
「颋껿を　山野に䷑し　䩔りかにて　多摩の横山　䏻塥か鹦らむ」（┒蜗集）
䷑擸してある颋껿を䩔まえる׆とができなくて、ꣅしいという「多摩の横山」を（ꡔ☔に颫♳する夫に）塥かせてしまう
。とになったよ׆
の堭は、㜧荁時代に編まれた「┒蜗集」の堭の一つです。「ꡔ☔」として塡襓㎁をꦕれて▆䃸に颫♳する夫を妻が妳鸦っ׆   
た堭です。「多摩の横山」と⽛ףれる場䢥は、ちうל帝京大学八王子キャンتق⼽鱨にあたります。┬ꢹが、横に長く
鵽なる様子を当時の☔々は「多摩の横山」と⽛צました。┒蜗集のꮽの「多摩の横山」のꪫ影は、現在は㵼なくなりつつ
あります。ですが、しっかりと目を⭍らしてײると鷨⸻のꪫ影を䚉取る׆とのできる場䢥が墦っています。そして、そ
れらの場䢥には鷨⸻から現在までの☔々の営ײが鵽秜と禈いています。׆のプロジェクトは「多摩の横山」に墦された舅
抅や文化、塷⺒、そして現在の☔々の営ײに⩞を当てて磆☭するものです。俊壿は⛰妳なく鵟り鷨ׁて妳がつかない뇂力
あふれる「横山」ならן「多摩のヨコガオ」を䫒して記ꎰし、社会に発⟓していきます。

帝京大学総合博物館  多摩のヨコガオ発見プロジェクト
帝京大学八王子キャンパス周辺の自然、文化、歴史、現在に関する魅力を、帝京大学総合博物館が
調査したことをもとにして広く社会に紹介するプロジェクトです。
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キラリと輝く多摩の歴史・文化・自然・現在を記録し発信するフリーマガジン

mico tama
帝京大学総合博物館
多摩のヨコガオ発見プロジェクト
フリーマガジン  2025　第9号
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八
王
子
を
綴
る
、
ふ
だ
ん
記
を
追
う

織
物
を
つ
な
ぐ

南
多
摩
の
メ
カ
イ
製
作
技
術

後
編

狭
間
地
域
巡
検
記

「
当
た
り
前
の
あ
り
が
た
さ
」
を
後
世
に
繋
ぐ

八王子に生きる



表紙写真

狭間町、御嶽神社にて。
五穀豊穣や厄除けとして受け継がれてき
た狭間の獅子舞が奉納される。

(2024 年 8 月 18 日）

「ミコタマ」の名前の由来
ミコタマとは、ラテン語の「輝く」という意味のミコ（Mico）と多摩
地域のタマ (Tama) を合わせた言葉です。キラリと輝く多摩の魅力
を本紙を通じて記録し、発信したいとの思いを込めました。

Contents
キラリと輝く多摩の歴史・文化・自然・現在を記録し発信するフリーマガジン

帝京大学総合博物館
多摩のヨコガオ発見プロジェクト  フリーマガジン   2025 第9号

帝京大学総合博物館について
本館は 2015 年 9 月に帝京大学八王子
キャンパス内に開館した博物館です。
帝京大学の持つ貴重な学術資料や最新
の研究成果を、展示や講座などを通じて
社会に広く公開しています。どなたでも入
館できます。ぜひお越しください。

・Web サイト：https://teikyo.jp/museum/

・X( 旧 :Twitter)(@Teikyo_Museum）：https://twitter.       
    com/Teikyo_Museum

・Instagram（@teikyo_museum）：https://  
instagram.com/teikyo_museum/

・YouTube：https://youtube.com/channel/UCFAxF_

本誌の編集について
本誌『ミコタマ』は、帝京大学総合博物館

（帝京大学八王子キャンパス内）で展開
中の「多摩のヨコガオ発見プロジェクト」
の一環として作成しています。プロジェク
トについては裏表紙をご覧ください。
　本誌の企画・取材・執筆・デザイン
は、帝京大学総合博物館の指導のもと、
すべて帝京大学に在籍する学生が中心
に行っています。また、本号は八王子
市郷土資料館を中核館とする文化庁
Innovate MUSEUM 事業地域課題対応
支援事業「共創で紡ぐ、桑

そ う と

都・八王子
の歴史文化継承と博物館機能強化事業」
の助成を受け発行しております。

mico tama
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ふだん記の草稿。手書きやメールなど人により提出方法は様々。（2024 年 10 月 28 日 橋本夫妻宅にて撮影）
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八
王
子
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綴
る
︑

ふ
だ
ん
記
を
追
う

11

織
物
を
つ
な
ぐ

│
そ
の
原
動
力
と
は
│

14

南
多
摩
の
メ
カ
イ
製
作
技
術

後
編

18

狭
間
地
域
巡
検
記

22
﹁
当
た
り
前
の
あ
り
が
た
さ
﹂
を

後
世
に
繋
ぐ

│
養
蚕
が
も
た
ら
す
も
の
│

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

28

文
化
の
繋
ぎ
手
と
し
て
の
博
物
館

～
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
の
役
割
～

30

ミ
コ
タ
マ
通
信

31

編
集
後
記
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▲ミコイカ。ミコタマのキャラクター。
　多摩地域（右図）の形がモチーフ。

八王子博物館

八王子長田養蚕

帝京大学総合博物館

八王子由木メカイの会
（田んぼの学校）

東京都立
八王子桑志高等学校

※地理院地図（国土地理院）を加工して作成

 　八王子由木メカイの会
堀之内
 　八王子由木メカイの会 　 八王子長田養蚕

滝山町
　 八王子長田養蚕

　 織物
子安町（八王子博物館）
千人町（東京都立八王子桑志高校）

　 織物
子安町（八王子博物館）

八王子市の地図

2025  第 9 号  　　　　　　4  　　　　　　



東京都立
八王子桑志高等学校

高尾山

御嶽神社

今号の取材マップ
※地理院地図（国土地理院）を加工して作成

       ふだん記
子安町（八王子博物館）
橋本鋼二さん・緑さんのお宅

       ふだん記  　狭間の獅子舞
狭間町
 　狭間の獅子舞
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特
集八

王
子
に
生
き
る

八
王
子
は
、
都
心
部
か
ら
少
し
離
れ
た
、
多
摩
の
南
部
に
位
置
す
る

非
常
に
大
き
な
街
で
、
約
56
万
人
の
人
口
を
抱
え
て
い
ま
す
。

多
く
の
人
が
こ
の
街
で
生
活
し
、
様
々
な
文
化
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

今
回
私
た
ち
は
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
の
全
面
的
な
協
力
の
も
と
、

八
王
子
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
特
集
を
組
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
が
普
段
活
動
し
て
い
る
帝
京
大
学
も
位
置
し
て
い
る
八
王
子
。

高
尾
山
を
望
む
こ
の
街
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
て
み
る
と
、
八
王
子
を

桑
都
と
言
わ
し
め
た
豊
か
な
歴
史
と
、
昔
な
が
ら
の
人
情
に
溢
れ
た
、

美
し
い
景
色
が
そ
こ
か
し
こ
に
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
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高尾山から望む八王子市街地（2024 年 12 月 20 日撮影）
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▲橋本さん宅へ集まるふだん記の原稿。緑さんが校正を行う

䡵
䏲
仼
儖

냕
䈱
磬
岷
䡗
Ꝏ
僿
洠
خ
⺅

╈
の
典
京
に
ا
إ
د

八
王
子
䄫
ذ
س
⛨

㱝
㍚
㏐
ظ
䄄
哅
㍚
㏐
の
ꝧ
発
ب
鶟
ط

大

き
ة
剚
ئ
ح

多
ة
の
☔
ب
八
王
子
の
轵

ذ
倲
غ
ث
仼
儖
磬
岷
ق
䶹
ئ

☪
の
㣓
ط

ذ
発
㷣
ث
د
き
ح


ت
の
ع
ئ
ر
塷
⺒
ق
䧏
خ
八
王
子
ذ



９


䇗

噛س
ث
ظ
ذ
ع
ث
ا

儖
紶
㜂
ذ
إ
ئ
☔
物
ب

┉
خ
の
乃

鷞
Ⳃ
ق
㡎
ظ
ح

⹆
ⱶ
س
舅

榺

⛰
ق
傴
ة
の
ظ
舅
榺

鍶
堭
ذ
ظ
仼

鋗
ذ
ظ
ن
＃
لا
م
ذ
ظ
ر
إ
二
ث
إ
䎬
の

乃
珕
﹁
ص
ح
ق
鋗
﹂﹁
┖
䣆
ذ
إ
إ
﹂﹁
䉑

妨
の
銧
蜗
ق
儖
に
ث
د
䏲
┩
に
墦
ج
﹂
ذ

إ
ئ
噛
儖
紶
㜂
の
Ｂ
＃
ト
［
ذ
⪦
に
八
王

子
ذ
生
ط
غ
ح
ص
ح
ق
鋗
鷞
Ⳃ
س

ح
の

䏲

宾
鷹
ب
غ
▆
䃸
ط
ذ
仼
儖
⺨
㏐
に
䇶

ب
خ
ح

僃
沸
僿
ذ
奂
ض
د
釨
嘗
س
㵸
ث

ة
ر
خ
ح
ظ
の
の

☪
ر
ا
☔
չ
の
䑏
ق

䘿
き
خ
ت
د
إ
る


橋
本
義
夫
と
い
う
男

１
９
６
８
年
︑
ふ
だ
ん
記
の
活
動
は
そ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
︒
創
始
者
の
橋
本
義
夫

は
１
９
０
２
年
に
八
王
子
で
生
ま
れ
た
︒

彼
に
つ
い
て
は
数
多
の
書
籍
や
記
録
に

よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
こ
で
は

割
愛
す
る
︒
そ
れ
ら
の
文
献
に
よ
れ
ば
︑

彼
が
沢
山
の
人
に
慕
わ
れ
︑
ま
た
多
く
の

人
と
対
立
し
な
が
ら
生
き
た
社
会
運
動

家
︑
か
つ
文
学
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
︒
私
は
橋
本
義
夫
の
こ
と
を
も
っ
と

知
る
た
め
︑
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
の
紹

介
で
︑
ふ
だ
ん
記
の
活
動
に
定
期
的
に
参

加
し
て
い
る
︑
94
歳
の
山や
ま
も
と
ち
え
こ

本
千
枝
子
さ
ん

に
お
話
を
伺
っ
た
︒

山
本
さ
ん
は
非
常
に
快
活
で
︑
芯
の

通
っ
た
方
だ
っ
た
︒
彼
女
が
橋
本
義
夫
を

語
る
そ
の
目
に
は
︑
少
女
が
持
つ
よ
う
な

憧
れ
と
親
し
み
が
込
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ

れ
だ
け
で
も
橋
本
義
夫
の
人
柄
を
う
か
が

え
た
︒

﹁
橋
本
さ
ん
は
だ
れ
が
何
と
い
っ
て
も

自
分
の
意
志
を
曲
げ
な
い
︑
自
分
ら
し
く

と
い
う
生
き
方
を
し
た
人
︒
恥
を
か
か
さ

れ
た
り
虐
げ
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
も
そ
う

い
う
状
況
の
中
で
自
分
を
開
拓
し
た
人
﹂

橋
本
義
夫
の
人
物
像
を
こ
う
語
っ
た
︒

山
本
さ
ん
は
生
き
て
き
た
中
で
︑
大
き

八王子を綴る、
ふだん記を追う
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▲ふだん記への思いを語る山本さん

▲橋本ご夫妻

▲様々な地域に「ふだん記」のグループがある

な
後
悔
を
す
る
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
そ

う
だ
︒
後
悔
を
橋
本
義
夫
に
吐
露
し
た
際

﹁
自
分
が
気
づ
い
て
悪
い
と
思
っ
た
ら
す

ぐ
に
謝
り
な
さ
い
︒
そ
れ
が
一
番
だ
よ
﹂

と
い
う
言
葉
を
か
け
て
も
ら
っ
た
と
い

う
︒﹁
橋
本
義
夫
を
通
し
て
学
び
を
得
て
︑

自
分
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
話

し
て
く
れ
た
︒
山
本
さ
ん
の
生
き
方
の
核

の
部
分
に
︑
橋
本
義
夫
の
教
え
が
深
く
刻

ま
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
︒

ま
た
︑
山
本
さ
ん
は
︑
自
身
の
ふ
だ
ん

記
の
活
動
を
﹁
書
い
て
て
よ
か
っ
た
︒
ど

ん
な
こ
と
で
も
題
材
に
な
る
︒
色
々
な
こ

と
に
疑
問
が
持
て
る
﹂
と
語
っ
た
︒
ふ
だ

ん
記
は
山
本
さ
ん
の
快
活
さ
の
一
端
を

担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

ふ
だ
ん
記
に
残
る
遺
志

山
本
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
さ
ら
に
ふ

だ
ん
記
に
興
味
を
持
っ
た
私
は
︑
橋
本
義

夫
の
息
子
に
あ
た
る
橋は
し
も
と本

鋼こ
う
じ二

さ
ん
と
︑

妻
の
橋
本
緑み
ど
りさ
ん
を
訪
ね
る
こ
と
に
し

た
︒
お
２
人
と
も
優
し
く
︑
急
な
お
願
い

だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
温
か
く
出
迎

え
て
く
れ
た
︒
ふ
だ
ん
記
に
は
い
く
つ
か

の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
︑
そ
の
中
で
も
橋
本

さ
ん
ら
は
﹁
雲
の
碑
﹂
と
い
う
︑
橋
本
義

夫
の
理
念
を
ま
っ
す
ぐ
に
受
け
継
い
だ
グ

ル
ー
プ
で
活
動
し
て
い
る
︒
緑
さ
ん
は
現

在
︑
そ
の
﹁
雲
の
碑
﹂
の
窓
口
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
そ
う
︒
年
に
２
回
︑
参
加
者

