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１
９
４
５（
昭
和
20
）年
８
月
15
日
に
太

平
洋
戦
争
が
終
わ
り
ま
し
た
。札
幌
の

古
書
店
・
尚
古
堂
の
主
人
・
代
田
茂
は
更
科

に「
と
て
も
こ
の
暗
く
し
め
っ
ぽ
さ
に
息

が
つ
ま
り
そ
う
だ
、
何
か
明
る
く
温
か

い
雑
誌
を
つ
く
ら
な
い
か
」と
相
談
を
も

ち
か
け
ま
す
。更
科
は「
儲も

う

け
る
と
思
わ

な
い
な
ら
、
損
を
し
な
い
雑
誌
を
つ
く

る
自
信
が
あ
る
が
、
…
私
も
一
年
間
は
、

無
報
酬
で
そ
う
い
う
雑
誌
を
つ
く
る
の

に
協
力
し
よ
う
」（『
札
幌
放
浪
記
』か
ら
引

用
）と
、
終
戦
の
２
カ
月
後
の
10
月
か
ら

編
集
作
業
に
か
か
り
ま
し
た
。

　

誌
名
を『
北
方
風
物
』と
し
、毎
号
特
集

編
集
の
月
刊
で
１
９
４
６（
昭
和
21
）年
１

月
に
創
刊
し
て
い
ま
す
。

　

更
科
は
創
刊
号
の
編
集
後
記
に「
…

吾わ
れ

々わ
れ

は
た
ヾ
こ
の
た
う
た
う
と
渦
巻
く

激
し
い
世
の
中
に
、
世
の
中
を
忘
れ
て

手
前
勝
手
な
仕
事
を
初
め
た
の
で
は
な

い
。あ
ま
り
に
も
厳
し
い
現
実
で
あ
る

が
故ゆ

え

に
、
そ
つ
と
温
か
い
手
を
差
し
の

べ
て
疲
れ
た
肩
を
い
た
は
り
た
い
の
だ

…
」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
雑
誌
の
編
集
を
協
力
し
て
く
れ

た
川
崎
昇
の
提
案
で
、
名
前
が
知
ら
れ

て
い
た
人
た
ち
に
、
更
科
は
毛
筆
で
祈

る
よ
う
な
気
持
ち
で
原
稿
執
筆
を
依
頼

し
て
い
ま
す
。更
科
の
呼
び
掛
け
に
、
柳

田
国
男
、
高
村
光
太
郎
、
室
生
犀
星
、
鶴

田
知
也
、
有
島
生
馬
、
坂
本
直
行
、
伊
藤

整
、
高
倉
新
一
郎
、
百
田
宗
治
、
土
井
晩

翠
、
堀
辰
雄
、
宮
部
金
吾
、
牧
野
富
太
郎

な
ど
、
当
時
各
界
で
活
躍
し
て
い
た
多

彩
な
顔
ぶ
れ
の
人
た
ち
が
応
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。

　

現
在
の
感
覚
で
い
く
と
原
稿
料
も
相

当
な
金
額
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、物
価

が
不
安
定
で
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
時
代

の
こ
と
、北
海
道
に
は
あ
っ
た
バ
タ
ー
を

更
科
は
原
稿
料
の
代
わ
り
に
送
っ
て
い

ま
す
。こ
れ
が
好
評
で
、
中
に
は
チ
ー
ズ

を
手
に
入
れ
て
ほ
し
い
と
送
金
し
て
く

る
人
も
い
た
の
で
す
。バ
タ
ー
の
公
定
価

格
が
７
円
の
と
き
、
闇
市
で
は
１
０
０

円（
終
戦
当
時
）だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
『
北
方
風
物
』は
、そ
れ
ま
で
読
ん
で
楽

し
め
る
も
の
を
出
版
で
き
な
か
っ
た
時

代
を
過
ご
し
て
い
た
人
々
の
活
字
の
飢

え
に
応
え
る
も
の
で
、好
評
で
し
た
。

　

や
が
て
本
州
の
出
版
状
況
が
よ
く
な

り
、
戦
時
中
休
刊
し
て
い
た
同
じ
よ
う

な
雑
誌
が
復
刊
さ
れ
て
き
た
こ
と
や
、

最
初
に
約
束
し
た
１
年
間
の
期
間
が
過

ぎ
た
こ
と
か
ら
、１
９
４
７（
昭
和
22
）年

３
月
、
第
２
巻
３
号
、
通
巻
15
号
で
廃
刊

し
ま
し
た
。

※
引
用
文
は
原
文
の
ま
ま
。

随筆雑誌『北方風物』

●更科源藏資料紹介

第
76
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

創刊号「じゃがいもの巻」
１巻２号「冬ごもりの巻」
　　３号「にしんの巻」
　　４号「早春の巻」
　　５号「百花の巻」
　　６号「野鳥の巻」
　　７号「旅の巻」
　　８号「祭の巻」

　　９号「南瓜の巻」
　　10号「あきあぢの巻」
　　11号「昔噺の巻」
　　12号「越年の巻」
２巻１号「お正月の巻」
　　２号「漁場の巻」
　　３号「雪どけの巻」

特集の内容

関係者の前でプレゼンを行う生徒の皆さん

張総裁と関係者の一行と記念撮影


