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今
か
ら
８
０
０
年
ほ
ど
前
の
事
で
あ
っ
た
。

　

鎌
倉
幕
府
の
将
軍
、
源
頼
朝
は
、
富
士
の
巻
狩
へ

行
く
途
中
道
志
村
を
通
り
か
か
っ
た
。

　

こ
こ
は
、「
道
志
七
里
」
と
呼
ば
れ
る
山
間
の
細

長
い
村
で
あ
る
。
頼
朝
は
、
山
を
削
っ
て
流
れ
て
く

る
川
の
美
し
さ
に
目
を
と
め
た
。

　
「
見
事
な
川
じ
ゃ
」

　
「
は
、は
。こ
の
辺
り
は
す
で
に
甲
斐
の
国（
山
梨
県
）

で
、
こ
れ
は
道
志
川
で
ご
ざ
る
」

　
「
う
む
、
駒
（
馬
）
を
止
め
よ
」

　

頼
朝
の
一
行
は
、
川
の
岸
で
一
休
み
し
た
。
さ
わ

や
か
な
初
夏
の
風
が
川
を
渡
っ
て
気
持
ち
よ
く
吹
い

て
い
る
。
汗
を
拭
い
た
頼
朝
は
、
ふ
と
向
こ
う
岸
の

岩
に
目
を
引
か
れ
て
つ
ぶ
や
い
た
。

　
「
見
事
な
岩
じ
ゃ
」

　
「
は
っ
？
」

　
「
見
事
な
岩
だ
と
申
し
て
お
る
」「
は
、は
、は
い
。」

　

家
来
が
目
を
や
る
と
、
対
岸
に
、
川
水
に
削
ら
れ

た
き
れ
い
な
縞
模
様
の
一
枚
岩
が
あ
っ
た
。

　
「
わ
し
は
、
あ
お
岩
に
矢
を
射
た
い
の
じ
ゃ
」

　

頼
朝
は
、
カ
ラ
カ
ラ
と
笑
う
と
、
傍
ら
に
置
い
た

弓
を
取
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
。

　
「
驕
る
平
家
は
久
し
か
ら
ず
」
と
部
下
に
質
素
な

暮
ら
し
と
武
芸
を
薦
め
る
頼
朝
は
、
将
軍
に
な
っ
て

か
ら
も
先
頭
に
立
っ
て
弓
矢
の
稽
古
を
続
け
て
き
た

⑥　源八と狐(川原畑）⑧　的様（長幡地区）
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の
で
あ
る
。

　
「
叔
父
上
に
は
と
て
も
か
な
わ
ぬ
が
、
仕
度
を
せ

い
」
と
頼
朝
は
、
家
来
に
命
じ
た
。

　

頼
朝
の
父
の
弟
の
「
鎮
西
八
郎
為
朝
」
は
、
む
か

し
、
弓
を
取
っ
て
は
日
本
一
の
名
人
と
謳
わ
れ
た
大

将
で
あ
っ
た
。そ
の
血
を
引
く
頼
朝
の
腕
前
も
ま
た
、

ど
ん
な
武
将
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
立
派
で
あ
っ
た
。

　
「
足
場
は
ど
こ
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
」

　
「
で
き
る
だ
け
遠
く
に
せ
い
」

　

家
来
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
立
ち
上
が
り
、
射
場
を

探
し
た
。
し
か
し
、
川
は
谷
が
深
く
良
い
場
所
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
。
探
し
求
め
て
い
る
う
ち
に
、
と

う
と
う
一
里
も
上
流
の
池
野
原
の
集
落
ま
で
来
て
し

ま
っ
た
。

　
「
こ
こ
で
ど
う
だ
ろ
う
か
？
」
少
し
遠
い
の
で
家

来
た
ち
は
迷
っ
た
が
、「
よ
い
わ
。
よ
い
わ
」
頼
朝

は
一
向
に
か
ま
わ
ず
弓
に
矢
を
番
え
た
。

　
「
お
ま
ち
く
だ
さ
れ
。
た
だ
い
ま
櫓
を
組
み
ま
し

ょ
う
ほ
ど
に
。」

　

ほ
ど
な
く
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
山
の
平
地
に
、
急

ご
し
ら
え
の
櫓
が
組
み
立
て
ら
れ
た
。

　
「
お
見
通
し
は
い
か
が
で
ご
ざ
る
か
。」
下
か
ら
家

来
た
ち
が
声
を
か
け
た
。

　
「
う
む
。」

　
「
と
っ
殿
…
。」　

不
安
に
な
っ
た
家
来
の
一
人
が

櫓
に
登
っ
た
。

　
「
や
、
や
…
お
許
し
下
さ
い
。」
人
間
一
人
の
高
さ

か
ら
は
見
通
し
の
良
い
場
所
も
、櫓
の
上
に
立
つ
と
、

生
い
茂
っ
た
木
の
葉
で
〝
的
〟
が
隠
れ
て
見
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
家
来
は
、
あ
わ
て
て
櫓
の
組
み
な

お
し
に
か
か
ろ
う
と
し
た
。

　
「
待
て
！
」

　

頼
朝
は
、
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
と
、
矢
の
通
り

道
に
立
ち
は
だ
か
る
林
を
ぐ
っ
と
睨
み
す
え
た
。

　

そ
し
て
「
じ
ゃ
ま
だ
て
す
る
と
許
さ
ぬ
ぞ
。」
と
、

一
声
大
き
く
叱
っ
た
の
で
あ
る
。
声
は
リ
ン
リ
ン
と

谷
間
に
こ
だ
ま
し
た
。

　

す
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
。
五
月
の
緑
を
誇
っ
て
い

た
木
々
の
葉
は
。
枝
を
折
り
、
葉
は
萎
れ
て
、
こ
と

ご
と
く
隠
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

櫓
の
下
の
家
来
は
、「
あ
れ
よ
、
あ
れ
よ
…
。」
と
、

た
だ
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

頼
朝
の
矢
が
的
に
命
中
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　

並
み
い
る
武
将
た
ち
も
「
さ
す
が
鎌
倉
殿
よ
。」

ほ
め
そ
や
し
、
舌
を
巻
い
て
驚
い
た
の
で
あ
る
。

　

