の２ヶ所にあった。

酪
農
だ
っ
た
の
か
、
と
不
思
議
に
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
頃
は
ま
だ
今
の
よ
う

な
大
規
模
酪
農
は
全
国
で
も
普
及
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
学
校
給
食

な
ど
を
通
し
て
、
日
本
で
牛
乳
が
よ
く

飲
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
時
代
で

し
た
。
１
頭
で
も
２
頭
で
も
飼
い
、
お

乳
を
出
荷
す
る
こ
と
で
、
貴
重
な
現
金

収
入
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
時
代
は
そ
う
長
く

は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
多
頭
飼
育
」

が
勧
め
ら
れ
、
数
頭
で
は
採
算
が
合
わ

な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
工

場
勤
め
な
ど
、
ほ
か
に
よ
り
確
実
な
収

入
源
が
出
来
、
酪
農
を
続
け
る
家
は

減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
夫
さ
ん
の
家

で
は
そ
の
後
、
牛
小
屋
の
あ
っ
た
と
こ

ろ
へ
工
場
を
誘
致
し
た
り
、
民
宿
業
を

始
め
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
チ
ー
ズ
」
の
思
い
出

　

一
夫
さ
ん
に
牛
の
思
い
出
が
あ
る
の

は
子
ど
も
の
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。
特
に

記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
「
チ
ー
ズ
」

久保の集乳所があったところ（上）。竹やぶの手
前に水槽が残っている（下）
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の
こ
と
で
す
。

　

出
産
後
の
お
乳
は
脂
肪
分
が
高
く
な

る
た
め
、
し
ば
ら
く
出
荷
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
出
荷
で
き
な
い
お
乳
は
自
家

用
に
飲
む
以
外
に
、「
チ
ー
ズ
」
に
し

て
食
べ
た
そ
う
で
す
。
今
で
言
う
カ
ッ

テ
ー
ジ
チ
ー
ズ
で
す
。「
こ
の
へ
ん
の

50
代
以
上
の
人
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る

味
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
お
弁
当
に
ま
で
入
っ
て
い
て
嫌

だ
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
、
懐
か
し
そ

う
に
そ
の
味
を
再
現
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
出
来
た
チ
ー
ズ
は
そ
の
ま
ま
食

べ
た
り
、
お
醤
油
を
た
ら
し
て
冷
や
奴

の
よ
う
に
し
て
食
べ
た
り
、
甘
じ
ょ
う

ゆ
（
砂
糖
と
醤
油
）
で
じ
ゃ
が
い
も
な
ど
の

野
菜
と
一
緒
に
煮
て
食
べ
た
り
、
家
庭

ご
と
の
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
30
年
代
、全
国
で
も
ま
だ
、チ
ー

ズ
は
ほ
と
ん
ど
食
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
村
内
で
も
牛

を
飼
っ
て
い
る
家
だ
け
は
、
い
ち
早
く

チ
ー
ズ
の
味
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
。

き
っ
と
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
特
別
な

味
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

月
夜
野
で
は

　

ほ
か
の
地
区
で
は
ど
ん
な
記
憶
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

月
夜
野
の
湯
川
六む

つ
あ
き昭
さ
ん
は
昭
和
17

年
の
お
生
ま
れ
で
す
。
昭
和
47
年
頃
ま

で
牛
を
飼
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
お
父

さ
ん
が
主
に
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

月
夜
野
で
は
馬
を
飼
っ
て
い
る
家
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
牛
は
た
い
て

い
２
頭
ず
つ
い
た
そ
う
で
す
。
お
乳
を

子
ど
も
に
飲
ま
せ
る
た
め
ヤ
ギ
も
飼
っ

て
い
ま
し
た
。

　

当
時
月
夜
野
は
今
よ
り
人
口
が
多
く

33
軒
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん
に
ゃ

く
芋
や
タ
モ
（
紙
の
原
料
に
な
る
作
物
）
な
ど
、

津
久
井
農
協
の
勧
め
で
さ
ま
ざ
ま
な
作

物
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。　
　

　

