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教育だより

資
料
館
企
画
展
示
紹
介

『
武
蔵
野
の
雑
木
林
と
春
の
息
吹
』

資
料
館
で
は
、
３
月
24
日

〜
５
月
20
日

ま
で
、
三
芳
町
の
特
徴
の
一
つ

で
あ
る
「
武
蔵
野
の
雑
木
林
」
を
テ
ー
マ
に
企
画
展
を
開
催
し
ま
す
。
企
画

展
示
で
は
、
雑
木
林
の
成
立
ち
や
暮
ら
し
と
の
関
係
、
多
様
な
雑
木
林
の
生

き
物
や
植
物
に
つ
い
て
紹
介
を
し
ま
す
。

今
の
武
蔵
野
は
林
で
あ
る

　

雑
木
林
の
成
り
立
ち

「
昔
の
武
蔵
野
は
萱か

や
は
ら原

の
は
て
な
き

光
景
を
も
っ
て
絶
類
の
美
を
鳴
ら
し

て
い
た
よ
う
に
言
い
伝
え
て
あ
る
が
、

今
の
武
蔵
野
は
林
で
あ
る
。
林
は
実

に
今
の
武
蔵
野
の
特
色
と
い
っ
て
も

よ
い
。
」
と
国く

に
き
だ
ど
っ
ぽ

木
田
独
歩
は
そ
の
著

書
『
武
蔵
野
』
に
書
い
て
い
ま
す
。

　

武
蔵
野
と
い
う
と
雑
木
林
を
連
想

す
る
人
が
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
か
つ
て
鎌
倉
時
代
に
編
纂
さ
れ

た
『
新
古
今
集
』
や
中
世
の
『
問
わ

ず
語
り
』
な
ど
の
紀
行
文
な
ど
の
記

録
に
は
、
武
蔵
野
は
茅か

や

な
ど
が
生
い

茂
る
草
の
原
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
雑
木
林
の
武

蔵
野
と
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
が
武
蔵
野
か
ら
連
想
す
る

雑
木
林
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、

武
蔵
野
に
畑
作
新
田
が
開
拓
さ
れ
て

以
降
に
形
成
さ
れ
た
風
景
で
す
。
そ

れ
ま
で
の
武
蔵
野
は
、
地
下
水
位
が

深
く
火
山
灰
土
で
覆
わ
れ
、
栄
養
分

や
水
が
少
な
い
台
地
で
、
樹
木
が
繁

茂
し
に
く
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ほ
ぼ

一
面
が
草
原
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
武
蔵
野
の

台
地
上
の
新
田
開
発
が
進
む
な
か
畑

作
地
開
墾
ば
か
り
で
な
く
畑
地
の
開

墾
と
併
せ
て
木
を
植
え
て
雑
木
林
や

屋
敷
林
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
。

　

武
蔵
野
の
新
田
開
発
で
全
国
的

に
も
知
ら
れ
る
三
芳
町
の
三
富
新
田

に
は
「
殿
さ
ま
が
ナ
ラ
の
苗
を
分
け

て
く
だ
さ
り
ヤ
マ
（
雑
木
林
）
を
つ

く
っ
た
」
と
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

地
元
で
は
ヤ
マ
と
呼
ぶ

　

雑
木
林
の
多
様
な
価
値

　

雑
木
林
と
言
う
言
葉
は
、
現
代
の

私
た
ち
に
は
、
な
れ
親
し
ん
だ
言
い

方
で
す
が
、
三
芳
の
農
家
の
人
々
は

「
ヤ
マ
」
と
呼
び
ま
す
。
高
低
差
が

な
く
て
も
ヤ
マ
と
い
う
言
い
方
は
、

決
し
て
三
芳
町
付
近
で
の
言
い
方
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
語
源
的
に
は