を
募
っ
て
ふ
だ
ん
記
を
発
行
し
て
お
り
︑

受
け
取
っ
た
原
稿
の
誤
字
や
事
実
誤
認
は

緑
さ
ん
が
修
正
し
︑
そ
の
後
︑
校
正
を
ス

タ
ッ
フ
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
︒

﹁
下
手
で
い
い
﹂

ふ
だ
ん
記
の
魅
力
に
つ
い
て
伺
っ
た

際
︑
山
本
さ
ん
や
橋
本
夫
妻
が
一
番
に
挙

げ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
下
手
で
い

い
﹂と
い
う
こ
と
だ
︒
時
代
は
戦
後
日
本
︑

男
女
格
差
や
貧
富
の
差
な
ど
様
々
な
問
題

を
抱
え
な
が
ら
も
︑
復
興
と
経
済
成
長
を

目
指
し
人
々
が
躍
進
し
て
い
た
時
代
︒
新

聞
の
投
稿
な
ど
は
学
の
あ
る
人
間
が
嗜
む

も
の
で
あ
り
︑
庶
民
に
と
っ
て
自
分
の
書

い
た
文
章
を
人
に
見
せ
る
行
為
と
い
う
の

は
非
日
常
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒

そ
ん
な
世
の
中
に
︑
橋
本
義
夫
は
﹁
ふ

だ
ん
記
﹂
と
い
う
手
段
を
も
っ
て
切
り
込

ん
だ
︒
社
会
格
差
な
ど
か
ら
生
ま
れ
た
文

章
を
書
く
こ
と
の
抵
抗
感
を
︑﹁
下
手
で

い
い
か
ら
﹂
と
い
う
激
励
と
共
に
払
拭

し
︑
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
記
録
を
書
か

せ
た
︒
文
章
を
書
く
こ
と
は
恥
ず
か
し
い

こ
と
じ
ゃ
な
い
︑
何
を
書
い
た
っ
て
い

い
︒
そ
れ
を
ま
と
め
て
本
に
し
て
後
世
に
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残
す
︒﹁
ど
ん
な
も
の
で
も
︑自
分
で
思
っ

て
る
こ
と
を
言
葉
で
書
け
ば
本
に
な
る
︒

残
る
ん
だ
よ
﹂
と
い
う
橋
本
義
夫
の
言
葉

は
︑
当
時
の
民
衆
に
力
を
与
え
た
︒

庶
民
が
文
字
を
残
す
と
い
う
こ
と

橋
本
義
夫
は
︑
庶
民
を
何
よ
り
大
事
に

し
た
︒
庶
民
が
文
章
を
書
い
て
本
に
し
︑

残
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い

た
︒東

日
本
大
震
災
が
あ
っ
た
２
０
１
１
年

と
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
が
発
生
し
た
２
０
２
０
年
に
発
行

さ
れ
た
ふ
だ
ん
記
を
︑
橋
本
夫
妻
宅
の
書

庫
で
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
︒
そ
の
土
地
で

そ
の
時
を
生
き
て
い
た
人
々
の
リ
ア
ル
な

思
い
が
︑
本
に
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
た
︒

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
︒今
年
の
冬
は
寒
い
︑

今
年
は
米
が
豊
作
だ
︑
最
近
は
こ
ん
な
歌

が
流
行
っ
て
い
る
︙
︙
︒
北
海
道
か
ら
九

州
と
い
っ
た
広
い
範
囲
で
愛
さ
れ
て
い
る

活
動
故
の
︑
土
地
柄
や
時
代
の
流
れ
︑
庶

民
の
目
が
捉
え
た
社
会
や
生
活
の
中
の
小

さ
な
幸
せ
が
︑
ふ
だ
ん
記
に
は
詰
め
込
ま

れ
て
い
る
︒

橋
本
鋼
二
さ
ん
は
﹁
ふ
だ
ん
記
に
は
戦

争
の
記
録
な
ど
も
多
く
︑
そ
れ
を
残
せ
る

の
は
自
分
ら
が
最
後
の
世
代
だ
﹂
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
︒
ふ
だ
ん
記
の
バ
ッ
ク
ナ

ン
バ
ー
を
見
る
と
︑
確
か
に
戦
争
︑
特
に

八
王
子
空
襲
に
言
及
し
た
記
録
も
多
く

残
っ
て
い
た
︒
公
的
に
残
さ
れ
た
記
録
で

は
な
い
そ
れ
は
︑
そ
の
痛
み
や
悲
し
み
を

痛
切
に
私
た
ち
読
者
に
訴
え
か
け
て
く

る
︒
美
し
い
だ
け
じ
ゃ
な
い
八
王
子
の
景

色
︒
し
か
し
同
じ
よ
う
に
︑
八
王
子
の
街

で
生
ま
れ
た
幸
福
の
様
子
も
沢
山
残
さ
れ

て
い
る
︒
こ
の
町
で
生
き
た
人
に
し
か
書

け
な
い
生
き
た
記
録
だ
︒

私
が
ふ
だ
ん
記
を
初
め
て
読
ん
だ
と

き
︑エ
ッ
セ
イ
で
も
な
く
日
記
で
も
な
い
︑

誰
か
の
思
い
出
を
の
ぞ
き
見
し
て
い
る
よ

う
な
感
覚
に
な
っ
た
︒
独
り
言
を
書
き
連

ね
て
い
る
よ
う
で
い
て
︑
ど
こ
か
余
所
行

き
な
文
章
︒
そ
れ
は
ま
る
で
は
る
か
遠
く

の
︑
ま
た
は
ず
っ
と
先
の
未
来
の
人
に
読

ま
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒

情
報
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
は
な
く
︑

土
地
も
時
間
も
超
え
た
先
の
﹁
庶
民
﹂
が
︑

真
摯
に
書
い
た
一
冊
の
文
章
を
前
に
︑
そ

ん
な
こ
と
を
感
じ
た
︒

八
王
子
で
ふ
だ
ん
記
を
書
く
人
々

ふ
だ
ん
記
は
年
々
会
員
が
減
り
続
け
て

お
り
︑
今
で
は
一
番
若
い
人
で
50
代
だ
と

い
う
︒
広
げ
て
い
き
た
い
思
い
は
あ
る

が
︑
や
は
り
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
そ
う

だ
︒
こ
の
八
王
子
で
生
ま
れ
︑
何
十
年
に

も
渡
っ
て
人
の
思
い
を
繋
げ
て
き
た
ふ
だ

ん
記
が
︑
こ
の
ま
ま
衰
退
し
て
し
ま
う
の

は
︑
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
と
思

う
︒
自
ら
筆
を
執
っ
て
自
分
と
向
き
合
う

時
間
︑
そ
れ
ら
を
本
に
し
て
共
有
す
る
空

間
は
︑
せ
わ
し
な
い
社
会
の
中
で
︑
か
け

が
え
の
な
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
私
が
ミ
コ
タ
マ
の
活
動
を
続
け

て
い
る
理
由
も
︑
同
じ
よ
う
な
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
︑
と
ふ
と
思
っ
た
︒
誰
か

に
強
制
さ
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
︑
誰
か
に

見
せ
る
た
め
の
文
章
を
真
摯
に
描
く
︒
そ

れ
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
︑
私

に
と
っ
て
物
凄
く
大
切
な
ひ
と
と
き
な
の

か
も
し
れ
な
い
︒
橋
本
義
夫
は
言
っ
た
︒

字
が
汚
く
て
も
短
く
て
も
下
手
で
も
い

い
︒
要
は
﹁
書
く
か
︑書
か
ぬ
か
で
あ
る
﹂

と
︒
自
分
の
書
い
た
文
章
を
人
に
見
せ
る

行
為
が
日
常
的
と
な
っ
た
現
在
で
も
︑
そ

ん
な
橋
本
義
夫
の
想
い
は
︑
人
々
に
愛
さ

れ
︑
守
ら
れ
る
ふ
だ
ん
記
の
中
で
語
り
継

が
れ
て
い
る
︒

広
野
楓
花
︵
日
本
文
化
学
科
２
年
︶

＝
文
・
デ
ザ
イ
ン

児
玉
悠
斗
︵
心
理
学
科
２
年
︶
＝
写
真

ふ
だ
ん
記
グ
ル
ー
プ
﹁
雲
の
碑
﹂

〒
１
９
２
︱
０
９
１
３

東
京
都
八
王
子
北
野
台
２
︱
１
３
︱
６

℡
：
０
４
２
︱
６
３
６
︱
８
４
２
２

ふ
だ
ん
記
グ
ル
ー
プ
﹁
雲
の
碑
﹂
窓
口
の

電
話
番
号
︑
住
所
を
記
載
す
る
︒
気
に
な
っ

た
方
は
ぜ
ひ
投
稿
し
て
み
て
ほ
し
い
︒
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子
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塷
⺒
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绂
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ح
ت
ذ
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仼
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榤
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館
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ﾮ
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خ
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ガ
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＆
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る
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の
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い
ち
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䄫
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ق
に
ا
鎇
ق
绂
إ
ح


絹
を
活
か
す
た
め
に

現
在
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
さ
れ
て

い
る
村
野
さ
ん
は
︑
東
京
都
立
八
王
子
工

業
高
等
学
校
の
出
身
だ
︒
八
王
子
工
業
高

校
は
八
王
子
織
物
染
色
講
習
所
を
起
源

︵
１
８
８
７
︵
明
治
20
︶
年
︶
と
し
︑
八

王
子
の
織
物
産
業
を
担
う
人
材
育
成
の
役

割
を
果
た
し
た
︒
村
野
さ
ん
は
そ
こ
で
主

に
﹁
染
め
﹂
と
﹁
織
り
﹂
に
関
す
る
分
野

を
学
ん
だ
︒

卒
業
後
︑
八
王
子
で
生
産
さ
れ
る
紋も
ん

織お
り

お
召め
し

︵
上
質
な
織
物
の
一
種
︶
の
多た

摩ま

結ゆ
う

城き

工
場
に
就
職
︑
そ
の
２
年
後
に
は
農
林

水
産
省
の
蚕さ
ん

糸し

試
験
場
に
転
じ
た
︒
そ
こ

で
﹁
絹
織
物
の
風
合
︵
あ
じ
4

4

︶﹂
と
い
う

感
覚
的
な
評
価
を
客
観
的
な
数
字
に
表
す

方
法
に
取
り
組
ん
だ
︒
そ
の
後
︑
衣
服
の

帯
電
防
止
法
の
研
究
を
命
じ
ら
れ
た
︒
実

際
に
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
現
場
で
は
静

電
気
に
よ
る
火
事
も
起
こ
っ
て
い
た
と
い

う
︒﹁

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑

電
気
の
こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
﹂
そ
う

考
え
た
村
野
さ
ん
は
︑
東
京
電
機
大
学
短

期
大
学
に
入
学
し
た
︒
大
学
で
学
ん
だ
知

識
を
生
か
し
︑
静
電
気
が
起
き
な
い
よ
う

な
糸
の
組
み
合
わ
せ
を
探
っ
た
︒
研
究
は

10
年
に
わ
た
る
︒絹
は
帯
電
し
に
く
い
上
︑

帯
電
し
た
と
し
て
も
プ
ラ
ス
に
帯
電
し
や

す
い
︒
そ
こ
で
︑﹁
は
げ
し
く
マ
イ
ナ
ス

側
に
帯
電
す
る
合
成
繊
維
と
絹
を
撚よ

り
合

わ
せ
れ
ば
︑
摩
擦
し
て
も
帯
電
障
害
︵
静

電
気
に
よ
る
障
害
の
こ
と
︒
衣
服
が
張
り

付
く
不
快
感
な
ど
︶
が
緩
和
さ
れ
る
か
︑

相そ
う

殺さ
い

さ
れ
る
﹂
と
い
う
仮
説
を
研
究
し
︑

絹
の
繊
維
上
に
て
証
明
し
た
︒

大
学
で
未
知
の
分
野
を
勉
強
し
て
ま
で

絹
を
活
か
す
た
め
に
努
力
し
た
こ
と
は
︑

そ
う
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
︒
村

野
さ
ん
の
絹
に
対
す
る
一
貫
し
た
姿
勢
と

そ
の
熱
意
は
驚
く
べ
き
も
の
だ
︒

▲はちはくにある高機を織る村野さん
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教
え
る
う
ち
に
変
化
す
る
手
つ
き