頼
朝
の
偉
大
さ
を
伝
え
聞
い
た
道
志
の
村
人
た
ち

は
、
そ
の
後
、
櫓
を
組
ん
だ
場
所
を
〝
的
場
〟
と
名

付
け
、
矢
の
跡
が
残
る
大
岩
を
〝
的
大
神
〟
と
し
て

祭
り
、
お
宮
を
建
て
て
敬
う
よ
う
に
な
っ
た
。

作
画

　仲
井
義
晶

出
典

　道
志
村
教
育
委
員
会
「
道
志
の
民
話
」
よ
り
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88

道
志
村
の
皆
さ
ん
お
久
し
ぶ
り

で
す
。
お
元
気
で
し
ょ
う
か
？

前
回
の
投
稿
か
ら
1
年
、
コ
ロ

ナ
で
大
騒
ぎ
も
よ
う
や
く
落
ち
着

き
が
見
え
て
来
た
の
か
、
先
日
、

久
し
ぶ
り
に
道
志
へ
行
っ
た
際
に

は
道
志
道
の
賑
わ
い
を
以
前
と
同

じ
ぐ
ら
い
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
て
嬉
し
く
な
り
ま
し

た
。さ

て
、
今
回
も
前
回
に
引
き
続

き
﹃
県
の
石
﹄
に
つ
い
て
書
か
せ

て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

掲
載
が
1
年
も
開
い
て
し
ま
う

と
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
な
？

と
い
う
事
で
、
さ
ら
っ
と
﹃
県
の

石
﹄
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
。

﹃
県
の
石
﹄
と
は
、
日
本
地
質

学
会
が
各
都
道
府
県
そ
れ
ぞ
れ
を

象
徴
す
る
石
（
岩
石
・
鉱
物
・
化
石

の
3
部
門
あ
る
）
を
﹃
県
の
石
﹄
と

し
て
認
定
し
た
も
の
で
、
山
梨
県

の
﹃
県
の
石
﹄
は
、
岩
石
が
玄
武

岩
溶
岩
、
鉱
物
は
日
本
式
双
晶
水

晶
、
化
石
は
富
士
川
層
群
の
貝
化

石
に
な
り
ま
す
。

で
、
今
回
は
﹃
山
梨
県
の
県
の

石
﹄の
中
か
ら
山
梨
県
の
鉱
物﹃
日

本
式
双
晶
水
晶
﹄
の
お
話
し
。

山
梨
県
の
特
に
甲
府
近
辺
で
は

昔
か
ら
豊
富
に
採
れ
る
水
晶
を

使
っ
て
水
晶
細
工
を
特
産
と
し
て

い
た
そ
う
な
。
そ
ん
な
中
、
明
治

期
に
山
梨
県
牧
丘
町
の
乙
女
鉱
山

で
二
つ
の
結
晶
が
ハ
ー
ト
形
に

く
っ
つ
い
た
水
晶
が
た
く
さ
ん
見

つ
か
っ
て
、
当
時
の
日
本
で
盛
ん

に
研
究
さ
れ
た
事
か
ら
日
本
式
双

晶
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。
山
梨
県
で
発
見
さ
れ
た

鉱
物
と
し
て
他
に
も
マ
ン
ガ
ン
パ

ン
ペ
リ
ー
石
や
苦
土
フ
ォ
イ
ト
電

気
石
が
あ
り
ま
す
が
、
圧
倒
的
知

名
度
と
人
気
か
ら
選
ば
れ
た
の
か

な
と
思
い
ま
す
。

ほ
ん
と
、
面
白
い
形
で
し
ょ
？

道志見聞録

その３　山梨の『県の石』②鉱物
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写真１（右）：乙女鉱山の日本式双晶水晶（ハート型）／写真２（左上）：乙女鉱山の水晶 低温環境（577℃以下）で出来た石英という鉱
物の結晶を水晶と呼びます。一般的に「水晶」と言えばこの形ですね。／写真３（左下）：乙女鉱山の日本式双晶水晶（軍配型） エステ
レル式やドフィーネ式など双晶にもいくつか種類があり、2 つの結晶が 85°で規則的に接合しているものを日本式双晶と言います。ハー
ト形の他にも軍配型や V 型・X 型・ｙ型など形の愛称もあります。
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一
方
で
道
志
村
で
は
、
日
本
式

双
晶
の
「
水
晶
」
こ
そ
未
だ
見
つ

か
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
同
じ

石
英
と
い
う
鉱
物
の
別
の
形
「
高

温
石
英
」
の
日
本
式
双
晶
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。「
え
！　

道
志
で
も

出
る
の
！
？
」
と
、
知
っ
た
と
き

は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

だ
っ
て
、
甲
府
周
辺
や
そ
の
向
こ

う
の
長
野
の
川
上
村
な
ん
か
の
水

晶
の
名
産
地
な
ら
と
も
か
く
、
こ

の
丹
沢
山
地
で
は
一
度
も
耳
に
し

た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
「
水
晶
」
の
日
本
式
双
晶
と
は

や
や
形
が
違
う
も
の
の
、
規
則
性

の
あ
る
接
合
、
こ
れ
も
軍
配
型
の

日
本
式
双
晶
に
な
る
の
か
な
？

　

結
晶
の
幅
は
10
ほ
ど
と
乙
女

鉱
山
の
水
晶
の
物
に
比
べ
る
と
や

や
控
え
め
な
サ
イ
ズ
（
高
温
石
英
と

し
て
は
か
な
り
大
き
い
）
だ
け
れ
ど

も
、
こ
れ
が
道
志
の
日
本
式
双
晶
、

派
手
さ
は
無
い
け
ど
コ
ロ
っ
と
し

た
姿
形
は
ま
た
違
っ
た
魅
力
が
あ

る
か
と
…
…
。

　

ま
だ
ま
だ
調
査
途
中
で
道
志
の

高
温
石
英
や
そ
の
双
晶
に
つ
い
て

は
わ
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
だ
け
れ

ど
い
つ
か
研
究
が
進
ん
で
形
に
な

る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
読
ん
で
い
る
皆
さ
ん
も

河
原
で
小
さ
な
発
見
に
挑
戦
し
て

み
て
は
？

　