「
ヤ
」
は
「
大
き
い
」
、
「
マ
」
は

「
恵
み
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
ま
す
。

畑
作
新
田
の
開
墾
に
お
い
て
、
ヤ
マ

（
雑
木
林
）
は
大
き
な
恵
み
を
も
た

ら
す
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

雑
木
林
は
、
武
蔵
野
台
地
で
人
々

が
農
業
で
暮
ら
し
て
い
く
場
合
に
必

要
不
可
欠
な
も
の
で
、
た
く
さ
ん
の

暮
ら
し
に
必
要
な
恵
み
を
も
た
ら
し

て
く
れ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
以
下

の
よ
う
な
恵
み
や
効
果
を
も
た
ら
し

て
く
れ
ま
し
た
。


地
下
水
を
集
め
る
効
果
…
樹
木
は

根
が
深
く
張
り
地
下
水
と
共
に
栄
養

分
を
吸
い
上
げ
、
湿
潤
な
大
地
を
作

り
上
げ
、
井
戸
に
も
満
々
と
水
を
蓄

え
ま
す
。


風
を
防
ぐ
効
果
…
防
風
林
の
効
用

で
す
。
雑
木
林
や
屋
敷
林
は
、
寒
い
北

風
や
嵐
の
よ
う
な
南
風
も
防
ぎ
ま
す
。


暑
さ
や
寒
さ
を
防
ぐ
効
果
…
木
は

養
分
と
共
に
地
下
水
を
吸
い
上
げ
、

葉
か
ら
気
化
さ
せ
ま
す
。
そ
の
際
に

熱
を
奪
い
気
温
を
下
げ
ま
す
。
冬
は

地
下
水
を
吸
い
上
げ
気
温
低
下
を
抑

え
ま
す
。


燃
料
と
し
て
の
役
割
…
雑
木
林
や

屋
敷
林
の
樹
木
は
燃
料
と
な
り
ま
す
。

燃
や
さ
れ
灰
は
畑
の
肥
料
と
し
て
も

役
立
ち
ま
す
。


畑
に
欠
か
せ
な
い
落
ち
葉
堆
肥
…

武
蔵
野
台
地
は
火
山
灰
土
の
た
め
栄

養
分
は
少
な
い
が
雑
木
林
の
落
ち
葉

の
堆
肥
が
恵
み
を
も
た
ら
し
ま
す
。

冬
の
落
ち
葉
掃
き
は
必
要
不
可
欠
の

作
業
で
す
。


建
築
材
と
し
て
の

役
割
…
雑
木
林
の
赤

松
は
、
建
築
の
際
の

基
礎
固
め
の
木
材
や

屋
根
の
梁
材
と
し
て

役
立
ち
ま
す
。
屋
敷

林
の
欅
や
杉
・
檜
・

竹
は
住
宅
の
木
材
と

し
て
有
益
で
し
た
。

鳥
・
昆
虫
・
動
物
の
繁
殖

豊
か
な
環
境
を
生
み
だ
す

　

雑
木
林
は
、
樹
木
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
様
々
な
植
物
や
動
物
に

と
っ
て
も
大
事
な
生
息
地
と
な
り
ま

す
。
多
種
の
山
野
草
の
繁
茂
、
カ
ブ

ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
を
は
じ
め
と
し

た
昆
虫
た
ち
の
繁
殖
、
鳥
た
ち
の
渡

り
や
営
巣
地
、
小
動
物
の
食
糧
確
保

や
生
息
の
場
な
ど
様
々
で
す
。

雑
木
林
が
、
強
い
日
差
し

か
ら
守
っ
て
く
れ
る

　

春
先
に
雑
木
林
の
木
々
が
芽
吹
き

を
は
じ
め
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
春
の

木
漏
れ
日
が
さ
し
、
ま
だ
草
が
生
い

茂
ら
な
い
林
下
に
は
様
々
な
植
物
が

花
を
咲
か
せ
ま
す
。
タ
チ
ツ
ボ
ス
ミ

レ
・
ニ
リ
ン
ソ
ウ
な
ど
で
す
。
立
春

を
過
ぎ
る
頃
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の

山
野
草
は
成
長
し
、
５
月
の
初
め
こ

ろ
ま
で
に
は
花
を
咲
か
せ
、
草
の
背

丈
が
伸
び
る
頃
に
は
草
の
中
に
姿
が

見
え
な
く
な
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
紹
介
し
た
植
物
た
ち
は
強

い
日
差
し
を
好
み
ま
せ
ん
。
雑
木
林

の
木
漏
れ
日
か
ら
も
れ
る
春
の
陽
に

育
ち
、
夏
の
暑
い
日
差
し
の
頃
に
は

草
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
雑
木
林
に
守
ら
れ
育
つ

の
で
す
。

雑
木
林
は
小
動
物
に
と
っ

て
最
高
の
レ
ス
ト
ラ
ン

　