は
ち
は
く
で
は
︑
明
治
時
代
に
実
際
に

使
わ
れ
て
い
た
高た
か

機ば
た

と
い
う
種
類
の
機
織

り
機
で
︑
機
織
り
の
体
験
が
で
き
る
︒
高

機
で
は
︑
腰こ
し

板い
た

に
腰
を
か
け
︑
ペ
ダ
ル
の

よ
う
な
踏
み
木
を
踏
む
こ
と
で
織
り
あ
げ

る
︒体

験
に
は
小
学
生
が
多
い
と
い
う
︒
ガ

イ
ド
の
村
野
さ
ん
は
︑
展
示
資
料
を
用
い

て
︑
絹
が
で
き
る
ま
で
の
過
程
を
説
明
し

な
が
ら
丁
寧
に
機
織
り
の
や
り
方
を
教
え

る
︒
す
る
と
︑
最
初
は
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た

子
供
た
ち
の
手
つ
き
も
︑
教
え
る
う
ち
に

だ
ん
だ
ん
と
慣
れ
︑
余
裕
が
生
ま
れ
て
く

る
︒
そ
う
し
て
い
く
内
に
︑
経た
て

糸い
と

の
間
に

緯よ
こ

糸い
と

を
通
す
の
に
使
わ
れ
る
︑
シ
ャ
ト
ル

と
い
う
道
具
を
︑
滑
ら
か
に
く
ぐ
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
︒
村

野
さ
ん
は
﹁
う
ま
く
織
れ
な
く
て
も
︑
一

生
懸
命
に
な
っ
て
機
織
り
自
体
を
楽
し
ん

で
く
れ
て
い
る
姿
が
嬉
し
い
﹂
と
微
笑
み

な
が
ら
話
し
て
い
た
︒

私
も
実
際
に
村
野
さ
ん
に
教
え
て
も
ら

い
な
が
ら
︑初
め
て
機
織
り
を
体
験
し
た
︒

確
か
に
︑
慣
れ
る
と
速
度
を
上
げ
︑
リ
ズ

ム
よ
く
織
る
こ
と
が
で
き
て
楽
し
い
︒
機

織
り
を
体
験
し
に
来
る
小
学
生
の
気
持
ち

が
よ
く
分
か
っ
た
︒

織
る
だ
け
じ
ゃ
な
い

昔
な
が
ら
の
機
織
り
を
体
験
す
る
た
め

に
︑
は
ち
は
く
で
は
過
去
の
資
料
を
参
考

に
展
示
物
を
作
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
村
野

さ
ん
は
︑
学
芸
員
が
行
お
こ
な

っ
て
い
る
機
織
り

の
準
備
を
手
伝
い
な
が
ら
︑
知
識
を
来
館

者
や
学
芸
員
へ
と
つ
な
い
で
い
る
︒

体
験
で
使
わ
れ
る
機
織
り
は
︑
６
４
０

本
以
上
の
経
糸
を
張
る
準
備
が
必
要
だ
と

い
う
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
は
な
ん
と
す
べ

て
手
作
業
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒
村
野

さ
ん
や
熟
練
し
た
人
な
ら
︑
１
時
間
程
度

で
終
わ
る
作
業
だ
が
︑
慣
れ
て
い
な
い
人

だ
と
半
日
以
上
か
か
る
作
業
で
あ
る
︒
経

糸
が
少
し
で
も
ね
じ
れ
た
り
緩
む
と
織
れ

な
い
た
め
︑
や
り
直
す
時
間
を
含
め
る
と

さ
ら
に
時
間
が
か
か
る
そ
う
だ
︒
ま
た
︑

脇
目
も
振
ら
ず
に
集
中
し
︑
専
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
作
業
の
た
め
︑
非
常
に
時

間
と
集
中
力
を
使
う
と
村
野
さ
ん
は
お
っ

し
ゃ
っ
た
︒
そ
れ
が
完
成
す
れ
ば
︑
あ
と

は
織
る
の
み
で
あ
る
︒
私
た
ち
が
体
験
す

る
工
程
に
入
る
ま
で
に
︑
織
物
づ
く
り
の

作
業
の
８
～
９
割
は
終
わ
っ
て
い
る
︑
と

い
う
の
だ
︒
機
織
り
体
験
で
は
そ
の
仕
上

げ
に
あ
た
る
部
分
だ
け
だ
︒村
野
さ
ん
は
︑

一
番
手
間
の
か
か
る
そ
の
準
備
こ
そ
が
重

要
で
︑
過
程
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
言
う
︒

﹁
私
た
ち
に
は
知
ら
な
い
こ
と
が
多
す

ぎ
る
︒
か
っ
こ
い
い
も
の
の
裏
に
は
失
敗

や
反
省
︑
た
く
さ
ん
の
試
行
錯
誤
が
あ
る

は
ず
︒
そ
こ
に
気
が
つ
け
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
大
切
だ
﹂
と
︑
続
け
た
︒
古
く
は

江
戸
時
代
に
始
ま
り
︑
現
在
も
発
展
を
続

け
る
伝
統
的
な
八
王
子
の
織
物
の
歴
史
や

製
作
の
奥
深
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の

入
り
口
と
な
る
の
が
︑
体
験
と
い
う
機
会

だ
︒
展
示
の
ガ
イ
ド
は
︑
ま
さ
に
入
り
口

へ
の
道
し
る
べ
で
︑
体
験
を
通
し
て
織
物

▲左手にシャトルを握る筆者

▲経糸を張る準備に使うものを見せてくれた
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の
魅
力
や
︑
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
た
努
力
を

伝
え
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒

過
程
の
中
の
楽
し
さ

長
年
に
わ
た
っ
て
︑
機
織
り
や
絹
の
研

究
に
携
わ
っ
て
き
た
村
野
さ
ん
︒
い
っ
た

い
何
が
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の
か
︒
そ

の
答
え
は
︑﹁
出
来
上
が
り
ま
で
の
過
程

に
楽
し
み
が
あ
る
﹂
こ
と
だ
と
い
う
︒
制

作
中
に
う
ま
く
い
か
な
い
部
分
が
あ
っ
た

と
し
て
も
︑そ
れ
が
な
ぜ
か
を
考
え
た
り
︑

別
の
方
法
を
試
し
た
り
す
る
時
間
は
︑
時

を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
夢
中
に
な
れ
る
も
の

だ
そ
う
だ
︒

﹁
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
か
ら
本
当
は
む
き

に
な
っ
て
来
な
く
た
っ
て
い
い
ん
だ
よ
︒

で
も
来
る
よ
ね
︒
楽
し
み
だ
か
ら
︒
辛
い

と
か
嫌
だ
と
か
思
っ
た
こ
と
は
な
い
︒
何

か
の
役
に
立
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
る
か
ら
﹂︒

﹁
も
の
づ
く
り
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
な

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
﹂
そ
う
語
る
村
野
さ
ん

の
真
剣
な
眼
差
し
に
は
︑
長
年
の
経
験
と

絹
に
対
す
る
情
熱
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
︒

＊

＊

＊

村
野
さ
ん
が
人
生
で
長
く
続
け
て
き
た

機
織
り
︒
今
は
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

い
う
形
で
続
け
て
い
る
が
︑
そ
の
原
動
力

が
﹁
楽
し
さ
﹂
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
︒

と
い
う
の
も
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
奉
仕
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
く
︑
楽
し
さ
を
原
動
力
と

す
る
村
野
さ
ん
の
考
え
が
新
鮮
に
感
じ
た

か
ら
で
あ
る
︒
村
野
さ
ん
に
と
っ
て
も
の

づ
く
り
と
は
︑
単
な
る
作
業
で
は
な
く
︑

紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

を
楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
む

も
の
な
の
だ
︒
完
成
へ
の
道
の
り
の
中
で

ど
ん
な
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
︑
そ
の
壁

さ
え
も
楽
し
も
う
と
す
る
姿
勢
は
と
て
も

眩
し
い
︒

取
材
を
通
じ
て
︑
自
分
の
専
門
分
野
を

長
く
続
け
て
い
く
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
だ

け
で
な
く
︑
一
貫
し
た
信
念
の
粘
り
強
さ

に
刺
激
を
受
け
た
︒

私
も
村
野
さ
ん
の
よ
う
に
︑
自
信
を

も
っ
て
楽
し
い
と
言
え
る
よ
う
な
こ
と
を

見
つ
け
︑
人
生
を
か
け
て
そ
れ
を
続
け
て

み
た
い
と
思
っ
た
︒

彦
坂
菜
々
子
︵
史
学
科
２
年
︶

=

文
・
デ
ザ
イ
ン

難
波
咲
帆
︵
史
学
科
２
年
︶=

写
真

児
玉
悠
斗
︵
心
理
学
科
２
年
︶=

写
真

︿
参
考
文
献
﹀

田
中
優
子
編
﹃
手
仕
事
の
現
在

多
摩

の
織
物
を
め
ぐ
っ
て
﹄
法
政
大
学
出
版
局

︵
２
０
０
７
︶

▲伝統的な織物や糸の数々

▲ものづくりに対する思いを語る様子

13　　　　　　  2025  第 9 号     　　　　　　　  



2025  第 9 号  　　　　　　14  　　　　　　

▲ヘネに加工する様子

▲作業の様子 ▲里山に生えている篠竹

京
王
注
嘗
⸉
稗
京
王
㔃
╮
⫂
껬
ب
غ
䏻

塥
20
⮆
﹁
ح
ق
ض
の
学
劅
﹂
ذ
⺲
♀
ت

غ
غ
ح
㕙
䢥
ب
ؤ
る

ح
ت
ذ
س

㜊
ف

غ
خ
خ
ؤ
る
ꄅ
㸓
ق
䦠
憠
ذ
ث
د

Ａ
ه

م
邮
⛼
䤗
软
の
禆
䤔
に

غ
磝
ط
㍚
⛮

ب
孨
Ⳃ
ث
د
إ
る

？
コ

＞

第
6

号
ذ
م
Ｓ

３
Ｅ
［
ث
ج
د
إ
ح
ح
إ
ح

﹁
八
王
子
榺
儒
Ａ
ه
م
の
⚡
﹂
ح

♏
辐

の
㖲ث
ا
ظ
の
ص
ا

隴
倠
生
ث
ق
ق
╈
䑏
ذ
ث

免
乢
の

10
僖
ب
غ
4
僖
ط
ذ
の
夵
鶚
儒
偿
仼
に
Ａ

ه
م
の
邮
⛼
䤗
软
ق
瀂
إ
د
إ
る


☪
㍑
س

⯥
稴
の

免
ذ
Ａ
ه
م
の
⛼

غ
亠
に
艄
⽏
ق
䧏
خ
ح
熖
ب

免
乢
の
⹜

犻
ب
غ
㱭
䡗
ط
ذ
の
䄄
爊
ق
見
ج
د
إ
ح

ح
إ
ح


収
穫
と
加
工

メ
カ
イ
製
作
は
材
料
を
用
意
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
︒
た
ん
ぼ
の
学
校
に
は
メ

カ
イ
の
材
料
と
な
る
篠
竹
が
生
え
て
い

る
︒
材
料
と
し
て
最
適
な
の
は
︑
適
度
に

西
日
が
当
た
る
日
陰
に
︑
ま
っ
す
ぐ
生
え

て
い
る
篠し
の
た
け竹
だ
︒
篠
竹
と
は
所い
わ
ゆ
る謂
﹁
竹
﹂

で
は
な
く
︑ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
と
い
う
﹁
笹
﹂

南
多
摩
の
メ
カ
イ
製
作
技
術後編
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▲篠竹をへぐ様子

▲➀底を作っていく▲ ( 上 ) ➂縁を作る ( 下 ) ➃力骨を組む ▲➁胴を作っていく

の
一
種
だ
︒
放
っ
て
お
く
と
︑
地
面
を
覆

い
つ
く
し
て
し
ま
う
厄
介
者
で
も
あ
る
︒

実
際
に
篠
竹
を
伐
採
し
︑
運
ん
で
み
る
と

そ
の
自
生
地
は
︑
急
斜
面
で
足
元
が
悪
く

運
び
出
す
の
に
苦
労
し
た
︒

伐
採
し
て
き
た
篠
竹
は
︑
メ
カ
イ
包
丁

で
縦
に
四
等
分
す
る
︒
ま
ず
︑
利
き
手
に

メ
カ
イ
包
丁
を
縦
に
持
ち
︑
固
定
す
る
︒

次
に
︑
反
対
の
手
に
篠
竹
を
持
ち
︑
断
面

に
刃
を
入
れ
︑
繊
維
に
そ
っ
て
割
く
︒
途

中
の
硬
い
節
を
割
り
な
が
ら
︑
徐
々
に
篠

竹
を
押
し
出
し
て
い
く
︒
こ
れ
を
も
う
一

度
繰
り
返
し
︑篠
竹
を
四
つ
割
り
に
す
る
︒

﹁
硬
い
節
の
部
分
を
割
る
際
の
力
加
減

に
は
コ
ツ
が
要
る
が
︑
慣
れ
れ
ば
簡
単
に

な
る
﹂
と
話
す
同
会
員
の
手
も
と
は
素
早

く
動
く
︒

篠
竹
を
剥へ

ぐ

篠
竹
を
加
工
し
︑
籠
を
編
む
ひ
も
状
の

ヘ
ネ
と
い
う
素
材
を
作
る
︒

篠
竹
の
先
端
を
削
ぐ
こ
と
で
︑
篠
竹
の

表
皮
を
剥は
く
り離

さ
せ
る
︒
左
上
の
写
真
の
よ

う
に
左
手
に
篠
竹
を
持
ち
︑
先
端
を
口
に

咥
え
て
固
定
し
︑
右
手
で
表
皮
を
引
っ
張

り
な
が
ら
︑
ヘ
ネ
を
剥
ぎ
取
る
︒
こ
の
作

業
を
﹁
ヘ
ネ
ヘ
ギ
﹂
と
い
い
︑
剥
ぎ
と
ら

れ
た
篠
竹
を
ヘ
ネ
ガ
ラ
と
い
う
︒
ヘ
ネ
ガ

ラ
は
︑
後
の
工
程
で
補
強
材
と
し
て
利
用

す
る
︒

篠
竹
を
咥
え
る
こ
と
を
気
に
す
る
方
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
私
も
最
初
は
驚
い