で
は
ま
た
次
回
の
連
載
で
。

（
宇
野
夏
樹
）

　

一
方
で
道
志
村
で
は
、
日
本
式

双
晶
の
「
水
晶
」
こ
そ
未
だ
見
つ

か
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
同
じ

石
英
と
い
う
鉱
物
の
別
の
形
「
高

温
石
英
」
の
日
本
式
双
晶
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。「
え
！　

道
志
で
も

出
る
の
！
？
」
と
、
知
っ
た
と
き

は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

だ
っ
て
、
甲
府
周
辺
や
そ
の
向
こ

う
の
長
野
の
川
上
村
な
ん
か
の
水

晶
の
名
産
地
な
ら
と
も
か
く
、
こ

の
丹
沢
山
地
で
は
一
度
も
耳
に
し

た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
「
水
晶
」
の
日
本
式
双
晶
と
は

や
や
形
が
違
う
も
の
の
、
規
則
性

の
あ
る
接
合
、
こ
れ
も
軍
配
型
の

日
本
式
双
晶
に
な
る
の
か
な
？

結
晶
の
幅
は
10
ほ
ど
と
乙
女

鉱
山
の
水
晶
の
物
に
比
べ
る
と
や

や
控
え
め
な
サ
イ
ズ
（
高
温
石
英
と

し
て
は
か
な
り
大
き
い
）
だ
け
れ
ど

も
、
こ
れ
が
道
志
の
日
本
式
双
晶
、

派
手
さ
は
無
い
け
ど
コ
ロ
っ
と
し

た
姿
形
は
ま
た
違
っ
た
魅
力
が
あ

る
か
と
…
…
。

　

ま
だ
ま
だ
調
査
途
中
で
道
志
の

高
温
石
英
や
そ
の
双
晶
に
つ
い
て

は
わ
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
だ
け
れ

ど
い
つ
か
研
究
が
進
ん
で
形
に
な

る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
読
ん
で
い
る
皆
さ
ん
も

河
原
で
小
さ
な
発
見
に
挑
戦
し
て

み
て
は
？

　

で
は
ま
た
次
回
の
連
載
で
。

（
宇
野
夏
樹
）

写真５：道志川で見つかった石英斑岩 道志川の河原石に極稀に見
られる岩石で斑状の構造を持つ火成岩です。数ｍｍ～ 15 ｍｍほど
の石英（灰色）・普通角閃石（黒）・長石（白）などの鉱物の粒（斑
晶）を含んでいます。

写真４：道志川の転石から見つかった高温石英の日本式双晶

写真６：石英斑岩から取り出した高温石英 一般的な石英の結晶で
ある「水晶」が 577℃以下で出来るのに対してそれより高温環境で
できます。水晶に観られる六角柱の部分があまり発達せず、六角錐
の部分だけのそろばん玉のような形をしています。
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＊野鳥の仲間たち＊　右上から時計まわりに、ヤマガラ、ルリビタキ、シジュウカラ、ジョ
ウビタキ雄、雌（渡り鳥）、エナガ、カワセミ、ウグイス

道
志
村  

野
鳥
の
仲
間
た
ち

地
球
気
候
変
動
に
順
応
す
る

ヤ
マ
ガ
ラ
の
子
育
て
︵
２
０
２
０
年
～
２
０
２
２
年
︶
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～
２
０
２
０
年
～

２
０
２
０
年
迄
だ
と
例
年
6
月
頃
に
巣
立
っ
て

間
も
な
い
よ
う
な
ヤ
マ
ガ
ラ
が
我
が
家
の
餌
場
に
姿

を
み
せ
た
。
２
０
２
０
年
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
6
月

は
ほ
ぼ
雨
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
毎
日
雨
と
い

う
年
は
そ
れ
ま
で
は
記
憶
に
な
い
。
巣
立
ち
は
し
た

も
の
の
、ま
だ
小
さ
い
身
体
に
は
雨
ば
か
り
で
な
く
、

寒
さ
も
こ
た
え
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
こ
と
に
気
に

な
っ
た
の
は
、
よ
く
身
体
の
毛
繕
い
を
し
て
い
た
。

太
陽
の
光
が
な
く
、
ダ
ニ
が
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
巣
立
っ
た
ヤ
マ
ガ
ラ
は
3

匹
い
た
が
、
そ
の
後
成
長
し
た
姿
を
み
せ
る
事
が
な

か
っ
た
。

～
２
０
２
１
年
～

庭
の
木
に
野
鳥
小
屋
を
か
け
て
い
る
。
例
年
ど
お

り
ヤ
マ
ガ
ラ
の
雄
が
、「
こ
こ
は
僕
の
子
育
て
の
テ

リ
ト
リ
ー
だ
か
ら
ね
！　

こ
の
小
屋
は
僕
の
だ
か
ら

ね
！
」
と
高
ら
か
に
宣
言
す
る
事
か
ら
子
育
て
が
始

ま
る
。

そ
の
鳴
き
声
と
い
っ
た
ら
、
ど
こ
か
ら
そ
の
小

さ
い
身
体
で
声
が
出
て
く
る
ほ
ど
？　

と
思
う
ほ
ど

「
ビ
ー
ビ
ー
！　

ビ
ー
ビ
ー
！　

ビ
ー
ビ
ー
！
」
と

ほ
ぼ
1
日
、
そ
し
て
何
日
も
鳴
き
続
け
る
。

２
０
2
０
年
よ
り
２
週
間
以
上
早
く
「
ビ
ー

い
る
。
別
荘
と
し
て
来
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
す

ぐ
に
窓
越
し
に
目
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ヤ
マ

ガ
ラ
だ
っ
た
。
裏
庭
は
2
本
の
ハ
ナ
カ
イ
ド
ウ
の
木

が
植
え
て
あ
っ
て
、
そ
の
実
を
目
当
て
に
来
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
移
住
し
て
か
ら
は
、
餌
場
を
裏
庭

と
森
側
に
用
意
し
て
い
る
。

そ
の
お
か
げ
で
沢
山
の
事
を
日
々
観
察
で
き
て
、
飽

き
る
事
が
な
い
。
地
球
気
候
変
動
の
中
で
の
こ
こ
3
年

（
２
０
２
０
～
２
０
２
２
年
）
の
ヤ
マ
ガ
ラ
の
子
育
て
を
紹

介
し
た
い
。（
そ
の
う
ち
2
年
は
同
じ
カ
ッ
プ
ル
だ
っ
た
。）

　