隣
り
近
所
で
麦
や
米
を
貸
し
借
り
す

る
よ
う
な
食
糧
難
の
頃
、
牛
の
飼
料
を

確
保
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
し
た
。

フ
ス
マ
や
草
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

　

中
学
生
の
こ
ろ
、「
朝
草
刈
り
」
と

言
っ
て
、
学
校
へ
行
く
前
に
山
や
畑
へ

行
き
、
牛
が
食
べ
る
１
日
分
の
草
を
刈

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
山

へ
着
く
と
や
せ
う
ま
を
背
に
敷
い
て

う
っ
か
り
眠
っ
て
し
ま
い
、
牛
に
草
を

食
べ
さ
せ
て
や
れ
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

牛
小
屋
に
敷
い
た
ワ
ラ
は
「
ミ
ツ
マ

ン
ガ
」（
先
端
が
３
つ
に
分
か
れ
た
鍬
）

で
年
に
数
回
掻
き
出
し
、
堆
肥
小
屋
で

発
酵
さ
せ
て
、
穀
物
や
野
菜
の
栽
培
の

た
め
の
肥
料
に
し
ま
し
た
。

　

子
牛
を
買
い
に
お
父
さ
ん
と
一
緒
に

上
野
原
や
三
ヶ
木
、
伊
勢
原
ま
で
行
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
牛
が
歩
か
な
く

な
り
、
牛
と
一
緒
に
野
宿
を
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　

妊
娠
し
な
い
牛
や
雄
牛
は
肉
牛
と
し

て
売
り
ま
し
た
。
一
頭
６
、８
万
円
に

な
り
、
高
額
な
現
金
収
入
に
な
り
ま
し

た
。
昭
和
30
年
代
半
ば
、
日
当
が
お
よ

そ
３
５
０
円
か
ら
４
５
０
円
の
時
代
で

し
た
。

牛
を
世
話
し
た
記
憶

　

牛
の
世
話
を
す
る
の
は
、
お
も
に
家

に
い
る
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
や
、

お
嫁
さ
ん
の
仕
事
で
し
た
。
中
心
と

な
っ
て
牛
を
世
話
し
た
記
憶
が
あ
る
の

は
今
の
80
代
以
上
の
方
で
す
。

　

野
原
の
佐
藤
芳よ

し
ひ
ろ弘

さ
ん
は
今
年
92
歳

に
な
ら
れ
ま
す
。
芳
弘
さ
ん
の
お
家
で

は
昭
和
37
年
頃
か
ら
牛
を
飼
い
始
め
ま

し
た
。
多
い
と
き
で
は
４
頭
く
ら
い
い

た
そ
う
で
す
。

　