た
が
︑
ふ
と
小
学
生
の
と
き
の
記
憶
が

甦
っ
た
︒
友
人
た
ち
と
下
校
の
最
中
︑
植

え
込
み
に
咲
い
て
い
た
ツ
ツ
ジ
の
蜜
を

吸
っ
て
い
た
も
の
だ
︒
そ
う
思
う
と
︑
気

に
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
︒
私
が
苦
戦
し

て
い
る
と
会
の
方
も
﹁
こ
の
作
業
は
大
変

か
も
し
れ
な
い
け
ど
︑綺
麗
に
剥
が
せ
ば
︑

ス
ト
レ
ス
発
散
に
な
る
し
︑
結
構
楽
し
い

の
よ
﹂
と
語
っ
て
く
れ
た
︒

メ
カ
イ
の
編
み
方

メ
カ
イ
を
編
む
工
程
は
大
ま
か
に
五
段

階
に
分
け
ら
れ
る
︒

①

ヘ
ネ
を
六
角
形
に
編
み
︑
籠
の
底

を
形
作
る
︒

②

余
っ
た
ヘ
ネ
を
上
方
へ
折
り
曲

げ
︑
胴
を
作
る
︒

③

ヘ
ネ
を
内
側
に
巻
き
こ
ん
で
籠
の

縁
を
作
り
︑
補
強
を
施
す
︒

④

薄
い
竹
を
用
い
て
︑
力
骨
︵
芯
の

役
割
を
持
つ
︶
を
組
み
込
む
︒

⑤

籠
の
底
の
角
を
補
強
す
る
︒

こ
の
作
業
を
こ
な
し
て
編
み
上
げ
る
こ

と
に
よ
り
︑
メ
カ
イ
は
完
成
す
る
︒
ど
こ

か
一
つ
で
も
編
み
が
甘
く
︑
ヘ
ネ
が
緩
ん

で
い
る
と
籠
と
し
て
の
強
度
が
保
て
な
く

な
り
︑
機
能
を
果
た
さ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
︒籠

に
力
骨
を
組
み
込
む
際
︑
疑
問
に

思
っ
て
い
た
メ
カ
イ
包
丁
の
特
徴
的
な
つ4

の4

の
用
途
が
分
か
っ
た
︒
籠
の
縁
に
メ
カ

イ
包
丁
の
つ
の
4

4

を
差
し
込
み
︑
少
し
の
隙
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▲取材の様子

▲つの
4 4

が特徴的なメカイ包丁

間
を
開
け
︑
力
骨
を
組
み
込
む
際
に
使
用

す
る
︒
一
ヵ
所
だ
け
こ
の
工
程
を
体
験
さ

せ
て
も
ら
っ
た
が
︑
竹
が
折
れ
な
い
か
心

配
す
る
ほ
ど
に
力
が
い
る
作
業
だ
っ
た
︒

ハ
ラ
ハ
ラ
し
な
が
ら
作
業
を
し
て
い
る
と

﹁
竹
は
丈
夫
だ
か
ら
そ
こ
ま
で
心
配
す
る

必
要
は
な
い
﹂
と
声
を
掛
け
ら
れ
た
︒

メ
カ
イ
の
繋
が
り

会
員
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
活
動
で
初
め

て
メ
カ
イ
を
作
り
始
め
た
と
い
う
︒
そ
の

た
め
︑
作
り
始
め
て
日
の
浅
い
人
か
ら
︑

経
験
が
豊
富
な
人
ま
で
幅
広
く
参
加
し
て

い
る
︒
誰
か
が
分
か
ら
な
い
工
程
が
あ
る

と
︑
手
順
の
分
か
る
方
が
一
緒
に
同
じ
工

程
を
行
い
︑
説
明
し
な
が
ら
進
め
る
︒
私

も
実
際
に
手
を
動
か
し
な
が
ら
作
業
す
る

こ
と
で
自
然
と
同
会
の
輪
の
中
に
入
る
こ

と
が
で
き
た
︒
現
在
︑
大
学
生
の
参
加
者

は
い
な
い
が
︑
私
た
ち
の
世
代
も
技
術
を

学
び
︑
次
の
世
代
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
感
じ
る
︒

朝
の
9
時
か
ら
始
め
た
作
業
も
気
づ
け

ば
3
時
間
経
ち
︑お
昼
時
に
な
っ
て
い
た
︒
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食
べ
盛
り
な
大
学
生
が
取
材
に
来
る
と
い

う
こ
と
で
︑
会
の
方
が
作
っ
て
く
れ
た
お

弁
当
と
コ
ー
ヒ
ー
ゼ
リ
ー
を
︑
野
球
の

ワ
ー
ル
ド
シ
リ
ー
ズ
中
継
を
囲
む
よ
う
に

広
げ
た
︒
集
団
で
お
弁
当
を
食
べ
る
な
ん

て
︑
小
中
学
生
の
こ
ろ
を
思
い
だ
し
︑
少

し
懐
か
し
く
感
じ
る
︒休
憩
時
間
か
ら
も
︑

会
員
同
士
の
和
や
か
で
あ
る
が
強
い
つ

な
が
り
が
垣
間
見
え
︑
そ
う
し
た
関
係
が

あ
っ
て
こ
そ
︑
地
域
に
根
ざ
し
た
技
術
の

継
承
が
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
実
感
し
た
︒

＊

＊

＊

同
会
は
︑
メ
カ
イ
を
よ
り
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
お
う
と
︑
講
習
会
を
始
め
と

し
た
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い

る
︒﹁
多
く
の
人
た
ち
に
メ
カ
イ
に
つ
い

て
知
っ
て
も
ら
い
︑
少
し
で
も
メ
カ
イ
を

製
作
で
き
る
人
が
増
え
て
ほ
し
い
﹂
と
い

う
の
が
会
の
願
い
だ
︒

か
つ
て
南
多
摩
地
域
を
中
心
と
し
て
多

く
の
農
家
が
製
作
し
て
い
た
メ
カ
イ
は
︑

発
祥
し
た
村
か
ら
人
か
ら
人
へ
広
ま
っ
て

い
っ
た
も
の
だ
っ
た
︒
こ
の
人
か
ら
人
へ

の
結
果
と
し
て
︑
現
在
ま
で
メ
カ
イ
が
引

き
継
が
れ
て
き
た
︒

現
在
は
限
ら
れ
た
人
し
か
製
作
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
メ
カ
イ
は
︑
人
の

つ
な
が
り
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
︑
日
常

生
活
の
知
恵
で
あ
る
︒
ま
た
︑
公
園
や
空

地
で
増
え
続
け
る
篠
竹
を
︑
定
期
的
に
収

穫
し
活
用
し
て
い
く
こ
と
は
︑
持
続
可
能

な
社
会
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ

う
︒
そ
の
た
め
︑
便
利
な
製
品
が
溢
れ
る

現
代
で
も
︑
多
摩
地
域
の
農
家
を
支
え
た

メ
カ
イ
は
次
の
世
代
に
残
し
て
い
く
べ
き

も
の
だ
と
は
っ
き
り
と
思
っ
た
︒

北
澤
那
由
太
︵
心
理
学
科
２
年
︶

=

文
・
写
真
・
デ
ザ
イ
ン

堀
越
峰
之
︵
帝
京
大
学
総
合
博
物
館
学
芸
員
︶

＝
取
材
協
力

︿
参
考
文
献
﹀

多
摩
市
史
編
集
委
員
会
﹃
多
摩
市
史

民
俗

編
﹄
多
摩
市
︵
１
９
９
７
︶

︵
財
︶
た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団
﹃
多
摩
民

具
辞
典
﹄
け
や
き
出
版
︵
１
９
９
７
︶

八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会

﹃
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告
書

第

２
集

八
王
子
市
東
部
地
域

由
木
の
民

俗
﹄
八
王
子
市
総
合
政
策
部
市
史
編
さ
ん
室

︵
２
０
１
３
︶

﹃
八
王
子
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画　
　

第
３
章
八
王
子
の
歴
史
文
化
の
特
徴
﹄　　

八
王
子
市
教
育
委
員
会
︵
２
０
２
２
︶



2025  第 9 号  　　　　　　18  　　　　　　

▲迫力のある獅子舞。獅子は二体おり、雄二体が雌一体を奪い合い、最後に三体とも仲直りするというシナリオ

▲『八王子市文化財保存活用地域計画』より

近
世
の
挟は
ざ
ま間

八
王
子
市
狭
間
は
市
の
西
南
部
に
あ
た

り
︑
近
世
は
下し
も
く
ぬ
ぎ
だ
む
ら

椚
田
村
小
字
狭
間
と
い
わ

れ
た
︒
下
椚
田
村
は
山
田
村
︑
小
比
企

村
︑
館
村
︑
寺
田
村
︑
三
田
村
︑
上
椚
田

村
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
︑
南
境
に
は
湯
殿

川
が
流
れ
て
い
る
︒﹃
新
編
武
蔵
野
国
風

土
記
稿
﹄
の
﹁
下
椚
田
村
﹂
に
は
︑﹁
平

カ
ニ
シ
テ
少
シ
ク
高
低
ア
リ
西
ノ
方
ヘ
ヨ

リ
テ
ハ
山
ア
リ
﹂
と
当
時
の
地
形
が
記
さ

れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
水
田
も
あ
っ
た
よ
う

だ
が
︑
主
と
し
て
陸お
か
だ田

が
主
だ
っ
た
︒
陸

田
と
は
畑
に
米
の
水
稲
を
植
え
て
育
て
る

こ
と
で
︑
地
表
を
き
れ
い
に
な
ら
し
て
か

ら
水
を
引
き
入
れ
る
︒
湯
殿
川
が
あ
る
か

ら
こ
そ
で
き
た
方
法
だ
︒
さ
ら
に
﹁
村
民

暇
ア
レ
バ
蚕
桑
ヲ
事
ト
ス
﹂
と
あ
る
こ
と

か
ら
︑
養
蚕
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
︒

近
世
以
降
の
挟
間

１
８
８
９
︵
明
治
22
︶
年
に
市
町
村
制

が
施
行
さ
れ
る
と
︑
現
在
の
八
王
子
市
域

は
八
王
子
町
︑
小
宮
村
︑
横
山
村
︑
元
八

王
子
村
︑
恩
方
村
︑
川
口
村
︑
加
住
村
︑

由
井
村
︑
浅
川
村
︑
由
木
村
の
一
町
九
村

と
な
っ
た
︒
下
椚
田
村
は
こ
の
内
の
横
山

村
に
属
し
︑
神
奈
川
県
南
多
摩
郡
横
山
村

と
な
っ
た
︒
１
８
９
３
︵
明
治
26
︶
年
に

は
東
京
府
に
移
管
さ
れ
︑
１
９
４
３
︵
昭

和
18
︶
年
の
都
制
施
行
に
よ
り
東
京
都

南
多
摩
郡
横
山
村
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に

１
９
５
５
︵
昭
和
30
︶
年
に
横
山
村
は
八

王
子
市
と
合
併
し
て
八
王
子
市
と
な
り
︑

狭間地域巡検記
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現
在
の
八
王
子
市
狭
間
町
が
誕
生
し
た
︒