道
志
村
に
は
沢
山
の
野
鳥
が
生
息
し
て
い
る
。
森

林
が
多
い
事
も
あ
っ
て
、
ヤ
マ
ガ
ラ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ

ラ
の
「
カ
ラ
類
」
が
多
く
見
か
け
ら
れ
る
。
私
は
ま

だ
見
た
事
が
な
い
が
、
大
き
な
フ
ク
ロ
ウ
も
生
息
し

て
い
て
、
上
記
に
紹
介
し
た
野
鳥
以
外
に
も
多
く
の

種
類
の
野
鳥
が
住
ん
で
い
る
。
都
心
か
ら
車
で
90
分

と
近
い
場
所
と
し
て
は
野
鳥
た
ち
に
と
っ
て
、
秘
め

ら
れ
た
楽
園
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
は
い
っ
て
も
昨
今
、
地
球
温
暖
化
に
伴
い
気

候
変
動
で
す
べ
て
の
生
き
物
は
そ
の
影
響
を
受
け
て

野鳥小屋

道志村　野鳥の仲間たち
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繰
り
返
し
て
い
る
。
今
年
も
我
が
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
の

す
ぐ
前
で
子
育
て
開
始
を
し
た
事
が
嬉
し
か
っ
た
。

5
月
半
ば
頃
ベ
ラ
ン
ダ
で
花
の
苗
の
作
業
を
し

て
い
る
と
、
グ
レ
ー
色
の
何
か
が
野
鳥
小
屋
か
ら
い

き
な
り
飛
び
出
し
た
。
巣
立
ち
の
時
だ
っ
た
。
親
の

ヤ
マ
ガ
ラ
が
盛
ん
に
声
を
出
し
て
い
る
。
残
り
の
子

る
仲
間
の
ヤ
マ
ガ
ラ
に
も
盛
ん
に
威
嚇
す
る
。
そ
れ

を
見
る
と
胸
の
奥
が
痛
ん
だ
。「
こ
の
先
、
生
き
物

た
ち
は
？　

人
は
？　

ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
？
」
っ
と
。

　

と
こ
ろ
が
野
生
の
生
き
物
で
あ
る
ヤ
マ
ガ
ラ
は
そ

の
後
、
い
ろ
い
ろ
な
感
動
を
く
れ
た
。
気
候
が
例
年

ど
お
り
に
な
る
と
、さ
す
が
に
ヤ
マ
ガ
ラ
の
雄
も「
あ

れ
っ
！　

違
う
か
！
」
と
気
付
い
た
よ
う
で
威
嚇
行

動
は
な
く
な
っ
た
。
４
月
に
な
っ
て
、
ど
こ
か
ら
か

リ
ズ
ム
の
良
い
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
腕
の
い
い
大

工
さ
ん
が
、
仕
事
を
し
て
い
る
よ
う
な
音
色
が
山
に

こ
だ
ま
す
る
。
秋
に
な
る
と
ア
カ
ゲ
ラ
が
来
て
、
木

を
突
っ
つ
く
様
子
を
見
る
事
が
出
来
る
が
、
春
な
の

で
い
な
い
は
ず
。
こ
の
音
色
を
だ
し
て
い
る
主
人
公

は
？　

な
ん
と
そ
れ
は
雄
の
ヤ
マ
ガ
ラ
だ
っ
た
。
今

ま
で
か
け
て
あ
っ
た
野
鳥
小
屋
に
何
か
子
育
て
上
の

不
具
合
を
見
つ
け
た
ら
し
い
。修
理
を
始
め
て
い
た
。

「
ビ
ー
ビ
ー
！
」
か
ら
「
コ
ン
・
コ
ン
・
コ
ン
・
コ
ン
」

に
聞
こ
え
る
音
は
変
わ
り
、
長
い
期
間
続
い
た
。
野

鳥
小
屋
を
か
け
て
い
る
木
は
半
分
の
高
さ
に
な
っ
た

の
に
今
年
も
こ
こ
で
子
育
て
し
て
く
れ
る
の
か
な
と

い
う
期
待
が
出
て
き
た
。

　

4
月
末
頃
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
野
鳥
小
屋
か
ら
小

さ
な
雛
の
声
が
聞
こ
え
る
。
見
て
い
る
と
親
の
ヤ
マ

ガ
ラ
が
蛾
の
よ
う
な
虫
を
く
わ
え
て
巣
の
出
入
り
を

ビ
ー
！
」
宣
言
が
始
ま
っ
た
。
例
年
ほ
ぼ
同
じ

時
期
だ
っ
た
の
で
、
早
ま
っ
た
の
に
気
付
い
た
。

２
０
２
０
年
に
は
長
雨
の
せ
い
で
一
生
懸
命
育
て
た

子
た
ち
が
皆
い
な
く
な
っ
た
事
を
思
い
出
し
た
。
ヤ

マ
ガ
ラ
が
気
候
の
変
動
を
学
習
し
て
、
早
く
子
育
て

を
始
め
た
事
に
気
が
付
い
た
。
早
く
卵
を
産
ん
だ
の

で
、
子
供
た
ち
は
梅
雨
時
期
に
は
も
う
立
派
な
身
体

を
し
て
お
り
、
4
匹
が
成
長
し
自
立
し
た
。

～
２
０
２
２
年
～

　