ご
自
宅
の
向
か
い
に
今
も
牛
小
屋
を

そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
て
、
倉
庫
と
し

て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
を
見
せ
て
頂

く
と
、
牛
に
与
え
る
草
を
刻
む
の
に

乳 缶
およそ 30 〜 50 リットルは

入る大きさ。半田昭仁さんの

お家では柿の渋抜きのため

焼酎に漬ける容器として

今も使われている

にゅうかん
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通　路 階　段（外へ→）

えさ場

入　口

サイロ

田んぼ（飼料用に麦やトウモロコシをつくった）

水 槽

石積み

牛 小 屋 見 取 り 図

［特集］牛を飼っていた記憶

①佐藤一夫さんのご自宅

の前に今も残る牛小屋。

段差を利用して石積みを

壁の一部にして造られて

いる。すぐそばにサイロ

と、牛の飲み水用に使用

した水槽がある。２階に

はワラなどを保存した。

／②階段を背に通路・え

さ場を見たところ。／③

石積みで出来た階段。

❶

❷❸
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①佐藤芳弘さんの牛

小屋。／②小屋の前

にはサイロと水場が

設けられている。道

志川をまたいで山か

ら水を引いている。

牛専用に、隣りの家

と共同で引いた。牛

の飲み水としてや、

乳缶を冷やすのに水

が必要だった。／③

小屋のなか。柱と柱

のあいだが牛一頭の

スペース。

使
っ
た
「
お
し
ぎ
り
」
や
、
搾
乳
の
さ

い
に
牛
の
足
を
押
さ
え
る
の
に
使
っ
た

道
具
な
ど
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

小
屋
の
前
に
は
、
側
面
に
石
積
み
の

さ
れ
た
サ
イ
ロ
が
あ
り
ま
す
。

　

野
原
で
は
ど
こ
の
家
に
も
サ
イ
ロ
が

あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
冬
の
飼
料
を
つ

く
る
た
め
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
草

を
切
り
込
ん
で
サ
イ
ロ
へ
詰
め
る
作
業

は
「
結
い
」
で
お
こ
な
っ
た
そ
う
で
す
。

牛
を
飼
っ
て
い
る
も
の
同
士
、
１
軒
か

ら
２
人
出
て
順
番
に
協
同
で
お
こ
な
い

ま
し
た
。
飼
料
用
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や

麦
、
牧
草
な
ど
は
畑
で
つ
く
っ
て
い
ま

し
た
。

　

芳
弘
さ
ん
は
林
業
な
ど
の
勤
め
に
で

て
お
り
、「
牛
の
世
話
は
女
衆
に
任
せ

て
い
た
」
と
言
い
ま
す
。
奥
さ
ん
の
陽

子
さ
ん
に
ご
苦
労
だ
っ
た
こ
と
を
伺
う

と
「
搾
乳
が
朝
晩
２
回
あ
り
家
を
空
け

ら
れ
な
か
っ
た
」
と
の
こ
と
。
親
戚
に

不
幸
が
あ
っ
て
も
行
く
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

野
原
で
は
最
後
の
２
軒
に
な
る
ま
で

続
け
て
い
ま
し
た
が
、
出
荷
量
が
減
っ

❶

❷

❸
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特 

集

［特集］牛を飼っていた記憶

チーズ  のつくりかた

おしぎり

刃の上に草をのせ、上から
おさえて切る。サイロに入
れる草を刻むのに使用

牛の足をおさえる道具

やせうま

物を運ぶのに使用。背負い手
の体に合わせて手造りした

①牛乳を火にかける③濾す

④できあがり

お醤油とわさびで

甘じょうゆで ②沸いたところへ酢を入れる

※　津久井農協以外の出荷先として津久井酪農があった。椿や馬場などでは津久井酪農がおもだったらしい。

活
躍
し
た

　
道 

具 

た
ち

た
た
め
集
荷
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

や
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
若
い

担
い
手
が
い
な
い
こ
と
に
よ
る
体
力
的

な
限
界
や
、
多
頭
飼
育
に
と
も
な
う
大

量
の
フ
ン
の
処
分
の
問
題
な
ど
、
や
め

る
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

お
わ
り
に

　

農
協
な
ど
（
※
）
に
勧
め
ら
れ
て
道
志

で
始
ま
っ
た
酪
農
は
、
長
く
は
続
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
養
蚕
や
炭
焼
き
が
衰
退

し
、
そ
れ
に
代
わ
る
収
入
源
が
模
索
さ

れ
、
登
場
し
て
は
消
え
て
行
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
産
業
が
あ
り
ま
し
た
。
語
ら
れ

て
い
な
い
多
く
の
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
暮
ら
し
が
変
わ
っ
て
い
く
な

か
、新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
、

昔
な
が
ら
の
知
恵
や
工
夫
が
そ
れ
を
支

え
て
い
た
こ
と
が
、
お
話
の
端
々
か
ら

伺
え
ま
し
た
。

　

今
も
姿
を
残
す
サ
イ
ロ
は
、
か
つ
て

の
暮
ら
し
に
思
い
を
寄
せ
る
き
っ
か
け

を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。　
（
香
西
恵
）
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は
じ
め
て
の
採
蜜