挟
間
町
の
社
会
生
活

現
在
の
狭
間
町
の
人
口
は
５
９
８
１

名
︑
世
帯
数
は
２
８
８
２
世
帯
だ
︒

町
会
組
織
は
15
の
﹁
区
﹂
で
括
ら
れ
て

お
り
︑﹁
区
﹂
の
中
に
は
30
の
﹁
組
﹂
が

あ
る
︒﹁
組
﹂
は
近
隣
で
10
～
15
軒
を
ひ

と
く
く
り
に
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な

最
小
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
﹁
組
﹂
と

か﹁
ク
ミ
ア
イ︵
組
合
︶﹂と
呼
ん
で
い
る
︒

例
え
ば
子
ど
も
同
士
が
活
動
す
る
﹁
子
ど

も
組
﹂
や
一
定
年
齢
層
の
若
者
が
活
動
す

る
﹁
若
者
組
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
狭
間
で
い

う
﹁
組
﹂
は
︑
居
住
の
近
接
性
に
よ
っ
て

結
び
つ
く
組
織
で
︑
か
つ
て
冠
婚
葬
祭
や

田
植
え
な
ど
の
労
働
の
際
に
は
﹁
組
﹂
内

で
助
け
合
っ
て
い
た
︒

挟
間
町
の
人
生
儀
礼

冠
婚
葬
祭
を
﹁
組
﹂
内
で
助
け
合
っ
て

い
た
の
は
︑
い
ず
れ
の
行
事
も
自
宅
で

行
っ
て
い
た
か
ら
だ
︒
現
在
の
よ
う
に
葬

儀
会
社
や
結
婚
式
場
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
︒
そ
の
た
め
︑
近
隣
同
士
が
お
互
い

に
助
け
合
い
な
が
ら
行
っ
て
い
た
︒

た
と
え
ば
結
婚
式
︒
狭
間
町
で
も
昭
和

20
年
代
半
ば
こ
ろ
ま
で
は
自
宅
で
執
り

行
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
祝
儀
を
あ
げ
た
あ

と
の
宴
席
で
は
近
隣
の
女
性
た
ち
が
手
伝

い
を
し
て
食
事
を
用
意
し
て
い
た
︒
葬
式

も
同
様
だ
︒
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
近
隣
に

知
ら
せ
た
り
︑
葬
具
な
ど
の
準
備
を
し
た

り
︑
こ
れ
ら
の
作
業
は
組
の
人
た
ち
が
助

け
て
い
た
︒
最
も
大
変
だ
っ
た
の
が
︑
棺

を
埋
め
る
穴
を
掘
る
こ
と
だ
っ
た
︒
横
山

村
で
は
１
９
２
１
︵
大
正
10
︶
年
に
市
営

火
葬
場
が
開
設
さ
れ
た
た
め
︑
他
地
域
よ

り
も
土
葬
か
ら
火
葬
に
な
る
時
期
は
早

か
っ
た
の
だ
が
︑
１
９
５
５
︵
昭
和
30
︶

年
頃
ま
で
は
狭
間
で
も
土
葬
を
続
け
て
い

た
と
い
う
︒﹁
メ
ド
バ
ン
﹂
と
呼
ば
れ
る

穴
掘
り
役
は
一
年
交
代
制
だ
っ
た
︒

結
婚
式
︑
葬
式
以
外
に
︑
現
在
と
異
な

り
自
宅
で
行
っ
て
い
た
の
が
出
産
だ
︒
全

国
的
に
み
る
と
︑
１
９
５
５
︵
昭
和
30
︶

年
は
病
院
︑
診
療
所
︑
助
産
院
な
ど
の
施

設
内
で
の
出
産
は
45
％
だ
っ
た
が
︑
そ
れ

か
ら
20
年
後
の
１
９
７
５
︵
昭
和
50
年
︶

年
に
は
99
％
以
上
が
施
設
内
で
出
産
し
て

い
る
︵
人
口
動
態
統
計

平
成
29
年
よ

り
︶︒高
度
経
済
成
長
期
に
大
き
く
変
わ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
狭
間
で
は
１
９
３
５

︵
昭
和
10
︶
年
代
ま
で
は
自
宅
出
産
だ
っ

た
が
︑
１
９
４
５
︵
昭
和
20
︶
年
代
に
は

病
院
出
産
を
す
る
人
が
増
え
て
い
っ
た
︒

挟
間
町
の
年
中
行
事

こ
の
よ
う
に
︑
人
生
儀
礼
は
社
会
の
変

化
と
と
も
に
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
が
︑

お
盆
や
正
月
は
今
も
大
切
な
年
中
行
事
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
︒

狭
間
町
で
は
正
月
準
備
と
し
て
12
月
28

日
前
後
に
輪わ
か
ざ飾

り
︑
丸
餅
︑
清
酒
な
ど
の

正
月
の
飾
り
つ
け
を
す
る
︒
正
月
の
三
が

日
は
お
せ
ち
料
理
を
食
べ
る
︒
正
月
の
準

備
で
忙
し
か
っ
た
女
性
に
か
わ
り
︑
三
が

日
は
特
に
男
性
が
準
備
を
す
る
そ
う
だ
︒

小
正
月
に
は
木
の
枝
の
先
に
餅
を
丸
め
て

つ
け
る
﹁
繭
玉
﹂
を
作
る
︒
翌
朝
に
は
ど

ん
ど
焼
き
を
河
原
で
行
い
︑
達だ
る
ま磨
が
つ
い

た
竹
を
立
て
︑
そ
の
周
り
に
正
月
飾
り
を

つ
け
て
点
火
す
る
︒
そ
の
際
に
餅
を
焼
く

が
︑
こ
の
餅
を
食
べ
る
と
無
病
息
災
に
な

る
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

お
盆
は
7
月
13
日
か
ら
始
ま
る
︒
13
日

を
﹁
盆
の
入
り
﹂
と
呼
び
︑
午
前
中
は
墓

参
り
を
し
て
ナ
ス
の
牛
と
き
ゅ
う
り
の
馬

を
置
く
盆
棚
を
設
け
る
︒
そ
し
て
夕
方
に

な
る
と
屋
敷
の
入
り
口
で
火
を
焚
き
︑
門

前
の
両
端
に
オ
ガ
ラ
を
置
い
て
燃
や
し
︑

線
香
を
近
づ
け
︑
火
を
つ
け
て
そ
の
脇
に

立
て
る
︒
こ
れ
は
あ
ち
ら
の
世
界
か
ら
迎

え
る
ご
先
祖
様
が
自
分
の
家
を
迷
わ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
目
印
と
な
る
︒
7
月

16
日
は
﹁
盆
の
送
り
﹂
だ
︒
ご
先
祖
様
が

あ
の
世
に
帰
る
た
め
︑
迎
え
火
と
同
様
に

屋
敷
の
入
り
口
前
で
火
を
焚
く
︒
ま
た
︑

﹁
先
祖
が
乗
っ
て
帰
る
﹂
と
い
い
︑
盆
棚

に
あ
る
ナ
ス
の
牛
と
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
の
頭

を
家
の
外
に
向
け
て
並
び
替
え
る
︒
か
つ

て
は
こ
れ
ら
の
盆
の
飾
り
は
川
に
流
し
て

い
た
と
い
う
︒

挟
間
町
の
生
産
・
生
業

正
月
13
日
の
繭
玉
作
り
は
︑か
つ
て
は
︑



2025  第 9 号  　　　　　　20  　　　　　　

▲獅子の頭。今使われている頭は二代目▲鈴木日記

▲高楽寺裏の横穴石仏群

繭
の
豊
産
を
願
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
︒﹃
鈴
木
日
記
﹄
に
も
養
蚕
に
つ
い
て

多
く
の
記
述
が
あ
る
︒﹃
鈴
木
日
記
﹄
か

ら
狭
間
で
は
︑
5
月
か
ら
6
月
が
桑
の
収

穫
時
期
で
︑
春
に
蚕
を
育
て
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
養
蚕
は
年
に
数
回
行
っ
て
い

た
場
合
も
あ
り
︑
季
節
に
よ
っ
て
呼
び
方

が
異
な
る
︒
狭
間
の
よ
う
に
春
に
養
蚕
を

行
う
場
合
は﹁
春は
る
ご蚕
﹂と
呼
ん
で
い
た
︒﹃
鈴

木
日
記
﹄
に
も
︑
小
正
月
に
餅
つ
き
を
し

て
繭
玉
を
飾
っ
て
い
た
記
述
が
あ
る
︒﹃
鈴

木
日
記
﹄
は
１
８
８
７
︵
明
治
20
︶
年
ま

で
の
日
記
し
か
な
い
が
︑
そ
の
後
も
養
蚕

は
続
け
ら
れ
て
い
た
︒
狭
間
の
と
あ
る
お

宅
で
は
︑
１
８
８
７
︵
昭
和
20
︶
年
頃
か

ら
7
︑
8
年
ほ
ど
養
蚕
を
行
っ
て
い
た
そ

う
だ
︒
蚕
の
餌
と
な
る
桑
の
葉
は
濡
れ
て

い
る
と
蚕
が
お
腹
を
壊
す
た
め
︑
雨
が
降

る
前
に
桑
を
取
り
乾
か
し
て
い
た
︒
乾
燥

さ
せ
る
に
も
焚
き
火
は
使
え
な
い
︒
な
ぜ

な
ら
焚
き
火
の
暑
さ
で
蚕
が
死
ん
で
し
ま

う
か
ら
だ
︒
こ
の
よ
う
に
蚕
を
育
て
る
の

は
大
変
な
手
間
と
労
力
が
か
か
る
︒
男
性

は
桑
を
︑
女
性
は
蚕
の
面
倒
を
み
て
い
た

と
い
い
︑
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
蚕
を
育

て
て
い
た
︒

養
蚕
の
他
に
︑
稲
︑
麦
︑
里
芋
︑
さ
つ

ま
い
も
︑
と
う
も
ろ
こ
し
︑
ご
ぼ
う
︑
豆

な
ど
を
作
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑牛
︑豚
︑鶏
︑

馬
を
飼
っ
て
い
た
家
も
あ
る
そ
う
だ
︒
馬

は
輸
送
用
に
育
て
て
い
た
︒

挟
間
の
信
仰
と
獅
子
舞

狭
間
に
は
高
楽
寺
と
御
嶽
社
が
あ
る
︒

高
楽
寺
の
横
穴
石
仏
群
は
１
９
７
７
︵
昭

和
52
︶
年
に
八
王
子
市
の
史
跡
と
し
て
指

定
さ
れ
た
︒
横
穴
石
仏
群
に
関
し
て
は
︑

狭
間
の
昔
話
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
︒

﹁
観
音
岩
窟
﹂

狭
間
の
高
楽
寺
の
近
郷
で
も
め
ず

ら
し
い
観
音
岩
窟
と
い
う
霊
場
は
︑

天
明
の
大
飢
饉
の
際
に
了
弁
と
い
う

お
坊
さ
ん
が
︑
無
事
平
穏
・
五
穀
豊

穣
・
悪
病
退
散
な
ど
を
命
が
け
で
祈

念
し
な
が
ら
た
っ
た
一
人
で
こ
つ
こ

つ
と
掘
っ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
︑

多
く
の
仏
さ
ま
が
安
置
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
た
め
︑
狭
間
の
あ
た
り
は

あ
り
が
た
い
加
護
が
い
た
だ
け
安
寧

平
穏
で
あ
っ
た
︒
秩
父
め
ぐ
り
を
諦

め
観
音
岩
窟
に
お
参
り
し
た
老
は
︑

八
十
八
の
米
寿
を
す
ぎ
て
﹁
観
音
さ

ま
が
迎
え
に
き
た
﹂
と
告
げ
亡
く

な
っ
た
そ
う
だ
︒

現
在
は
一
般
公
開
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

史
跡
指
定
前
ま
で
は
自
由
に
出
入
り
で
き

る
場
所
で
あ
り
︑
子
ど
も
の
遊
び
場
︑
度
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▲舞が行われる前に棒術が披露される