さ
て
、
今
年
も
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一

つ
と
し
て
、
カ
ッ
プ
ル
の
変
化
が
あ
っ
た
。
雄
の
ヤ

マ
ガ
ラ
は
同
じ
個
体
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
昨
年
ま
で

の
雌
の
ヤ
マ
ガ
ラ
を
見
る
事
が
な
か
っ
た
。
二
つ
目

に
は
野
鳥
小
屋
の
か
か
っ
て
い
る
木
が
大
き
く
な
り

す
ぎ
て
、
半
分
く
ら
い
に
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

為
、
今
年
は
う
ち
の
野
鳥
小
屋
で
子
育
て
を
す
る
か

ど
う
か
気
に
な
っ
た
。
3
月
初
め
頃
に
な
っ
て
特
別

暑
い
日
が
続
い
た
。
あ
の
「
ビ
ー
ビ
ー
！　

ビ
ー

ビ
ー
！
」
の
鳴
き
声
が
盛
ん
に
す
る
。
温
度
に
反

応
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
誰
か
見
て
い
た
ら
笑
わ

れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヤ
マ
ガ
ラ
の
雄
に
向
か
っ

て
、「
ま
だ
春
じ
ゃ
な
い
よ
！　

早
す
ぎ
る
よ
！
」

と
何
度
か
叫
ん
で
し
ま
っ
た
。
気
候
変
動
に
ヤ
マ
ガ

ラ
が
間
違
っ
て
行
動
し
て
し
ま
い
、
餌
場
に
来
て
い

山側の餌場
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供
の
巣
立
ち
を
促
し
て
い
る
の
だ
。
見
る
と
橙
色
の

く
ち
ば
し
で
グ
レ
ー
色
の
顔
を
し
た
子
供
が
不
安
げ

に
野
鳥
小
屋
か
ら
顔
を
出
し
て
外
を
見
て
い
る
。
数

メ
ー
ト
ル
よ
っ
て
も
隠
れ
よ
う
と
も
し
な
い
が
、
な

か
な
か
巣
立
と
う
と
し
な
い
。
1
時
間
は
そ
の
ま
ま

経
過
し
た
だ
ろ
う
か
、
思
い
切
っ
て
巣
立
っ
た
の
は

い
い
が
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
内
側
に
入
っ
て
来
て
し
ま
っ

た
。親
は「
そ
っ
ち
じ
ゃ
な
い
！　

こ
っ
ち
！　

こ
っ

ち
！
」
と
必
死
に
鳴
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
と
も
か

く
見
て
い
る
し
か
な
い
。
親
の
声
に
気
付
き
、
や
っ

と
空
め
が
け
て
飛
ん
で
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
異
常
に
寒
い
日
が
続
い
た
。
巣
立
っ
た

子
供
た
ち
は
通
常
だ
と
う
ち
の
近
く
に
い
た
が
、
姿

は
な
く
森
の
方
で
声
が
聞
こ
え
た
。
そ
う
い
え
ば
、

野
鳥
小
屋
の
修
理
を
済
ま
せ
た
後
、
雄
は
し
ば
ら
く

姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。
森
に
別
宅
を
作
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
木
の
洞
を
利
用
し
て
巣
を
作
る
と
い
う
。

寒
い
間
そ
こ
に
住
ま
わ
せ
て
育
て
て
い
た
よ
う
だ
。

5
月
も
後
半
に
な
っ
て
、
暖
か
く
な
る
と
う
ち
の
餌

場
に
元
気
な
子
供
達
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
で

は
子
供
た
ち
3
匹
だ
け
で
餌
場
に
い
る
事
も
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
今
年
も
子
育
て
は
成
功
！！　

餌
や
り
は
冬
場
だ
け
と
い
う
考
え
も
あ
っ
て
、
私
も

悩
ん
だ
事
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
8
年
間
ヤ
マ
ガ
ラ
達

を
日
々
観
察
し
て
い
る
と
、
や
は
り
地
球
温
暖
化
に

よ
る
気
候
変
動
は
生
き
抜
く
上
で
大
変
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。
春
で
は
な
い
の
に
、
春
が
き
た
か
と
勘

違
い
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
か
ら
。
当
然
、
自
然
界

の
虫
や
木
の
実
な
ど
ヤ
マ
ガ
ラ
が
生
き
抜
く
上
で
必

要
な
食
べ
物
に
も
そ
の
影
響
は
あ
っ
て
、
気
候
変
動

の
来
る
前
の
自
然
の
サ
イ
ク
ル
の
よ
う
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
想
像
で
き
る
。
2
年
続
き
で
ヤ
マ
ガ
ラ
が

子
育
て
を
成
功
さ
せ
た
の
は
嬉
し
い
事
で
、
そ
の
体

力
の
ベ
ー
ス
に
餌
場
が
有
効
な
ら
冬
場
だ
け
で
な
く

て
も
い
い
と
今
は
考
え
て
い
る
。
気
候
変
動
は
人
が

産
業
革
命
後
お
こ
し
て
し
ま
っ
た
事
だ
か
ら
。
ま
だ

グ
レ
ー
色
の
ヤ
マ
ガ
ラ
の
子
供
た
ち
は
今
日
も
窓
辺

の
餌
台
で
「
カ
ン
・
カ
ン
・
カ
ン
・
カ
ン
」
と
音
を

立
て
て
ひ
ま
わ
り
の
種
の
中
を
取
り
だ
し
て
食
べ
て

い
る
。
今
年
は
猛
暑
に
な
る
ら
し
い
。
さ
す
が
に
例

年
夏
に
は
餌
場
に
は
こ
な
い
。
道
志
村
に
は
き
れ
い

な
渓
流
が
あ
る
か
ら
、
そ
ち
ら
の
涼
し
い
所
に
い
る

の
だ
ろ
う
。
子
供
た
ち
の
つ
ぶ
ら
な
瞳
の
顔
を
見
る

事
が
で
き
る
の
も
、
あ
と
1
ヶ
月
ほ
ど
。
成
長
し
て

立
派
な
ヤ
マ
ガ
ラ
に
な
っ
て
、
ま
た
秋
に
な
っ
た
ら

会
お
う
ね
。
そ
れ
ま
で
元
気
で
い
て
ね
。

 

（
２
０
２
２
年
5
月
31
日
／
佐
藤
八
重
子
）

道志村　野鳥の仲間たち

雌のヤマガラと子供 2匹

備考：餌場の窓には必ず網戸を付けています。ガラス窓ですと間
違ってぶつかってしまう危険があるからです。その為、写真は鮮
明に撮ることが出来ません。そこで羊毛フェルトで作った少しデ
フォルメしたヤマガラの写真を使って紹介しています。
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２
０
２
１
年
12
月
10
日
・
11

