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　「昔に郷土館へ来たけど結構変
わったなぁ」と言う声を、町内の
方からよくお聞きします。10年
前と比べ館内の約７割は新資料と
解説を加えた展示に変わっていま
す。どうぞお越しください。（坪）

大川のほとり
−郷土館だより（第66号）−

☎487-2332
開館時間

午前9時30分〜午後4時30分

（
前
回
の
あ
ら
す
じ
）
有
馬
四
朗
助
は
文
久
４
年
（
１
８
６
４
年
）
鹿
児
島
県
鹿
児
島

市
下
荒
田
町
に
て
益ま
す

満み
つ

喜き

藤と
う

太た

の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
、
士
族
で
あ
る
有
馬
平
八
の
養

子
と
な
り
有
馬
姓
を
名
乗
り
ま
し
た
。
幼
少
よ
り
成
績
優
秀
だ
っ
た
四
郎
助
は
学
校
卒

業
と
同
時
に
学
校
教
員
や
警
察
巡
査
の
職
に
つ
き
ま
す
が
、
明
治
19
年
に
釧
路
集
治
監

看
守
の
全
国
応
募
を
知
る
と
直
ち
に
依
願
退
職
し
、
こ
れ
に
応
募
し
ま
す
。
鹿
児
島
に

い
た
四
郎
助
は
母
を
連
れ
て
お
よ
そ
２
カ
月
に
わ
た
る
船
旅
の
末
、
標
茶
へ
と
到
着
し

ま
し
た
。
こ
の
時
四
郎
助
は
22
歳
と
若
年
で
は
あ
る
も
の
の
、
釧
路
集
治
監
典
獄
大お
お

井い
の
う
え上
輝て
る
ち
か前
は
四
郎
助
の
素
養
を
見
抜
き
、
看
守
長
と
し
て
異
例
の
抜
擢
を
行
っ
た
の
で

す
。

　

四
郎
助
が
着
任
す
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
釧
路
集
治
監
官
署
（
現
標
茶
町
郷
土
館
）
が

落
成
し
ま
し
た
。
真
新
し
い
木
の
香
り
漂
う
新
庁
舎
が
四
郎
助
の
職
場
と
な
り
、
心
機

一
転
集
治
監
の
職
務
に
励
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
看
守
長
の
職
務
は
、
勤
務
す

る
看
守
へ
の
監
督
や
収
監
囚
人
数
の
把
握
、
囚
人
の
体
調
お
よ
び
風
紀
の
管
理
の
ほ

か
、
囚
人
の
行
う
作
業
工
程
を
典
獄
と
相
談
し
、
効
率
よ
く
進
め
る
べ
く
奨
励
す
る
な

ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
月
給
は
35
円
で
、
前
職
で
あ
る
鹿
児
島
県
警
部
補
時

代
の
月
給
が
12
円
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
い
か
に
高
額
で
あ
り
重
要
な
職
務
で
あ
っ

た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

当
時
の
釧
路
集
治
監
で
は
多
数
の
囚
人
を
使
い
、
過
酷
な
硫
黄
採
掘
作
業
や
道
路
工

事
建
設
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
道
路
建
設
短
期
落
成
を
目
指
し
た
突
貫
工
事
や
そ
れ

に
伴
う
人
命
軽
視
の
危
険
作
業
、
こ
う
し
た
作
業
は
現
地
で
カ
リ
カ
ン
（
＝
仮
設
監
獄

の
こ
と
）
と
呼
ば
れ
る
丸
太
小
屋
を
設
置
し
、
囚
人
た
ち
を
収
容
し
つ
つ
行
わ
れ
ま
し

た
。
囚
人
た
ち
は
集
治
監
外
で
行
わ
れ
る
大
変
な
作
業
の
中
、
看
守
ら
に
隙
が
あ
れ
ば

い
つ
で
も
脱
走
す
る
こ
と
を
考
え
、
ま
た
看
守
ら
も
囚
人
の
暴
動
に
備
え
る
べ
く
常
に

強
い
態
度
を
と
り
ま
し
た
。
四
郎
助
は
事
務
の
ほ
か
に
監
外
作
業
へ
の
監
督
も
行
っ
て

　冬期間は閉鎖している、標茶町郷土館隣
の「旧塘路駅逓所」を６月１日から開館し
ます。駅逓内
の小上がりで
休憩もできま
す。
　ぜひお越し
ください。

　５月から郷土館に勤めることになりました、
渡邊淳一です。大学では、自然と人の関わりに
ついて興味を持ち、勉強してきました。本州の
大学在学中、道東に帰郷するたびに、牧草の緑
と空の青のコントラストの美しさに、懐かしさ
と憧れを感じていました。このたびは、豊かな