▲獅子と一緒に舞う軍配

胸
試
し
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
︒

狭
間
の
信
仰
を
考
え
る
う
え
で
欠
か
せ

な
い
の
が
獅
子
舞
の
存
在
だ
︒

狭
間
に
伝
え
ら
れ
る
獅
子
舞
は
﹁
一
人

立
ち
三
頭
獅
子
舞
﹂︑﹁
三
匹
獅
子
舞
﹂
な

ど
と
呼
ば
れ
る
芸
能
だ
︒
現
在
︑
八
王
子

市
内
で
は
同
様
の
三
匹
獅
子
舞
が
八
か
所

で
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
八
王
子

市
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て

い
る
︒
狭
間
の
獅
子
舞
は
地
域
の
青
年
た

ち
を
担
い
手
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た

が
︑
１
９
６
０
︵
昭
和
35
︶
年
に
狭
間
獅

子
舞
保
存
会
が
発
足
し
︑
現
在
で
は
保
存

会
が
中
心
と
な
り
伝
承
さ
れ
て
い
る
︒

近
世
は
八は
っ
さ
く朔
︵
8
月
1
日
︶
に
奉
納
さ

れ
て
い
た
が
︑
１
８
７
３
︵
明
治
5
︶
年

の
暦
の
改
正
に
よ
り
9
月
1
日
に
変
更
さ

れ
た
︒
そ
の
後
︑
１
８
８
１
︵
明
治
14
︶

年
以
降
は
8
月
16
日
に
祭
礼
日
が
変
更
さ

れ
︑
現
在
は
こ
の
日
に
近
い
土
日
に
実
施

さ
れ
て
い
る
︒

近
代
に
入
り
変
化
が
あ
っ
た
の
は
日
程

だ
け
で
は
な
い
︒明
治
以
前
は
神
椚
田
村
︑

現
在
の
高
尾
町
の
氷
川
神
社
で
奉
納
さ
れ

て
い
た
︒
高
楽
寺
か
ら
甲
州
街
道
を
通
っ

て
巡
行
し
︑
氷
川
神
社
へ
向
か
う
︒
明
治

年
の
区
番
組
制
の
施
行
に
よ
り
︑
一
村
一

社
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
狭
間
の
獅
子
舞

は
狭
間
の
神
社
で
あ
る
御
嶽
社
で
奉
納
す

る
こ
と
に
な
っ
た
︒

狭
間
の
獅
子
舞
は
五
穀
豊
穣
︑
無
病
息

災
を
願
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
地

で
生
活
を
す
る
人
々
に
と
っ
て
獅
子
舞
は

豊
か
な
暮
ら
し
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存

在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
演
じ
手
や

日
程
︑
奉
納
場
所
に
変
化
が
あ
っ
て
も
︑

獅
子
舞
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
は
変
わ
ら

ず
持
ち
続
け
て
い
る
︒

＊

＊

＊

２
０
２
４
年
度
前
期
﹁
伝
統
文
化
演
習

Ⅰ
﹂
に
て
︑
受
講
生
た
ち
が
狭
間
町
の
民

俗
調
査
を
実
施
し
た
︒
本
文
は
学
生
た
ち

の
調
査
記
録
も
含
め
て
記
し
て
い
る
︒

末
筆
と
な
る
が
︑
巡
検
︑
獅
子
舞
に
関

す
る
レ
ク
チ
ャ
ー
︑
そ
の
後
の
聞
き
取
り

調
査
に
も
快
く
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
狭
間

獅
子
舞
保
存
会
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ

る
︒
ま
た
︑
現
地
と
の
調
整
を
行
っ
て
く

だ
さ
っ
た
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
の
皆

様
︑
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
に
も

重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
る
︒

高
久
舞
︵
日
本
文
化
学
科
講
師
︶＝

文
・
写
真

児
玉
悠
斗
︵
心
理
学
科
２
年
︶

＝
デ
ザ
イ
ン
・
写
真

彦
坂
菜
々
子
︵
史
学
科
２
年
︶
＝
写
真

︿
参
考
文
献
﹀

蘆
田
伊
人
編
﹃
大
日
本
地
誌
体
系

第
９
巻

風
土
記
稿
５
﹄︵﹃
新
編
武
蔵
野
国
風
土
記
稿
﹄

巻
之
百
二
下

多
摩
郡
之
十
四
下
︶
雄
山
閣

︵
１
９
３
４
︶

八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会

﹃
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告
書

第
３

集

八
王
子
市
西
南
部
地
域

浅
川
の
民

俗
﹄
八
王
子
市
市
史
編
さ
ん
室
︵
２
０
１
５
︶

八
王
子
市
郷
土
資
料
館
編
﹃
鈴
木
日
記

一

～
六
﹄
八
王
子
市
教
育
委
員
会
︵
２
０
１
７

～
２
２
︶

髙
久
舞
﹁
八
王
子
市
の
三
匹
獅
子
舞
概
況
﹂

﹃
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要

日
本
文
化
学
﹄

五
四
号
︵
２
０
２
３
︶

佐
藤
広
﹃
続

八
王
子
の
民
俗
︱
地
誌

と
伝
承
か
ら
見
た
八
王
子
︱
﹄
揺
籃
社

︵
２
０
２
４
︶



굺ع
ئ
ث
豵ق
ظ
笝
物
邮
⛼
ب
沸
ق
に
车
ف
غ
د

إ
ح
塷
⺒
ق
䧏
خ
八
王
子
س
﹁
勗ح
ئ
齉ذ

﹂
ذ

⽛
س
غ
鈐
ث
ط
غ
د
إ
る

八
王
子
س
鱔

縰
に
鸵
ث
ر
إ
㎻
㏐
ب
多
إ
ح
ظ

生
罫

梪
㗞
ق
鹟
س
ر
إ
勗
ق
굾
ذ
ج
る
굺
豵
ب

Ⱌ
哅
ذ
ث
د
発
㷣
ث
ح
の
ح


僃
沸
僿
に
س
┉
芗
の
鱔
㳃
ذ
ظ
┉
㳃
総

⭳
ذ
굺
豵
に

غ
磝
ق
ح
喋
子
ب
鋗
ꎰ
に

墦
خ
د
إ
る
ض
ر

䇶
ة
굺
豵
ب
车
ف
غ

د
إ
ح

ث
ب
ث

侇
♏
の
燯
غ
㚺
ف
غ

ذ
⪦
に
굺
豵
س
辠
鴙
ث

☪
㍑

免
ث
ج

د
إ
ح
ح
إ
ح
八
王
子
Ꝏ
榹
굺
豵
ب
齉
⫂

ず
┉
の
굺
豵
鱔
㳃
ذ
ر
خ
ح


養
蚕
っ
て
な
に
？

そ
も
そ
も
養
蚕
と
は
︑
蚕
を
飼
育
し
︑

生
糸
の
原
料
で
あ
る
繭ま
ゆ

を
生
産
す
る
こ
と

を
指
す
︒
字
面
だ
け
だ
と
一
見
単
純
そ
う

だ
が
︑
全
く
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
︒
栽
培

し
た
桑
を
自
ら
採
集
す
る
重
労
働
は
勿

論
︑
蚕
の
飼
育
は
温
度
管
理
や
給き
ゅ
う
じ餌
に
細

心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か

ら
だ
︒

蚕
は
オ
キ
コ
サ
マ
︑
オ
コ
サ
マ
と
呼
ば

れ
て
大
事
に
育
て
ら
れ
る
︒
蚕
が
繭
を
作

る
形
態
に
な
る
ま
で
に
は
︑
い
く
つ
も
の

段
階
が
あ
り
︑
卵
か
ら
孵
化
し
脱
皮
の
準

備
を
す
る
状
態
に
な
る
ま
で
が
1
齢
︑
そ

の
後
４
回
︵
５
齢
ま
で
︶
こ
の
サ
イ
ク
ル

を
繰
り
返
す
︒
5
齢
の
後
︑
蚕
を
格
子
状

の
枠
に
入
れ
る
と
︑
糸
を
吐
い
て
繭
を
作

り
始
め
る
︒
8
～
10
日
程
置
き
︑
繭
を
収

穫
す
る
︒
そ
の
後
︑
繭
を
作
る
足
場
と
し

て
吐
い
た
糸
︵
毛け

ば羽
︶
を
取
り
除
き
︑
繭

を
仕
上
げ
る
︒
蚕
は
夕
方
に
は
朝
の
倍
の

大
き
さ
に
な
る
ほ
ど
成
長
ス
ピ
ー
ド
が
と

て
も
速
い
︒
飼
育
は
温
度
管
理
が
徹
底
さ

れ
︑
次
の
複
数
の
段
階
を
経
る
︒

①
稚ち
さ
ん蚕

赤
ち
ゃ
ん
期
︒
細
か
く
刻
ん
だ
桑
の

葉
を
与
え
る
︒

②
壮そ
う
さ
ん蚕

成
長
期
︒
生
涯
の
う
ち
の
9
割
の
桑

の
葉
を
食
べ
る
︒

③
熟
じ
ゅ
く
さ
ん蚕

桑
の
葉
を
食
べ
な
く
な
り
、
繭
を
作

り
は
じ
め
る
状
態
と
な
る
。

蚕
の
飼
育
は
多
く
て
も
年
に
４
回
行
う

﹁
当
た
り
前
の
あ
り
が
た
さ
﹂
を

後
世
に
繋
ぐ

ー
養
蚕
が
も
た
ら
す
も
の
ー
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機
会
が
あ
り
︑
春は
る
ご蚕

︑
夏な
つ
ご蚕

︑
初あ

き

ご
秋
蚕
︑

晩ば
ん
し
ゅ
う
さ
ん

秋
蚕
な
ど
と
呼
ば
れ
る
︒

都
内
唯
一
の
存
在

今
回
︑
今
で
は
都
内
唯
一
と
な
っ
た
養

蚕
農
家
で
あ
る
八
王
子
長
田
養
蚕
の
代

表
︑
長お
さ
だ
せ
い
い
ち

田
誠
一
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ

た
︒誠

一
さ
ん
は
︑
19
歳
と
い
う
若
さ
で
先

代
で
あ
る
亡
き
父
・
長
田
泰
一
さ
ん
の
後

を
継
い
で
12
代
目
と
し
て
養
蚕
業
を
始
め

た
︒
現
在
は
︑
奥
様
の
晶
さ
ん
と
一
緒
に

春
蚕
︑
晩
秋
蚕
の
年
２
回
の
飼
育
を
行
っ

て
い
る
︒

大
学
生
で
あ
る
私
た
ち
と
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
若
さ
か
ら
今
日
ま
で
長
田
養
蚕
を

守
っ
て
き
た
誠
一
さ
ん
だ
が
︑
こ
れ
ま
で

の
軌
跡
の
中
で
最
も
大
変
だ
っ
た
こ
と

は
︑
祖
父
・
喜
兵
衛
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た

際
の
相
続
問
題
だ
っ
た
と
い
う
︒
喜
兵
衛

さ
ん
と
母
・
百
々
代
さ
ん
に
養
蚕
の
い
ろ
4

4

は4

を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
と
い
う
な

か
︑﹁
自
転
車
で
畑
に
行
っ
て
い
た
よ
う

な
丈
夫
な
人
だ
っ
た
﹂
と
い
う
喜
兵
衛
さ

ん
が
亡
く
な
っ
た
︒
そ
こ
で
問
題
に
上

が
っ
た
の
が
︑
遺
言
状
が
な
い
状
態
で
の

相
続
だ
っ
た
︒
喜
兵
衛
さ
ん
に
は
９
人
の

子
ど
も
が
お
り
︑そ
の
４
人
目
だ
っ
た
父
・

泰
一
さ
ん
亡
き
あ
と
︑
誠
一
さ
ん
は
泰
一

さ
ん
に
代
わ
っ
て
ご
兄
弟
と
解
決
に
向
け

た
話
し
合
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
大

変
苦
労
し
た
と
い
う
︒

﹁
叔
父
や
叔
母
た
ち
に
は
︑﹃
私
た
ち
に
も

こ
こ
に
住
む
権
利
が
あ
る
か
ら
︑
明
日
か

ら
荷
物
を
ま
と
め
て
出
て
い
け
﹄
っ
て
︒

︵
私
は
︶
結
婚
し
た
ば
か
り
で
０
歳
児
も

い
た
の
に
ね
﹂
と
話
し
て
く
れ
た
︒

誠
一
さ
ん
は
︑
春
秋
に
は
養
蚕
を
行
っ

て
い
た
︒
祖
父
・
喜
兵
衛
さ
ん
が
残
し
た

家
に
し
か
養
蚕
場
が
な
く
︑
別
の
場
所
で

生
活
し
て
い
た
そ
の
時
期
は
︑
叔
父
や
叔

母
に
電
話
を
し
て
︑

﹁
い
つ
い
つ
暇
で
し
ょ
う
か
﹂

﹁
そ
の
日
は
だ
め
だ
﹂

﹁
じ
ゃ
あ
い
つ
い
つ
は
ど
う
で
す
か
﹂

と
い
う
よ
う
に
日
程
を
調
整
し
て
は
養
蚕

場
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
︒
相
続
で
大
変

な
な
か
︑
養
蚕
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
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だ
か
ら
︑
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
︒

﹁
や
っ
ぱ
り
こ
の
長
田
家
を
繋
ぐ
人
が

い
な
き
ゃ
だ
め
だ
﹂
と
︑
最
初
は
軽
い
気

持
ち
で
ス
タ
ー
ト
し
た
養
蚕
業
も
︑
徐
々

に
責
任
感
の
重
い
も
の
に
な
り
︑
現
在
に

至
る
そ
う
だ
︒作

業
の
裏
側

蚕
の
飼
育
は
大
変
な
作
業
ば
か
り
だ

が
︑
一
番
の
苦
労
は
最
後
に
残
っ
た
飼
育

台
の
片
付
け
だ
と
い
う
︒
稚
蚕
室
か
ら
移

さ
れ
た
蚕
を
育
て
る
飼
育
台
は
︑
大
人
の

太
も
も
辺
り
の
高
さ
し
か
な
く
︑
柵
に
囲

ま
れ
た
そ
の
飼
育
台
に
残
っ
た
桑
の
枝
や

蚕
の
糞
を
片
付
け
る
の
は
︑
腰
を
曲
げ
て

の
作
業
に
な
る
た
め
か
な
り
の
重
労
働

だ
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
繭
を
作
る
工
程
を

行
う
た
め
に
蚕
を
別
の
場
所
に
移
し
た
途

端
︑
に
お
い
が
一
気
に
出
て
︑
コ
バ
エ
も

わ
く
の
だ
と
い
う
︒
こ
の
大
変
な
作
業
を

し
っ
か
り
こ
な
す
こ
と
で
次
の
養
蚕
期
に

備
え
る
こ
と
が
出
来
る
︒

ま
た
︑
蚕
は
温
度
に
繊
細
な
た
め
に
近

年
の
異
常
な
暑
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
︑
昨
年

と
一
昨
年
は
病
気
で
全
滅
し
て
し
ま
っ
た

そ
う
だ
︒﹁
今
年
は
︑
孵
化
を
10
日
遅
ら

せ
て
︑
稚
蚕
室
に
は
人
間
よ
り
も
早
く
エ

ア
コ
ン
を
導
入
し
て
︑
な
ん
と
か
ス
ト
レ

ス
を
軽
減
し
て
育
て
る
こ
と
が
出
来
た
﹂

と
飼
育
の
苦
悩
も
語
っ
て
く
れ
た
︒

蚕
は
無
駄
が
な
い

そ
う
し
て
大
事
に
育
て
た
蚕
は
︑
糸
が

取
れ
れ
ば
用
済
み
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
︒
中
の
蛹さ
な
ぎは
︑
粉
砕
し
て
鯉
の
養
殖
や