日
、
庭
の
松
に
雪
吊
り
を
し

つ
ら
え
る
。
毎
年
恒
例
の
、

新
年
を
迎
え
る
前
に
や
っ
て

お
き
た
い
仕
事
の
一
つ
だ
。

物
心
つ
い
た
と
き
に
は
あ
っ

た
庭
の
松
。
そ
こ
へ
、
い
つ

の
頃
か
ら
か
父
親
が
雪
吊
り

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
見

様
見
真
似
で
そ
れ
を
引
き
継

ぎ
、
20
年
ほ
ど
が
経
つ
。

今
年
は
６
年
ぶ
り
の
新
調
作

業
。
庭
先
の
竹
を
伐
り
だ
す

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
竹
に

縄
を
張
り
、
藁
で
編
ん
だ
笠

を
か
ぶ
せ
、
全
体
の
よ
う
す

を
見
な
が
ら
縄
を
伸
ば
し
て

結
え
付
け
、
二
日
が
か
り
で

完
成
。

雪
が
そ
れ
ほ
ど
降
る
わ
け
で

も
な
い
。
や
ら
な
く
て
も
い

い
ん
だ
け
ど
、と
言
い
つ
つ
、

で
も
、
や
め
な
い
。
今
年
も

松
の
冬
支
度
が
整
っ
た
。

佐藤太清さんの
雪吊り

gallery
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道
祖
神

祭
り

gallery

2022

忍野村内野②

忍野村忍草①

富士河口湖町

山中湖村平野山中湖村長池

忍野村内野①

忍野村忍草②

忍野村内野①
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【
炭
俵
】

各
戸
で
は
主
婦
や
娘
が
日
当
の
よ
い
庭

先
に
蓆
を
敷
い
て
茅
草
で
炭
俵
を
編
ん

だ
。
こ
の
茅
草
は
村
の
萱
山
、
無む
じ
ん盡
茅

を
取
つ
た
後
で
刈
取
つ
て
来
る
が
、
道

志
の
萱
で
造
つ
た
炭
俵
は
天
下
一
品
の

評
が
あ
る
。

一
俵
正
四
貫
が
厳
守
さ
れ
、
風
袋
毎
四

貫
六
、七
百
目
、
良
質
の
も
の
は
梱
包

型
に
入
れ
て
角
俵
に
装
い
、
白
楢
上
、

雑
混
上
、
雑
荒
上
、
雑
荒
並
等
に
等
級

分
け
を
す
る
。一
日
の
山
稼
を
終
る
と
、

や
せ
う
ま
に
三
、四
俵
宛
を
結
ん
で
、

急
峻
な
粗
道
を
一
歩
一
歩
と
下
り
て
来

た
。

（『
道
志
七
里
』
４
７
６
頁
）

　
「
道
志
の
萱か
や

で
造
つ
た
炭
俵
は
天
下
一
品
の
評
が

あ
る
。」—

—

８
年
前
、
炭
焼
き
に
つ
い
て
調
べ
て

い
た
と
き
、
村
誌
﹃
道
志
七
里
﹄
で
見
つ
け
た
一
文

で
す
。「
天
下
一
品
」
の
言
葉
に
ひ
か
れ
、
そ
れ
ま

で
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
「
俵
」
に
つ
い
て
、
急

に
気
に
な
り
始
め
ま
し
た
。
天
下
一
品
の
俵
が
で
き

る
萱
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。ま
た
、萱
の
質
が
良
か
っ

た
だ
け
で
は
な
く
、
編
み
手
の
技
術
に
よ
る
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て

い
ず
れ
確
か
め
て
み
た
い
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

２
年
前
、
み
な
も
と
体
験
館
で
炭
焼
き
を
し
て
い

た
か
た
に
、
昔
炭
俵
を
編
む
と
き
に
使
っ
た
と
い
う

道
具
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
写
真
／
本
誌
24
・

25
号
）。
そ
れ
は
、
メ
ガ
ネ
ケ
ー
ス
く
ら
い
の
大
き

さ
の
、
持
つ
と
ず
し
り
と
重
み
の
あ
る
、
角
の
と
れ

た
桑
の
木
片
で
し
た
。
長
辺
の
真
ん
中
あ
た
り
に
穴

が
あ
り
、
紐
が
通
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
お
も

り
」
と
し
て
使
い
、
俵
の
胴
の
部
分
に
あ
た
る
す
だ

れ
を
編
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　

調
べ
る
と
、
地
域
に
よ
っ
て
お
も
り
の
素
材
や
呼

び
名
に
違
い
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
す

ま
す
興
味
深
い
一
方
、
こ
れ
を
じ
っ
さ
い
に
ど
の
よ

う
に
使
っ
た
の
か
、
今
一
つ
具
体
的
に
想
像
で
き
ず

に
い
ま
し
た
。
い
つ
か
じ
っ
さ
い
に
編
む
と
こ
ろ
を

﹁

俵
編
み
﹂

を
訪
ね
て

「ストロ」と呼ばれる、俵を編むさい
に使った木製のおもり

炭焼き特集（本誌 7 号／ 2014 年）の
さいに山中湖の民宿で見せて頂いた
道志産の炭俵。両端は枝を敷き詰め、
縄で格子状に縛ってある。差し込ま
れた木札に「楢」の字が読み取れる
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【写真に残る俵編みの風景】すだれを編んでいるようす。俵編みはもっぱら女性の仕事だった。おもりの形状や編み台の高さなど、俵編みの
細部が確認できる。（右端に写っているのは昭和 25 年に来日し、白井平地区に住んでいた宣教師の「メイ先生」（本誌 8 号に関連記事）。）

見
て
み
た
い
も
の
だ
と
改
め
て
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
そ
の
年
の
冬
、「
長
野
に
米
俵
を
つ
く
っ
て
い

る
人
を
訪
ね
て
つ
く
り
か
た
を
習
い
に
行
く
」
と
い

う
願
っ
て
も
な
い
機
会
が
あ
り
、
思
い
が
け
ず
長
年

の
夢
が
叶
い
ま
し
た
。

　

米
俵
を
つ
く
っ
て
み
て
わ
か
っ
た
の
は
、米
俵
は
、

俵
の
両
端
に
蓋
の
よ
う
に
取
り
付
け
る
「
桟

さ
ん
だ
わ
ら俵

」
づ

く
り
と
、
最
後
の
胴
の
部
分
と
の
組
み
立
て
に
こ
そ

技
と
工
夫
が
あ
り
、
醍
醐
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
ま
で
お
も
な
作
業
だ
と
思
っ
て
い
た
、
す
だ
れ