　

巣
箱
に
溜
ま
っ
た
「
蜂
蜜
」
を
遠
心

分
離
機
に
か
け
て
蜜
を
採
る
事
を
「
採

蜜
」
と
い
い
ま
す
が
、
２
０
１
６
年
度

は
７
月
６
日
（
水
）
に
行
い
ま
し
た
。　

　

今
年
、
採
蜜
を
行
っ
た
の
は
、
３
箱

の
う
ち
１
箱
の
み
で
し
た
が
15
㎏
の
蜂

蜜
を
採
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

　

全
て
が
初
め
て
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
や

方
法
が
わ
か
ら
ず
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が

ら
行
っ
て
い
ま
し
た
。
無
事
、
蜂
蜜
を

採
り
、
製
品
化
で
き
た
時
は
ほ
っ
と
し

ま
し
た
。

　

４
月
に
巣
箱
が
届
き
、巣
箱
を
空
け
、

蜂
と
の
自
分
な
り
の
関
係
や
、
関
わ
り

方
や
飼
育
方
法
が
徐
々
に
わ
か
っ
て
、

こ
う
す
れ
ば
こ
う
な
る
、
み
た
い
な
も

の
が
今
は
出
来
て
き
ま
し
た
。
が
、
今

で
も
油
断
し
て
、乱
暴
な
事
を
す
る
と
、

ち
ょ
く
ち
ょ
く
刺
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

丁
寧
に
心
落
ち
着
け
て
や
れ
ば
や
る

ほ
ど
、
蜂
は
大
人
し
い
と
い
う
か
、
自

分
た
ち
の
仕
事
に
集
中
し
て
い
る
感
じ

で
す
が
、
急
い
で
や
っ
た
り
、
ち
ょ
っ

と
イ
ラ
イ
ラ
す
る
と
、
非
常
に
良
く
伝

わ
っ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

　 

　

ミ
ツ
バ
チ
は
、
植
物
の
花
粉
や
蜜
を

蓄
え
て
生
活
し
て
い
ま
す
が
、「
マ
ル

ハ
ナ
バ
チ
」
や
「
ク
マ
バ
チ
」
も
同
じ

よ
う
に
、
花
粉
や
蜜
を
た
よ
り
に
生
活

し
て
い
ま
す
。
ミ
ツ
バ
チ
に
比
べ
れ
ば

か
な
り
大
型
の
、
ク
マ
バ
チ
も
、
花

の
蜜
と
花
粉
で
生
活
し
て
い
る
の
は
、

ち
ょ
っ
と
意
外
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
地
域
に
よ
っ
て
「
ク
マ
ン
バ

チ
」
と
呼
ば
れ
る
「
ス
ズ
メ
バ
チ
」
は
、

基
本
的
に
は
他
の
昆
虫
を
食
べ
て
生
活

し
て
い
る
よ
う
で
、
オ
オ
ス
ズ
メ
バ
チ

や
キ
イ
ロ
ス
ズ
メ
バ
チ
は
、
夏
か
ら
秋

に
か
け
て
は
、
ミ
ツ
バ
チ
も
食
料
の
一

つ
に
し
ま
す
。
オ
オ
ス
ズ
メ
バ
チ
が
セ

イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
を
襲
え
ば
、
あ
っ
と

い
う
間
に
絶
滅
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま

す
。私
の
群
に
も
、９
月
の
上
旬
に
や
っ

て
き
て
、
巣
箱
の
前
に
、
ミ
ツ
バ
チ
の

死
体
の
山
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

は
じ
め
て
の
養
蜂　

第
２
回
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ミ
ツ
バ
チ
は
、
自
分
た
ち
の
為
に
食

料
（
蜜
や
花
粉
）
を
巣
に
蓄
え
る
の
で

す
が
、
蜜
に
つ
い
て
言
え
ば
、
い
く
つ

か
の
行
程
を
経
て
巣
に
蓄
え
ま
す
。

　