自然によって育まれた歴史と文化を持つ標茶町で働く機会を頂けて、
とても光栄に思います。自然科学系の学芸員として、分からないと
ころがたくさんあると思いますが、地域の皆さんから教えていただ
きながら、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いし
ます。

郷土館を覗いてみませんか？？

釧
路
集
治
監
人
物
伝　

最
終
話　

中
編
２

釧
路
集
治
監
看
守
長
　
愛
の
典
獄
　
有
馬
四し
ろ
す
け

郎
助  

～初夏の訪れと共に～

「旧塘路駅逓所」６月より開館!

自然系学芸員が替わりました
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い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
四
郎
助
は
看
守
・
囚
人
ら
へ
厳
し
い
統
制
と
指
揮
で
臨
み
「
鬼

看
守
長
」
ま
た
は
「
鬼
有
馬
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
四
郎
助
が
本
町
へ
来
て
か
ら
約
１

年
後
、
明
治
21
年
４
月
に
キ
リ
ス
ト
系
教き
ょ
う
か
い誨
師
の
原は
ら
た
ね
あ
き

胤
昭
が
大
井
上
典
獄
に
招し
ょ
う
へ
い聘
さ

れ
釧
路
集
治
監
へ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
大
井
上
は
、
明
治
政

府
の
方
針
で
も
あ
る
懲
罰
的
な
監
獄
の
あ
り
方
に
疑
問
を
持
ち
、
同
じ
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
人
道
主
義
的
な
考
え
を
持
つ
原
胤
昭
を
監
獄
改
良
の
片
腕
と
し
て
呼
ん
だ
の
で
す
。

た
だ
し
四
郎
助
自
身
は
両
親
の
感
化
や
郷
土
の
気
風
か
ら
仏
教
に
帰
依
し
て
お
り
、
キ

リ
ス
ト
教
を
「
耶や

蘇そ

教
」
と
し
て
知
る
こ
と
も
な
く
異
端
視
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
大
井
上
典
獄
は
敬
愛
し
て
い
た
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
系
教
誨
師
の
導
入
は
嫌
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
当
時
を
考
え
る
と
こ
う
し
た
集
治
監
職
員
は
ほ
か
に
も
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
原
の
囚
人
に
対
す
る
愛
情
あ
る
教
え
と
態
度
へ
接
す
る
に
従
い
、

次
第
に
心
が
動
か
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

原
が
着
任
か
ら
１
カ
月
後
の
５
月
、
四
郎
助
は
１
年
半
ぶ
り
に
長
い
休
暇
を
も
ら

い
、
郷
里
鹿
児
島
へ
帰
っ
て
蓑み
の

田
ミ
ネ
と
結
婚
し
ま
す
。
そ
し
て
新
妻
の
ミ
ネ
を
伴
っ

て
本
町
へ
戻
っ
た
後
２
年
間
釧
路
集
治
監
で
勤
務
し
、
明
治
24
年
に
空
知
集
治
監
の
第

２
課
長
と
し
て
転
出
し
ま
し
た
。

　

四
郎
助
の
釧
路
集
治
監
に
お
け
る
任
期
は
約
３
年
ほ
ど
で
し
た
が
、
標
茶
で
典
獄
大

井
上
輝
前
や
教
誨
師
原
胤
昭
ら
の
影
響
を
受
け
刑
務
官
と
し
て
の
基
礎
を
築
き
ま
し

た
。
そ
し
て
最
も
大
き
な
影
響
と
し
て
監
獄
と
は
“
囚
人
が
犯
し
た
罪
の
分
だ
け
苦

役
を
課
す
事
”
と
す
る
懲
罰
目
的
の
施
設
で
は
な
く
、“
囚
人
に
罰
を
与
え
る
事
を
目

的
と
せ
ず
、
更
生
さ
せ
て
社
会
復
帰
を
目
指
す
”
更
生
施
設
と
す
る
あ
り
方
を
学
ん

だ
事
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
今
で
こ
そ
当
た
り
前
で
す
が
、
当
時
と
し
て
は
非