を
編
む
工
程
は
、
米
俵
づ
く
り
に
お
い
て
は
下
準
備

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
や
や
衝
撃
で
し
た
。

と
い
う
こ
と
は
、「
桟
俵
」
の
な
い
炭
俵
づ
く
り
は
、

米
俵
に
比
べ
れ
ば
簡
単
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
、
と
も
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
習
っ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
う
ち
に
と
、

雪
が
溶
け
、
暖
か
く
な
る
な
か
、
ま
だ
あ
ち
こ
ち
に

生
え
て
い
る
萱
（
ス
ス
キ
）
を
刈
り
、
炭
俵
用
の
す

だ
れ
を
編
ん
で
み
ま
し
た
。

　

編
ん
で
み
て
わ
か
っ
た
の
は
、
米
俵
の
材
料
と
な

る
藁
と
、
炭
俵
の
材
料
と
な
る
萱
と
で
は
、
材
質
が

違
う
と
い
う
こ
と
。
萱
は
硬
く
、
反
っ
て
い
る
た

め
、
編
む
と
ど
う
し
て
も
隙
間
が
空
い
て
し
ま
い
ま

す
。
丈
夫
で
は
あ
り
そ
う
で
す
が
、
米
粒
は
こ
ぼ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
藁
の
よ
う
に
、
何
本
か
束
に
と
っ
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【編んでみたすだれ（左・右上）】おもりは適当な太さの枝をぶつ切りにしたものを使用。軽すぎても重すぎても役に立たない。
【前川タサさんのミニ炭俵（右下）】みなもと体験館には、数年前竹炭を焼いたさいにつくった、鉛筆立てほどの大きさのユニークな炭俵が

展示されている。子どものころに見た俵を思い出しながらこれをつくったのは、秋田県出身の前川タサさん。藁と萱の両方で製作。縦糸に
カラフルな革紐を使い、底の部分は糸を張るなど、オリジナルの工夫が施されている。／この俵を編むために体験館のスタッフが編み台を
製作。その編み台があることを知ったおかげで、すだれを編んでみることができた。

て
、
こ
も
を
編
む
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
材

を
う
ま
く
加
工
す
る
工
夫
を
知
ら
な
け
れ
ば
編
む
の

は
簡
単
で
は
な
い
こ
と
。
乾
燥
し
た
萱
は
曲
げ
る
と

折
れ
て
し
ま
い
、
写
真
の
炭
俵
の
よ
う
に
端
を
折
り

返
し
て
編
み
込
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
葉
が
黒
ず
ん
で
い
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
取
り

除
い
て
茎
だ
け
を
使
い
ま
し
た
が
、
そ
の
分
手
間
が

か
か
っ
た
う
え
に
、
隙
間
も
余
計
に
で
き
て
し
ま
い

ま
し
た
。雪
が
積
も
る
前
に
収
穫
し
た
も
の
な
ら
ば
、

き
れ
い
で
、柔
ら
か
さ
も
あ
っ
て
扱
い
や
す
い
の
か
。

あ
る
い
は
、
編
む
前
に
水
に
浸
し
た
り
叩
い
た
り
す

れ
ば
よ
い
の
か
。

　
「
天
下
一
品
の
俵
が
で
き
る
萱
と
は
ど
ん
な
も
の

か
」「
萱
の
質
が
良
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
編
み

手
の
技
術
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
」。
初
め
の
問
い
に
戻
る
と
、
じ
っ
さ
い
に
編
ん

で
み
て
わ
か
っ
た
の
は
、
よ
い
萱
と
は
、
①
き
れ
い

で
②
ま
っ
す
ぐ
で
③
柔
ら
か
さ
と
丈
夫
さ
を
備
え
て

い
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
よ
い
俵

を
つ
く
る
に
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
加
工
し
や
す
く
す

る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
こ
う
し
て
書
く
と
当

た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
が
わ
か
る
の

に
８
年
か
か
り
ま
し
た
。
天
下
一
品
の
炭
俵
が
わ
か

る
に
は
、
も
う
し
ば
ら
く
か
か
り
そ
う
で
す
。 

 

（
香
西
恵
）

「俵編み」
� を訪ねて
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米俵のつくりかた ＠長野県飯島町

❶藁をすぐる
櫛状の台に藁を通し、茎を残して余分な
葉を取り除く

❷こもを編む
編み台を使い藁でこもを編む。編み上
がったら、端を切り揃え、筒になるよう
につなげ、両端に紐を通しておく

❸桟俵（さんだわら）をつくる
濡らした藁を束ねて折り返したものを治
具の上に広げ、回しながら円形に編み込
んでいく

❹組み立てる（かがりづけ）
こもの両端を濡らして折り曲げ、桟俵を
かぶせて紐で綴じる。胴の部分を均等に
縛る

教えてくださったのは…
長野県上伊那郡飯島町で、藁細工で地域を盛り上げる「合同会社
わらむ」の酒井裕司さん。米俵をはじめ、猫つぐらやわらじ、し
め縄など、藁細工の技を継承し、資源としての藁の可能性を探り、
余すところなく生かすさまざまな活動をされている。3 日間みっち
りと米俵つくりのおもしろさと藁の魅力を教えていただきました。

完成した米俵と。（2021 年 2 月 11 日）（右から 2 番目が酒井さん）●合同会社わらむ　https://komedawara.net

完成！
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塩
漬
け
に
し
、
冬
季
の
食
料
が
な
い
時
期
に
備
え
る
。
事
実
、
山
菜
の
塩
漬
け
が
あ

る
と
冬
の
食
卓
は
と
て
も
華
や
か
で
あ
る
。
最
近
人
気
が
あ
る
薪
ス
ト
ー
ブ
も
燃
料

の
薪
は
春
か
ら
せ
っ
せ
と
用
意
し
て
お
く
。
夏
の
間
に
乾
か
さ
な
い
と
、
良
質
な
薪

と
し
て
使
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

人
々
は
冬
に
備
え
備
蓄
を
し
、
冬
を
暮
ら
し
て
き
た
。
冬
の
間
、
雪
に
埋
も
れ
て

何
も
出
来
な
い
の
か
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
う
で
は
な
い
。
人
々
は
春
か
ら
の
活
動
期
に