ミ
ツ
バ
チ
は
、
花
蜜
（
植
物
の
光
合

成
に
よ
る
糖
）
を
蜜
線
か
ら
拝
借
し
、

蜜み
つ
い胃

と
い
う
器
官
に
溜
め
て
巣
に
持
ち

帰
り
ま
す
。
そ
れ
を
巣
に
い
る
他
の
ミ

ツ
バ
チ
を
経
由
し
て
、
六
角
形
の
巣
に

貯
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
ミ
ツ

バ
チ
が
持
っ
て
い
る
転
化
酵
素
と
混
ざ

り
、
花
蜜
が
、
シ
ョ
糖
か
ら
ブ
ド
ウ
糖

と
果
糖
に
分
解
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ミ
ツ
バ
チ
は
貯
え
ら
れ
た

蜜
の
糖
度
を
、40
％
未
満
の
状
態
か
ら
、

80
％
位
の
状
態
ま
で
、
自
分
た
ち
の
羽

で
あ
お
い
で
、
濃
縮
し
て
い
き
ま
す
。　

　

そ
し
て
糖
度
80
％
位
に
な
っ
た
も
の

は
、
ミ
ツ
バ
チ
達
の
腹
部
に
あ
る
ロ
ウ

線
か
ら
分
泌
さ
れ
た
蜜み

つ
ろ
う蝋

に
よ
っ
て
、

蓋
が
さ
れ
、「
完
熟
は
ち
み
つ
」
の
出

来
上
が
り
と
な
り
ま
す
。（
抱
井
昌
史
）

はじめての養蜂

❶ しっかりと蜜蓋のかかったハチミツです。ご苦
労様です。一枚で２kg 位あります。❹ 遠心分離機の中はこんな感じです。私の物は 4

枚がけです。

❷ 採蜜風景です。フォークのようなもので、しっ
かりかかった蜜蓋を取っています。❺ ハチミツが出てきました。３回裏ごしをします。

❸ 電動の遠心分離機に投入します。❻ ビンに詰めます。できあがりです。
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ス
ズ
メ
バ
チ
対
策
と
長
雨

　

９
月
上
旬
か
ら
ス
ズ
メ
バ
チ
の
中
で

も
一
番
恐
れ
て
い
た
、「
オ
オ
ス
ズ
メ

バ
チ
」
が
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
に
や
っ
て

く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
天
候

の
良
い
日
に
は
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
勢
い

も
よ
く
、
ミ
ツ
バ
チ
の
10
倍
以
上
も
あ

る
よ
う
な
大
き
さ
の
ス
ズ
メ
バ
チ
に
、

必
死
に
巣
箱
を
守
ろ
う
と
す
る
ミ
ツ
バ

チ
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
ス
ズ
メ
バ
チ

の
攻
撃
は
な
か
な
か
強
力
で
、
巣
の
前

に
は
ミ
ツ
バ
チ
た
ち
の
死
体
の
山
が
で

き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
追
い
打
ち
を
か

け
る
よ
う
に
、
そ
の
後
続
く
長
雨
は
、

作
物
だ
け
で
な
く
、
ミ
ツ
バ
チ
に
と
っ

て
も
我
慢
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。（
抱

井
昌
史
）

　
　

11
月
に
横
浜
市
の
栄
区
で
開
催
さ
れ

た
区
民
祭
り
に
て
、
大
根
の
ビ
ー
ル
漬

け
を
初
出
品
し
ま
し
た
。
自
分
で
作
っ

た
商
品
を
出
品
す
る
事
が
初
め
て
で
し

た
の
で
、
買
っ
て
く
れ
る
人
が
は
た
し

て
い
る
の
か
心
配
で
し
た
が
、
祭
り
が

始
ま
っ
て
か
ら
約
15
分
程
で
、
な
ん
と

完
売
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
11
袋
分
し

か
作
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
も
っ
と

沢
山
作
っ
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
か
な

と
、
痛
感
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
完
売
で
き
た
結
果
か
ら
、
自

