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１
冊
の
古
び
た
雑
誌
が
あ
り
ま
す
。

２
０
０
７（
平
成
19
）年
の
第
３
回
更
科
源

藏
文
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た『
こ
た
き
こ
な

み
』さ
ん
か
ら「
私
の
と
こ
ろ
へ
は
コ
ピ
ー

を
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
弟

子
屈
の
更
科
先
生
に
関
係
す
る
文
学
資

料
の
一
部
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
」と
、

い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　

文
芸
雑
誌「
潮
光
」は
、
１
９
５
２（
昭

和
27
）年
９
月
に
発
行
さ
れ
た
北
海
道
立

小
樽
潮
陵
高
等
学
校
の
文
芸
誌
で
す
。

奥
付
に「
五
十
周
年
記
念
文
化
祭
入
選
作

品
特
集
号
」と
あ
り
ま
す
か
ら
、
開
校
50

周
年
記
念
の
雑
誌
で
す
。更
科
は
こ
の

雑
誌
の
詩
部
門
の
選
者
を
担
当
し
て
い

ま
す
。

　

小
樽
潮
陵
高
等
学
校
の
卒
業
生
で
文

学
評
論
家
・
藤
女
子
大
学
教
授
を
務
め
た

小
笠
原
克（
故
人
）は
更
科
源
藏
と
の
出
会

い
を「
昭
和
二
十
四
、五
年
の
こ
と
で
、小

樽
中
学
か
ら
新
制
小
樽
高
校（
１
９
５
０

（
昭
和
25
）年
、小
樽
潮
陵
高
等
学
校
に
校

名
変
更
―
筆
者
注
）に
な
る
時
代
に
、
ぼ

く
は
文
芸
部
に
入
っ
て
い
て
小
樽
市
内

の
高
校
文
芸
部
の
連
合
体
を
つ
く
っ
て
、

そ
の
雑
誌
を
出
す
と
き
だ
っ
た
か
、
と

に
か
く
詩
の
選
を
更
科
さ
ん
に
お
願
い

す
る
ん
で
、
ハ
ガ
キ
か
手
紙
を
書
い
た

の
が
最
初
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
…（
略
）」

（「
北
方
文
芸
―
更
科
源
藏
追
悼
号
」か
ら

引
用
）と
語
っ
て
い
ま
す
。小
樽
市
内
の

高
校
文
芸
部
の
合
同
雑
誌
か
ら
小
樽
の

高
校
生
、
詩
人
と
し
て
は
荒
削
り
で
磨

け
ば
光
る
若
者
た
ち
と
付
き
合
い
が
始

ま
り
、
そ
の
こ
と
が
縁
で
小
樽
潮
陵
高

等
学
校
の
文
芸
雑
誌
「
潮
光
」
の
詩
の
選

を
引
き
受
け
た
の
で
し
ょ
う
。こ
の
雑

誌
で
更
科
が
詩
の
選
評
を
い
つ
ま
で
続

け
ら
れ
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
。

　

冒
頭
の
詩
人
・
こ
た
き
こ
な
み（
小
瀧
小

浪
）さ
ん
の
詩
を
、
更
科
は
佳
作
二
席
に

選
び「
哲
學が

く

的
な
匂
い
が
強
く
…（
略
）行

を
切
る
と
こ
ろ
な
ど
に
も
う
少
し
注
意

を
要
す
る
と
思
ひ
ま
す
…（
後
略
）」と
選

後
の
評
価
を
し
て
い
ま
す
。こ
た
き
さ

ん
の
原
詩
を
、
更
科
が
評
価
す
る
と
お

り
に
行
の
区
切
り
に
注
意
し
て
読
み
直

し
て
み
る
と
、
が
ぜ
ん
、
詩
の
リ
ズ
ム
が

よ
く
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
と
き
更
科
の
薫
陶
を
受
け
た
高

校
２
年
生
の
少
女
が
、
そ
の
後
も
詩
を

作
り
続
け
、
55
年
後
に
更
科
源
藏
の
名

を
冠
し
た
文
学
賞
を
受
賞
し
た
の
は
、

こ
れ
も
何
か
の
因
縁
で
し
ょ
う
か
。

文芸雑誌『潮光』

●更科源藏資料紹介

第
77
回

原

野

紀

行

更科源藏（さらしなげんぞう）
●1904（明治37）年、弟子屈
町熊牛原野（南弟子屈）に生
まれ、1985（昭和60）年に81
歳で逝去。東京麻布獣医学
校を中退した後、尾崎喜
八、高村光太郎に師事し、
詩作を中心に郷土史、アイ
ヌ文化研究など主に文学
活動を続けた。
▶�弟子屈町で所蔵してい
るさまざまな資料を紹
介する。

著書の検印などに使
っていた自作のエゾ
シカ印

環境省の黒江保護官から説明を受けるえこまちジュニア

４日間で学んだことをまとめる