備
え
、
多
く
の
準
備
を
す
る
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
大
切
な
の
が
、
俵
編
み
で
あ
る
。

昭
和
30
年
あ
た
り
ま
で
、
収
穫
さ
れ
た
お
米
は
俵
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
俵
を

作
る
の
は
農
家
の
冬
の
仕
事
だ
っ
た
。
ひ
と
つ
の
俵
を
作
る
の
に
結
構
な
時
間
が
か

か
る
。
農
家
は
自
分
た
ち
の
作
る
お
米
の
取
れ
る
分
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冬

の
間
も
か
な
り
忙
し
い
の
だ
。
さ
ら
に
縄
を
編
む
こ
と
も
必
要
、
雪
靴
、
わ
ら
じ
、

け
ら
な
ど
、
衣
料
も
多
く
は
自
分
た
ち
の
田
ん
ぼ
か
ら
取
れ
た
わ
ら
を
使
っ
て
作
っ

て
い
た
。
暖
か
く
暮
ら
し
た
と
表
現
す
る
人
も
い
れ
ば
、
冬
を
し
の
い
で
き
た
と
い

う
人
も
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
冬
は
春
か
ら
の
仕
事
に
備
え
、
春
か
ら
秋
ま
で
に

冬
の
備
え
を
し
た
。

　

秋
田
で
の
暮
ら
し
の
特
徴
は
、
備
え
る
こ
と
が
暖
か
い
地
方
よ
り
、
多
く
必
要
な

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
時
期
に
次
の
仕
事
の
備
え
を
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
北
国
の

人
が
ま
じ
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
こ
ら
辺
の
特
徴
に
起
因
し
て
い
る
。

　

戦
前
の
生
活
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
大
い
に
あ
る
と
思
う
。
少
な
く
と
も
、
農
家
と
し

て
は
、
自
然
の
流
れ
に
な
ら
っ
て
、
そ
の
時
期
の
仕
事
に
精
を
出
し
て
生
き
た
い
と

思
う
。
そ
れ
が
次
の
季
節
へ
の
備
え
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

（
２
０
２
２
年
2
月　

宮
入
広
光
）

　

秋
田
県
は
豪
雪
地
帯
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
私
の
暮
ら
す
日
本
海
沿
岸
の
町
は
日
本

海
が
近
い
影
響
で
雪
が
少
な
い
。
そ
れ
で
も
、
冬
の
暮
ら
し
は
雪
の
な
か
で
の
営
み

で
あ
る
。
朝
は
積
も
っ
た
雪
を
寄
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
歩
く
と
き
は
長
靴
、
車

は
滑
ら
な
い
よ
う
に
ス
タ
ッ
ト
レ
ス
タ
イ
ヤ
に
履
き
替
え
る
。
日
中
の
気
温
も
0
度

あ
た
り
、
日
照
は
極
め
て
少
な
い
の
で
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
に
燃
料
も
た
く
さ
ん

使
う
。

　

そ
の
た
め
に
、
秋
田
の
冬
は
ど
う
し
て
も
活
動
が
停
滞
し
て
し
ま
う
。
経
済
も
然

り
で
あ
る
。
戦
後
は
こ
の
気
候
で
あ
ろ
う
と
も
都
会
並
み
の
生
活
に
近
づ
く
こ
と
を

目
指
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
現
在
の
秋
田
が
関
東
や
関
西
と
明
ら
か
に
異
な
る
気
候

な
の
に
、
経
済
活
動
は
一
律
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
枠
で
は
達
成
さ
れ
た
と
い
っ

て
い
い
。
こ
れ
は
、
秋
田
に
暮
ら
す
多
く
の
人
々
の
願
い
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で

は
あ
る
が
、
国
家
的
な
戦
略
で
あ
り
、
国
際
的
な
流
れ
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
雪

は
経
済
を
滞
ら
せ
る
存
在
と
み
な
さ
れ
、
大
き
な
除
雪
車
が
毎
日
稼
働
し
、
そ
こ
に

は
大
き
な
予
算
が
投
入
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
戦
前
・
戦
後
の
間
も
な
い
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
秋
田
で
暮
ら
す

人
々
の
雪
の
中
で
の
暮
ら
し
は
、
気
候
の
な
り
に
合
わ
せ
る
暮
ら
し
で
あ
り
、
特
に

山
間
部
で
は
、
冬
は
他
地
域
と
隔
絶
さ
れ
た
時
間
で
あ
っ
た
。
冬
に
備
え
、
人
々
は

衣
食
住
の
備
え
を
す
る
。
そ
の
心
構
え
、
習
慣
は
今
で
も
根
底
に
続
か
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
秋
田
で
は
山
菜
採
り
が
盛
ん
で
あ
る
。
山
か
ら
収
穫
し
て
き
た
山
菜
は

農
閑
期
の
暮
ら
し

［寄稿］

「俵編み」
� を訪ねて
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no.26
⑮レストラン　HOROHORO　佐藤孝一　ひづるさん

　和出村付近の国
道沿いに広い駐車
場と箱庭風のガー
デンが印象的な、瀟
洒なレストラン「ほ
ろほろ」がある。
　ご夫婦が26年前
の結婚を機に営業
を始めたころは、夜
の飲食がメインだっ
たが飲酒運転規制
後は、昼食にお客が
流れてきたと言う。
料理の味は「すげえ
おいしそう」という写
メのお客もいて、リピ
ーターも多い。平日
は村民が、週末は村
外の利用客がよく訪
れている。おすすめ
は「完熟トマトソー
スのふわふわオムラ
イス」とのこと。一度
は食する価値あり。

作画　仲井義晶

今号を制作中に、「えじっこ」という言葉を知りまし
た。かつて山へ行くときにお弁当などを入れた、菅（ス
ゲ）縄で編んだ網状のリュックサックのようなものの

ことだそう。炭俵の素材、萱（ススキ）は身近ですが、
菅はあまり馴染みがありません。「えじっこ」と「菅」
について、気になるこの頃です。
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