釣
り
餌
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
︒
蛾
が
孵

化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
や
２
匹
で
ひ
と
つ

を
作
っ
て
し
ま
っ
た
繭
は
︑
糸
に
は
で
き

な
い
が
煮
詰
め
て
真ま
わ
た綿
と
い
う
も
の
に
し

て
利
用
で
き
る
︒
蚕
の
糞
も
︑
桑
畑
に
撒

い
て
再
利
用
す
る
︒
こ
う
し
た
一
つ
の
無

駄
も
な
い
と
こ
ろ
も
︑蚕
の
魅
力
で
あ
る
︒

命
を
い
た
だ
く
あ
り
が
た
さ

誠
一
さ
ん
は
養
蚕
業
の
傍
ら
︑
小
学
校

の
学
習
支
援
に
も
尽
力
し
て
い
る
︒
主
に

小
学
３
年
生
を
対
象
に
養
蚕
の
こ
と
や
養

蚕
を
通
し
て
学
べ
る
多
く
の
こ
と
を
教
え

て
い
る
︒﹁
学
校
の
授
業
で
も
︑﹃
繭
の
中

に
蛾
い
な
い
よ
ね
�
﹄
っ
て
言
っ
て
勘
違

い
し
て
い
る
先
生
も
い
る
け
ど
︑﹃
い
な

き
ゃ
し
ょ
う
が
な
い
で
し
ょ
！
﹄
っ
て
︒

蛾
が
出
て
き
て
し
ま
っ
た
ら
︑
繭
に
穴
が

あ
い
て
糸
が
切
れ
て
し
ま
っ
て
使
い
も
の

に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
こ
う
い
う
と
こ

ろ
か
ら
︑
お
蚕
は
命
を
い
た
だ
く
家
畜
な

ん
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
﹂︒

ま
た
︑小
学
生
に﹁
お
蚕
は
人
間
が
作
っ

た
自
然
界
に
は
存
在
し
な
い
動
物
だ
よ
﹂

と
い
う
と
﹁
え
っ
﹂
と
驚
か
れ
る
こ
と
も

多
い
そ
う
︒
自
然
に
い
る
昆
虫
を
捕
ま
え

育
て
︑
白
い
も
の
︵
繭
︶
を
作
っ
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
も
い
る
が
︑

そ
う
で
あ
れ
ば
養
蚕
農
家
は
必
要
な
い
︒

﹁
み
ん
な
が
捕
ま
え
て
き
た
よ
う
な
昆
虫

と
は
違
い
︑
蚕
は
自
然
に
放
し
て
は
生
き

て
い
け
な
い
︑
人
間
が
飼
育
し
や
す
い
よ

う
に
作
っ
た
動
物
な
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と

を
教
え
て
い
る
と
い
う
︒

最
近
は
︑
養
蚕
の
話
以
外
の
﹁
当
た
り

前
で
は
な
い
有
難
さ
﹂
を
教
え
る
こ
と
の

方
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒
誠
一
さ
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ん
は
︑
子
ど
も
の
頃
に
親
が
ニ
ワ
ト
リ
を

血
抜
き
し
て
捌
い
て
食
べ
た
こ
と
な
ど
の

命
に
触
れ
る
経
験
を
し
た
の
だ
そ
う
︒
そ

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
﹁
今
は
刺
身
が
泳
い

で
い
る
と
思
っ
て
い
る
子
も
い
る
時
代

で
︑
肉
は
肉
と
い
う
物
体
で
あ
り
︑
牛
や

豚
か
ら
切
り
刻
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
︒
そ
う
い
う
︑

経
験
が
な
い
︑
も
の
が
当
た
り
前
に
あ
る

と
思
っ
て
い
る
世
代
に
︑
私
み
た
い
な
経

験
の
あ
る
人
間
が
物
事
の
あ
り
が
た
み
を

教
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
﹂
と
話
し
て
く
れ
た
︒

誠
一
さ
ん
は
今
後
も
学
習
支
援
活
動
を

続
け
て
い
く
上
で
︑
ご
自
身
の
経
験
や
養

蚕
の
仕
事
を
︑
本
や
映
像
に
残
し
た
い
と

い
う
望
み
が
あ
る
と
い
う
︒
誠
一
さ
ん
自

身
が
現
場
に
赴
か
な
く
て
も
︑
い
ろ
ん
な

人
が
見
て
わ
か
る
も
の
︑
ず
っ
と
残
し
て

い
け
る
何
か
が
あ
る
と
い
い
と
語
っ
て
く

れ
た
︒

＊

＊

＊

私
は
母
校
で
あ
る
小
学
校
に
て
︑
地
元

神
奈
川
を
学
ぶ
た
め
︑
シ
ル
ク
博
物
館
へ

校
外
学
習
へ
行
っ
た
り
︑
実
際
に
蚕
を
飼

育
す
る
な
ど
の
経
験
を
持
っ
て
い
た
︒

今
回
︑長
田
養
蚕
を
取
材
す
る
に
つ
れ
︑

当
時
な
ん
と
な
く
ぼ
や
け
て
い
た﹁
養
蚕
﹂

の
輪
郭
が
は
っ
き
り
と
し
て
き
た
︒
私
の

地
元
と
八
王
子
は
当
時
︑
生
糸
で
繋
が
っ

て
い
た
と
考
え
る
と
︑
歴
史
の
積
み
重
ね

を
感
じ
た
︒

そ
ん
な
私
の
地
元
と
少
な
か
ら
ず
縁
の

あ
る
八
王
子
だ
が
︑
昔
か
ら
栄
え
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
︒
田
畑
に
適
す
る
土
地
が

な
く
︑
養
蚕
︑
織
物
と
い
う
生
業
を
始
め
︑

﹁
多
摩
結
城
﹂
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
に
ま
で

発
展
し
て
き
た
︒
こ
こ
か
ら
織
物
や
養
蚕

の
八
王
子
︑
桑
都
が
で
き
あ
が
っ
た
︒
こ

れ
は
先
人
た
ち
の
努
力
の
結
晶
で
あ
る
よ

う
に
思
う
︒
今
の
豊
か
さ
が
あ
る
の
は
︑

ど
こ
か
で
支
え
て
い
る
人
︑
も
の
︑
家
畜

が
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
︒
長
田
さ
ん
は

こ
の
こ
と
を
こ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
活

を
送
る
こ
と
で
︑
豊
か
な
生
活
が
成
り
立

つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

難
波
咲
帆
︵
史
学
科
２
年
︶＝

文
・
デ
ザ
イ
ン

児
玉
悠
斗
︵
心
理
学
科
２
年
︶
＝
写
真

︿
参
考
文
献
﹀

八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
民
俗
部
会

﹃
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告
書

第
４

集

八
王
子
市
北
部
地
域

加
住
の
民
俗
﹄

八
王
子
市
市
史
編
さ
ん
室
︵
２
０
１
５
︶

柳
澤
静
磨
﹁
カ
イ
コ
の
飼
育
方
法
﹂
磐
田

市
竜
洋
昆
虫
自
然
観
察
公
園
︵
２
０
２
４
︶

https://ryukon-m
useum

.note.jp/n/

nb0905b9d62fb

伴
野
豊
・
塩
見
邦
博
﹁
実
験
１
カ
イ
コ
の
生

活
環
と
飼
育
﹂﹃
カ
イ
コ
の
実
験
単
：
カ
イ

コ
で
生
命
科
学
を
ま
る
ご
と
理
解
！
：
生
物

の
授
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
で
使
え
る
実
験
集
﹄

(

２
０
１
９
︶
Ｐ
20-

37
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▲様々な道具達▲高尾山薬王院の養蚕守護の護符。
現在はもう発行していないそうだが、
かつて養蚕農家が大切な蚕を
ネズミから守る為に薬王院に求めていたもの



狭間の獅子舞（2025 年 8 月 18 日撮影）
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ミ
コ
タ
マ
部
員
が
切
り
取
っ
た
八
王
子
の
記
録
は
、
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

現
在
ま
で
大
事
に
さ
れ
て
い
る
伝
統
芸
能
、
狭
間
の
獅
子
舞
。

南
多
摩
の
伝
統
を
今
に
伝
え
る
工
芸
品
で
あ
る
メ
カ
イ
。

そ
の
時
代
そ
の
街
の
暮
ら
し
を
市
民
の
目
線
で
書
き
残
さ
れ
た
ふ
だ
ん
記
。

街
を
形
作
る
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
、
人
々
の
生
き
て
き
た
軌
跡
や
生
活
、

そ
れ
ら
を
後
世
に
残
そ
う
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

私
た
ち
が
生
き
る
こ
の
世
界
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

そ
う
い
う
も
の
の
積
み
重
ね
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

歴
史
と
共
に
伝
わ
っ
た
思
い
を
抱
え
て
、
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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﹁
キ
ラ
リ
と
輝
く
も
の
﹂
と
は
？

キ
ラ
リ
と
輝
く
多
摩
の
歴
史
・
文
化
・

自
然
・
現
在
を
記
録
し
発
信
す
る
﹁
ミ
コ

タ
マ
﹂︒
多
摩
の
博
物
館
の
中
に
名
を
連

ね
る
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
と
し
て
も
︑

興
味
深
く
拝
読
し
て
お
り
ま
し
た
︒
大
学

生
の
柔
軟
で
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
視
点
と
文
章

に
︑
読
む
た
び
に
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ

た
﹁
多
摩
の
ヨ
コ
ガ
オ
﹂
を
見
つ
け
る
よ

う
で
す
︒

今
号
で
は
編
集
部
の
皆
様
が
︑
八
王
子

の
各
所
に
足
し
げ
く
通
い
︑
熱
心
に
取
材

し
て
八
王
子
の
﹁
キ
ラ
リ
と
輝
く
も
の
﹂

を
見
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
︒
時
代
と
共
に

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
技
術
や
伝
統
は
︑
そ

れ
を
受
け
継
ぎ
守
る
人
達
の
姿
と
あ
わ
せ

て
読
者
の
皆
様
に
も
魅
力
的
に
映
っ
た
か

と
思
い
ま
す
︒

我
々
に
は
魅
力
的
に
映
る
こ
れ
ら
の
技

術
や
伝
統
は
︑
本
来
そ
の
土
地
の
人
々
が

生
き
て
い
く
た
め
に
編
み
出
し
︑
培
っ
て

き
た
も
の
で
す
︒
当
人
達
に
と
っ
て
は

﹁
キ
ラ
リ
と
輝
く
も
の
﹂
と
い
う
よ
り
は
︑

身
近
で
当
た
り
前
な
も
の
と
考
え
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
う
し
た
身
近
で
当

た
り
前
な
も
の
は
︑
日
々
の
生
活
と
の
関

連
が
強
い
た
め
︑
時
代
の
変
化
と
共
に
廃

れ
て
い
っ
て
し
ま
う
も
の
も
多
く
あ
り
ま

す
︒そ

れ
ら
が
ミ
コ
タ
マ
の
活
動
の
よ
う

に
︑
外
部
か
ら
の
取
材
や
研
究
等
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
﹁
キ
ラ
リ
と
輝
く
も

の
﹂
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
︒そ

し
て
︑
文
化
が
廃
れ
な
い
よ
う
保
存

し
︑
今
に
生
き
る
人
達
へ
繋
げ
て
い
く
こ

と
が
博
物
館
の
役
割
で
す
︒
今
回
は
当
館

が
ミ
コ
タ
マ
と
八
王
子
の
文
化
の
担
い
手

を
繋
ぐ
こ
と
で
︑
読
者
の
皆
様
へ
魅
力
の

一
端
を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
出
来
︑
大
変

嬉
し
く
思
い
ま
す
︒

郷
土
資
料
館
の
新
た
な
取
り
組
み

～
は
ち
は
く
で
の
活
動
～

さ
て
︑
そ
ん
な
当
館
は
︑
令
和
3
年
3

月
に
上
野
町
の
施
設
を
閉
館
し
︑
同
6
月

に
名
称
を
﹁
桑
都
日
本
遺
産
セ
ン
タ
ー

八
王
子
博
物
館
﹂︵
愛
称
：
は
ち
は
く
︶

と
し
て
サ
ザ
ン
ス
カ
イ
タ
ワ
ー
八
王
子
3

階
へ
移
転
し
︑
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
︒

は
ち
は
く
は
日
本
遺
産
ス
ト
ー
リ
ー
﹁
霊

気
満
山
高
尾
山
～
人
々
の
祈
り
が
紡
ぐ

桑
都
物
語
﹂
の
紹
介
と
︑
新
た
な
博
物
館

施
設
の
開
設
に
向
け
機
運
を
醸
成
す
る
と

と
も
に
︑
文
化
を
繋
ぐ
役
割
も
担
っ
て
い

ま
す
︒

は
ち
は
く
で
は
年
間
を
通
し
て
歴
史
講

座
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
実
施
し
︑
時

に
は
今
号
で
特
集
さ
れ
た
方
に
も
御
協
力

⪙曓㯸䄫齁㎻鞲乢館עכ

　中央高速道路建設に伴う宇津木向原遺跡の発掘と井上郷太郎氏の考
古資料の寄贈を契機に、市民の博物館建設の機運が高まり、文化財保
存と研究等のため 1909（昭和 42）年に東京オリンピック開催の記念
事業の一つとして開館。現在は展示場を移転し、桑都日本遺産センター
八王子博物館（愛称「はちはく」）として、日本遺産「霊気満山 高尾
山～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」の情報発信を行っている。