ま
た
、
秋
に
な
り
雑
木
林
に
多
い

ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
樹
木
は
ど
ん

ぐ
り
を
、
ま
た
エ
ノ
キ
の
実
を
は
じ

め
と
し
た
様
々
な
実
り
は
、
鳥
や
小

動
物
の
餌
と
な
り
ま
す
。
林
は
、
鳥

や
小
動
物
に
と
っ
て
、
最
高
の
レ
ス

ト
ラ
ン
で
す
。

昭
和
初
期
に
は
キ
ツ
ネ
も

見
る
こ
と
が
で
き
た

　

昭
和
初
期
の
三
芳
町
の
雑
木
林
で

は
し
ば
し
ば
キ
ツ
ネ
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
今
も
５

月
中
旬
に
は
カ
ッ
コ
ウ
が
渡
っ
て
き

ま
す
が
、
雑
木
林
や
屋
敷
林
が
多
く

広
が
っ
て
い
る
賜
物
と
い
え
ま
す
。

　

近
年
、
環
境
の
悪
化
に
よ
り
、
動

植
物
の
種
の
減
少
と
言
う
言
葉
が
、

し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
ま
す
が
、
雑
木

林
は
動
植
物
た
ち
に
と
っ
て
は
、
生

命
を
守
っ
て
く
れ
る
大
事
な
環
境
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

武
蔵
野
の
新
田
開
発
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
雑
木
林
や
屋
敷
林
は
、
新

田
に
暮
ら
す
人
々
に
た
く
さ
ん
の
恵

み
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な
く
、
昆

虫
・
植
物
・
動
物
の
種
を
増
や
す
役

割
も
し
て
き
ま
し
た
。
■

今
回
の
企
画
展
示
で
は
、
そ

う
し
た
雑
木
林
の
役
割
を

紹
介
し
な
が
ら
、
動
植
物
の
写
真
や

実
際
の
標
本
な
ど
も
数
多
く
展
示
す

る
予
定
で
す
。

　

植
物
や
動
物
、
昆
虫
の
標
本
資

料
は
埼
玉
県
立
自
然
の
博
物
館
か
ら

借
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ぜ

ひ
、
三
芳
町
に
広
い
面
積
で
広
が
る

雑
木
林
の
歴
史
や
そ
の
役
割
を
学
習

に
資
料
館
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
資

料
館
の
近
く
に
あ
る
こ
ぶ
し
の
里
と

あ
わ
せ
て
見
学
さ
れ
た
な
ら
、
き
っ

と
自
然
の
大
切
さ
が
、
よ
く
理
解
で

き
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
ぶ
し
の
里
で
の
山
野
草
や
植
物

の
見
学
会
を
、
県
立
自
然
史
博
物
館

の
学
芸
員
や
専
門
家
の
案
内
に
よ
り

企
画
し
て
い
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ

い
。
（
広
報
み
よ
し
４
月
号
で
詳
細

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

国
く に き だ ど っ ぽ

木田独歩著『武蔵野』明治31年

「行けども行けども武蔵野は草の原であ
り、その地平まで続く草原から月が上る」
という意味。果てしなき草原の光景が中世
までの武蔵野であったことがわかる

民家の梁
はり

に使われた雑木林の赤松

行く末は

　空もひとつの武蔵野に

　　草の原より　出づる月影

　新古今集より

武蔵野の雑木林（松本渡氏撮影）

三芳町立歴史民俗資料館企画展
『武蔵野の雑木林と春の息吹』
【期間】3月24日～5月20日
【場所】歴史民俗資料館企画展示室
【問い合わせ】258-6655

ホンドギツネ。三芳にも昭和初期まで生息していた　カッコウ。5月中旬に来る渡り鳥　ニリンソウ。4月中旬～下旬に見る
ことができる　タテツボスミレ。3月下旬～4月に見ることができる　カブトムシの幼虫。落ち葉を食べ堆肥に変えていく　
こぶしの花。こぶしの里では3月中～下旬に花が咲きます

  

  

－

埼
玉
県
立
自
然
の
博
物
館
・
歴
史
民
俗
資
料
館
共
催
事
業

－