常
に
先
進
的
な

考
え
だ
っ
た
の

で
す
。
空
知
集

治
監
へ
転
任
し

た
四
郎
助
は
、

こ
の
地
で
人
生

最
大
の
理
解
者

と
巡
り
合
い
ま

す
。（
つ
づ
く
）

　
『
広
報
し
べ
ち
ゃ
』
は
昭
和
40
年
か
ら
発
行
さ
れ
て
お
り
、
今
年
で
50

年
を
迎
え
ま
す
。
本
町
の
広
報
誌
は
昭
和
24
年
に『
月
間
標
茶
』（
後
に『
標

茶
公
民
』
と
な
っ
た
）
を
公
民
館
か
ら
発
行
し
た
事
が
始
ま
り
と
さ
れ
、

後
に
町
長
と
な
っ
た
高
島
幸
次
氏（
当
時
は
公
民
館
長
）が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
昭
和
31
年
か
ら
『
町
政
だ
よ
り
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、

役
場
よ
り
毎
月
20
日
に
全
戸
配
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
郷
土
館

に
資
料
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
30
年
６
月
20
日
発
行
の
第

６
号
か
ら
で
す
。

　

第
６
号
最
初
の
見

出
し
は
「
町
財
政
建

て
直
し
の
た
め
再
建

法
の
適
用
を
申
請
」

で
す
。
こ
の
こ
ろ
本

町
の
財
政
は
非
常
に

悪
化
し
て
お
り
、
財

政
再
建
団
体
適
用
の

申
請
を
受
け
る
事
態

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
財
政
再
建
団
体
、
近
年
で
は
夕
張
市
が
適
用

さ
れ
大
き
な
話
題
と
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
30
年
に
本
町
も
同
じ
状
態
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

本
町
の
財
政
が
赤
字
と
な
っ
た
の
は
、
戦
後
日
本
経
済
が
悪
化
し
た
こ

と
や
新
規
入
植
者
（
戦
後
開
拓
者
）
受
け
入
れ
の
た
め
開
拓
地
の
生
活
基

盤
整
備
（
主
に
道
路
整
備
な
ど
）
の
実
施
、
冷
害
や
洪
水
、
火
災
の
頻
発

な
ど
が
重
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
し
た
。
そ
の
た
め
町
の
人
た
ち
も
「
町

財
政
の
赤
字
に
つ
い
て
は
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
認
識
で
し
た
。『
町
民

だ
よ
り
』
に
は
「
自
治
体
の
自
主
性
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
、

本
町
の
行
く
末
を
心
配
す
る
声
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
同
時

期
に
釧
路
町
と
浜
中
町
も
財
政
再
建
団
体
に
な
っ
て
お
り
、
釧
根
地
域
全

体
が
大
変
な
時
期
だ
っ
た
事
が
伺
え
ま
す
。

　

昭
和
31
年
５
月
30
日
に
標
茶
町
は
財
政
再
建
団
体
の
指
定
を
受
け
ま
し

た
。
再
建
期
間
は
昭
和
38
年
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
35
年
に

は
財
政
再
建
が
終
了
し
ま
す
。
迅
速
な
財
政
再
建
に
成
功
し
た
理
由
は
、

役
場
か
ら
住
民
に
対
し
て
の
積
極
的
な
情
報
開
示
と
、
町
の
人
た
ち
が
一

体
と
な
っ
て
財
政
再
建
に
協
力
し
進
め
た
事
が
大
き
な
要
因
で
し
た
。
今

か
ら
ち
ょ
う
ど
60
年
前
に
起
こ
っ
た
標
茶
の
大
事
件
で
す
。

しべちゃ「広報」事件簿！ 第１話

昭和５年頃の有馬ナカ
本名はミネだったが、四郎助の妹も
ミネだったため同姓同名を避けるた
め、ナカに改名した。
『人物叢書　有馬四郎助』より引用

「標茶町が財政再建団体に！」