文化の繋ぎ手としての博物館
～八王子市郷土資料館の役割～
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▲吹き抜けで 2 階の図書館と繋がる博物館の入口（イメージ図）

▲公園と文化施設が一体となった集いの拠点（イメージ図）

を
頂
き
様
々
な
企
画
を
実
施
し
て
い
ま

す
︒さ

ら
に
︑
は
ち
は
く
で
は
︑
観
光
︑
産

業
︑
福
祉
等
の
多
分
野
横
断
的
な
新
た
な

連
携
を
模
索
し
て
い
ま
す
︒
今
号
の
特
集

も
実
は
そ
の
一
環
で
︑
は
ち
は
く
と
帝
京

大
学
総
合
博
物
館
と
の
連
携
事
業
と
し
て

行
っ
た
も
の
で
す
︒

八
王
子
駅
南
口

集
い
の
拠
点
整
備
事
業

～
八
王
子
の
新
た
な
文
化
拠
点
～

は
ち
は
く
で
地
域
連
携
を
推
進
し
つ

つ
︑
並
行
し
て
進
ん
で
い
る
の
が
︑
新
博

物
館
の
整
備
計
画
で
す
︒
現
在
︑
八
王
子

駅
南
口
の
医
療
刑
務
所
跡
地
に
︑
公
園
︑

ラ
イ
ブ
ラ
リ
︑
交
流
ス
ペ
ー
ス
︑
そ
し
て

博
物
館
が
一
体
と
な
っ
た
八
王
子
駅
南
口

集
い
の
拠
点
︵
仮
︶
が
建
設
中
で
す
︒

こ
の
施
設
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
﹁
人
や
情

報
を
紡
ぎ
︑
未
来
を
織
り
な
す
サ
ー
ド
プ

レ
イ
ス
﹂︒
複
合
施
設
の
強
み
を
活
か
し
︑

訪
れ
る
人
達
が
お
気
に
入
り
の
場
所
を
見

付
け
︑
自
分
ら
し
い
時
間
を
過
ご
せ
る
よ

う
計
画
し
て
い
ま
す
︒

新
博
物
館
は
体
験
展
示
を
充
実
す
る
と

と
も
に
︑
国
宝
や
重
要
文
化
財
も
含
ん
だ

特
別
展
の
開
催
を
企
画
し
て
い
ま
す
︒
ま

た
気
軽
に
訪
れ
︑
来
館
者
が
相
互
に
交
流

で
き
︑
新
た
な
八
王
子
の
文
化
が
生
ま
れ

る
仕
組
み
作
り
も
検
討
し
て
い
ま
す
︒
も

ち
ろ
ん
︑
は
ち
は
く
で
行
っ
て
き
た
地
域

連
携
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
し
て
い
き
ま
す
︒

博
物
館
で
知
的
好
奇
心
を
満
た
し
た
い

方
や
自
分
ら
し
い
時
間
を
過
ご
し
た
い
方

は
︑
は
ち
は
く
へ
︑
そ
し
て
令
和
8
年
10

月
か
ら
は
新
し
い
博
物
館
へ
お
こ
し
く
だ

さ
い
︒
文
化
の
繋
ぎ
手
と
し
て
︑
博
物
館

は
皆
様
の
﹁
知
り
た
い
﹂︑﹁
や
り
た
い
﹂

を
こ
れ
か
ら
も
お
手
伝
い
し
て
い
き
ま

す
︒

時
友
彰
吾
︵
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
︶

＝
文
・
写
真

桑
都
日
本
遺
産
セ
ン
タ
ー
八
王
子
博
物
館

︵
愛
称
：
は
ち
は
く
︶

開
館
時
間
：
午
前
10
時
～
午
後
7
時

休
館
日
：
年
末
年
始
︑
館
内
整
理
日
︵
詳

し
く
は
八
王
子
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
︶

ア
ク
セ
ス
：
JR
八
王
子
駅
か
ら
徒
歩
3
分

　
　
　
　
　
︵
南
口
直
結
︶

℡
：
０
４
２
︱
６
２
２
︱
８
９
３
９

公
式
Ｈ
Ｐ
：

https://w
w
w
.city.hachioji.tokyo.

jp/shisetsu/003/hachihaku.htm
l

八
王
子
南
口
集
い
の
拠
点
︵
仮
︶

開
館
時
期
：
令
和
8
年
10
月
予
定

ア
ク
セ
ス
：
JR
八
王
子
駅
徒
歩
10
分

　
　
　
　
　

京
王
片
倉
駅
徒
歩
8
分

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
：
最
新
情
報
を
発
信
し

て
い
き
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
フ
ォ
ロ
ー
く
だ

さ
い
︒
ア
カ
ウ
ン
ト
ID
﹁8ojipark

﹂

公
式
Ｈ
Ｐ
：

https://8oji-centralpark.jp/



　現在、共にミコタマを作るメンバーを本学の学

生から募集しています。「本を作った経験はない

けど気になる」「書き物が好き」「何かを作り上げ

てみたい」そんな方は是非一緒にミコタマを作り

ませんか。

　4/4 ꝧ錃4/4　גױ ꝧ錃גױ ؓンآートのׇ㍑璻ֽ갾ַױ

帝京大榟稴鼧ⳓ╈      ِコذマ鿥鴜יַחמ

　X（旧 Twitter）と Instagram を開設しました。
刊行のご連絡や本誌設置場所の告知、記事で使用
されなかった写真の掲載等をしていきます。SNS
を通じて読者の皆様にミコタマをさらに身近な
ものに、また、私たちの活動をより深く知ってい
ただける機会を広げていきたいと思います。ぜひ
フォローよろしくお願いいたします！

　本誌の読者の皆様からご意見・ご感想を受け付
けています。本誌をより良い記事にするため、ま
た、皆様との繋がりを持ちたいとの思いからアン
ケートを作成しました。アンケートの回答時間
は最短で１分程度です。上記の QR コードまたは
URL をご利用の上、ぜひご回答よろしくお願いい
たします！

アンケートの URL ↓
https://forms.gle/WkNMTNBQKY8jCMJP6

X( 旧 Twitter）
@Teikyo_Micotama

instagram
teikyo_micotama

配送を承ります。
ご希望の方がいらっしゃいましたら、
帝京大学総合博物館までご連絡下さい。

※送料のご負担をお願いいたします
　在庫の無い号もございます

帝京大学総合博物館
多摩のヨコガオ発見プロジェクトフリーマガジン

『ミコタマ』編集部
〒 192-0395
東京都八王子市大塚 359 番地

HP　https://teikyo.jp/museum/
TEL　042-678-3675
E-mail　tamanoyokogaomicotama2020@gmail.com

2024年11月～2025年2月

までのミコタマ編集部の活動

をお伝えいたします。

通信

通信
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　編集後記

　「 桑都 」
発行

帝京大学総合博物館

編集長
児玉悠斗
広野楓花
甲田篤郎

編集・デザイン
小島七菜〔4-5,32〕
北澤那由太〔14-17〕
児玉悠斗〔18-21,28-31〕
広野楓花〔2-9,26-27〕
彦坂菜々子〔11-13,31〕
難波咲帆〔1,22-25〕

特別寄稿
高久舞〔18-21〕
時友彰吾〔28-29〕

※〔  〕は担当ページ

ロゴデザイン
寺澤頼来
難波咲帆
彦坂菜々子

特別協力
都留文科大学　地域交流センター
フィールド・ミュージアム部門

『フィールド・ノート編集部』

校閲・管理

川北友美
甲田篤郎

印刷・製本

株式会社高尾印刷

帝京大学総合博物館　
多摩のヨコガオ発見プロジェクト 
フリーマガジン  2025 第 9 号

Ⓒ 2025『ミコタマ』編集部　
乱丁・落丁の場合はお取り替えいたします。
編集部までお知らせください。

発行日 : 2025 年 3 月 1 日
発行部数 : 1500 部

発行 / 編集
〒 192-0395
東京都八王子市大塚 359 番地
帝京大学総合博物館
多摩のヨコガオ発見プロジェクト
フリーマガジン『ミコタマ』編集部
E-mail

tamanoyokogaomicotama2020
@gmail.com

Web サイト 
https://teikyo.jp/museum/

X(旧Twitter)（@Teikyo_Museum）
https://twitter.com/Teikyo_
Museum
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そう朝、吐く息も白く見える時期となりました。北海道から来

た私からすれば関東、特に東京、八王子の冬は未知でした。

実際、地元に比べ暖かく、雪も積もらず、快適な冬を過ごしています。

そんな過ごしやすい八王子ではありますが、進学に伴い、上京するまで

馴染みがありませんでした。『ミコタマ』の活動を続けていくにつれて、

様々な人と文化に出会い、関わりが増えていきました。今回、八王子に

特化した取材を行い、これまでこの土地に住み、生活した人々の生き様

の片鱗が見えたような気がします。　（児玉悠斗）

とにかく寒い八王子の冬。雪の降らない地域に住んできた私にとっ

て、八王子の冬の寒さは想像もつかないほどでした。昨年は上京

してから初めて見る雪に大興奮。今年も雪が降るのが楽しみです。

　さて、今回は「八王子に生きる」というテーマで魅力をお届けしてき

ましたが、いかがだったでしょうか。

　このテーマを通して、私の視点は大きく変わりました。新たな知識を

得る機会になったことはもちろんですが、特に村野さんへの取材を通し

て、織物への熱い思いとともに、ものづくりに対する確固たる姿勢を教

えていただきました。その姿勢は、簡単に真似できるものではなく、ま

さにプロフェッショナルの仕事だと感じました。それは、今回掲載され

ているどの記事からも伝わってくることと思います。

　八王子の発展を長きに渡り支えてきた伝統は、それを築いた方々の、

その技術への愛着と誇り、そしてそれを守り続けていく芯の強さの賜
たまもの

物

です。

　今回の取材を通して、単に歴史的な事実を知るだけでなく、それを築

き、受け継いできた方々の物語、それぞれの人生に刻まれた想いの深さ、

そしてものづくりに情熱を注ぐ姿の尊さを感じました。伝統とは過去の

ものではなく、現在進行形でもあり、未来につながっていくものでもあ

るということを、今回のミコタマ９号を通して読者の皆様に感じていた

だけたら幸いです。　（彦坂菜々子）



「颋껿を　山野に䷑し　䩔りかにて　多摩の横山　䏻塥か鹦らむ」（┒蜗集）
䷑擸してある颋껿を䩔まえる׆とができなくて、ꣅしいという「多摩の横山」を（ꡔ☔に颫♳する夫に）塥かせてしまう
。とになったよ׆
の堭は、㜧荁時代に編まれた「┒蜗集」の堭の一つです。「ꡔ☔」として塡襓㎁をꦕれて▆䃸に颫♳する夫を妻が妳鸦っ׆   
た堭です。「多摩の横山」と⽛ףれる場䢥は、ちうל帝京大学八王子キャンتق⼽鱨にあたります。┬ꢹが、横に長く
鵽なる様子を当時の☔々は「多摩の横山」と⽛צました。┒蜗集のꮽの「多摩の横山」のꪫ影は、現在は㵼なくなりつつ
あります。ですが、しっかりと目を⭍らしてײると鷨⸻のꪫ影を䚉取る׆とのできる場䢥が墦っています。そして、そ
れらの場䢥には鷨⸻から現在までの☔々の営ײが鵽秜と禈いています。׆のプロジェクトは「多摩の横山」に墦された舅
抅や文化、塷⺒、そして現在の☔々の営ײに⩞を当てて磆☭するものです。俊壿は⛰妳なく鵟り鷨ׁて妳がつかない뇂力
あふれる「横山」ならן「多摩のヨコガオ」を䫒して記ꎰし、社会に発⟓していきます。

帝京大学総合博物館  多摩のヨコガオ発見プロジェクト
帝京大学八王子キャンパス周辺の自然、文化、歴史、現在に関する魅力を、帝京大学総合博物館が
調査したことをもとにして広く社会に紹介するプロジェクトです。
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