分
が
作
っ
た
商
品
で
も
、
買
っ
て
く
れ

る
人
が
い
る
ん
だ
な
と
実
感
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
近
々
に
道
の
駅
で
販

売
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
鳥
澤
拡
太
）

　　

ど
う
も
、
七
瀧
で
す
。
に
ん
に
く
と

玉
ね
ぎ
の
畑
の
整
備
や
植
え
付
け
で
忙

し
か
っ
た
11
月
も
終
わ
り
12
月
に
入
り

ま
し
た
。

協 

力 
 

隊 
 

だ 

よ 

り   

　

こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
、地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
活
動
を
報
告
し
て
い
き
ま
す
。

13

　

本
格
的
な
冬
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た

が
、
雪
が
積
も
っ
て
畑
に
入
れ
な
く
な

る
前
に
来
年
の
春
に
向
け
て
畑
の
準
備

を
し
て
い
ま
す
。
来
年
の
春
か
ら
は
ク

レ
ソ
ン
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
、
農
業
体
験
を
受
け
入
れ
る
た
め

の
畑
な
ど
色
々
な
こ
と
を
忙
し
く
や
っ

て
い
き
た
い
の
で
、
出
来
る
こ
と
は
今

の
う
ち
に
や
っ
て
お
こ
う
と
思
い
ま

す
。
黒
に
ん
に
く
な
ど
加
工
品
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
作
り
や
販
売
計
画
も
冬
の
う
ち

に
や
っ
て
、
来
年
は
春
か
ら
ス
タ
ー
ト

ダ
ッ
シ
ュ
を
切
れ
る
よ
う
に
頑
張
り
ま

す
。（
七
瀧
佳
至
）

春
に
向
け
て

大
根
の
ビ
ー
ル
漬
け
を

初
出
品
し
ま
し
た
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gal lery　＊　雪つり
庭の冬支度です。

雪の重みで折れないよう、
庭木に支えをとりつけます。

作
画
　
仲
井
義
晶



おかげで長く使える
布ぞうりになる。鼻
緒は縄と同じように
して編み上げる。何
の体験もない私はこ
れが困った。できな
いのだ。小さい頃、
縄づくりを見たこと
があるという方達は
するすると編み上げていく。
　布ぞうり作りの中には日本古来からの無形文化と
呼べるものがちりばめられているようだ。私のよう
な者ばかりになると自然消滅してしまうだろう。道
志村でのこれからの挑戦として何とか布ぞうりを作
れるようになりたい。（佐藤八重子） 

布ぞうり作り体験談
　「学校に行くのに、じいさんやばあさんが縄でぞう
りを作ってくれた……。ちょっとお出かけの時は、
鼻緒を布の柄物にしたもんだった……。」なつかしく、
ほのぼのする道志村での昔の生活を伺った。手で作
る物には何ともいえない愛情がある。8 月、体験館
では布で作ったぞうり作りを体験できた。
　講師は前川タサさん。しっかりした布ぞうりにす
るため、独自の考案がほどこされている。材料作り
から独自の工夫は始まる。昔は古い布団カバーなど

を裂いて、編んで
い っ た そ う だ が、
一旦袋状に縫って
裏返しした布ひも
で編むので、準備
が大変だが、その

憧れのスローフード体験、木工体験。道志村に移住してきた私にとって、みなもと体験館でのイベントは毎回未知の事で
いっぱい！　私のドキドキ、ワクワクをこのコーナーで紹介します。

み な も と 体 験 館 イ ベ ン ト 参 加　 ド キ ド キ ワ ク ワ ク 体 験 コ ー ナ ー ３

この冊子は平成 28 年度地域おこし協力隊活動事業費により作成しました。
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道志村地域おこし協力隊
協力隊へのご意見や本誌のご感想をお聞かせください。
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