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　今回で釧路集治監人物伝は最終
回となります。平成14年に囚人
たちの話から始めた人物伝は、偶
然にも14年目を迎えて終了しま
す。町民の皆さんからいろいろな
声をかけていただき、ありがとう
ございました。（坪）

大川のほとり
−郷土館だより（第69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
郎
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
。
明
治
１９
年
よ
り
釧
路
集
治
監
の
看
守
長
と
し

て
３
年
間
を
標
茶
で
暮
ら
し
、
典
獄
大お
お

井い
の

上う
え

輝て
る

前ち
か

や
教
き
ょ
う

誨か
い

師
原は
ら

胤た
ね

昭あ
き

ら
に
出
会
い
、
大

き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
明
治
２４
年
に
北
海
道
集
治
監
網
走
分
監
（
後
の
網
走
監

獄
）
へ
異
動
し
、
中
央
道
路
建
設
と
い
う
大
事
業
を
完
遂
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
釧
路

分
監
教
誨
師
大お
お

塚つ
か

素ひ
ろ
しと
の
手
紙
の
や
り
取
り
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
、
洗
礼

を
受
け
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
た
四
郎
助
は
、
程
な
く
し
て
、
東
京
の
巣
鴨
監
獄
へ
と

栄
転
し
ま
し
た
。

　

四
郎
助
は
着
任
早
々
、
内
務
省
か
ら
非
公
式
に
、
教
誨
制
度
の
変
革
と
対
策
を
求
め

ら
れ
ま
し
た
。
当
時
、
諸
外
国
と
の
不
平
等
条
約
改
正
を
考
え
て
い
た
政
府
は
、
条
約

改
正
を
行
う
前
提
と
し
て
、
日
本
が
欧
米
と
同
等
の
国
で
あ
る
こ
と
を
発
信
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
や
条
例
な
ど
を
欧
米
式
に
改

め
て
お
り
、
教
誨
制
度
に
関
し
て
も
信
教
の
自
由
を
取
り
入
れ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
当
時
の
監
獄
教
誨
師
は
東
西
本
願
寺
の
僧
侶
が
独
占
し
て
い
た
た
め
、
大
き
な

力
を
持
っ
て
い
た
寺
院
の
力
を
削
ぎ
、
別
な
宗
派
の
教
誨
師
を
導
入
す
る
思
惑
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
四
郎
助
は
政
府
の
考
え
を
く
み
取
っ
た
う
え
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師

で
あ
り
盟
友
の
留と
め

岡お
か

幸こ
う

助す
け

を
巣
鴨
監
獄
へ
迎
え
る
べ
く
、
浅
草
本
願
寺
へ
赴
き
申
し
入

れ
ま
し
た
。
四
郎
助
の
管
理
す
る
巣
鴨
監
獄
に
は
、
真
宗
大
谷
派
（
＝
東
本
願
寺
）
の

僧
侶
が
教
誨
師
と
し
て
在
籍
し
て
お
り
、
こ
の
動
き
に
反
発
し
ま
す
。
こ
の
問
題
は
そ

の
後
大
き
く
な
り
、
政
府
と
本
願

寺
と
の
問
題
に
ま
で
発
展
し
、
帝

国
議
会
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど

波
及
し
ま
し
た
。
本
来
、
教
誨
師

の
任
命
権
は
典
獄
側
に
あ
り
、
四

郎
助
の
行
動
に
問
題
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
問
題
の
沈
静
化
を
図

る
た
め
政
府
側
が
折
れ
、
四
郎
助

は
市
ヶ
谷
監
獄
へ
転
任
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

釧
路
集
治
監
人
物
伝
　
最
終
話
　
後
編

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

郎
助  

たくさんの質問
　郷土館では、活動の一つと
して本町に関わるさまざまな
疑問や質問を「学習相談」と
して年間100件ほど受け付け
ています。今年もいろいろな
質問が寄せられましたが、特
に興味深かった質問をご紹介
します。
　昭和33年、映画「森と湖のまつり」の撮影が、主に萩
野と塘路で行われました。質問者はそのロケ期間中に、主
演の高倉健さんと敵役の三國連太郎さん、そして映画には
参加してない仲代達矢さんを塘路付近で車に乗せて、標茶
の駅前旅館に連れて行ったという一般の方で、その駅前旅
館の名前を知りたいというものでした。程なくしてその旅
館は「テレーノ気仙」の前身である「気仙旅館」だったこ
とが判明しました。
　撮影に参加してない仲代さんが標茶に来て、高倉さんと
三國さんと共に芝居談義したとなればとても面白い話です。
仲代さんは当時、映画「サザエさん」の“のりすけ”役な
どで知られるようになった若手俳優で、この年公開した「乾
杯！見合結婚」という映画で「森と湖のまつり」のヒロイ
ン香川京子さんと共演していました。仲代さんは映画会社
と契約しないフリーランスの役者だったので、同業仲間へ
激励に来たというのも想像できなくはありません。

今年度も が寄せられました

演技の打ち合わせをする高倉健さん
（現在の国道391号線の塘路付近）

有馬四郎助（左）と留岡幸助（右）
大正11年撮影

『人物叢書　有馬四郎助』より引用
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明
治
３２
年
、
横
浜
に
新
築
し
た
神
奈
川
県
監
獄
の
典
獄
と
し
て
着
任
し
た
四
郎
助

は
、
監
獄
事
業
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
講
演
を
実
施
し
た
り
「
監
獄
デ
ー
」
を
設

け
て
牧
師
を
呼
び
、
監
獄
に
ち
な
ん
だ
説
教
を
し
た
り
、
礼
拝
献
金
を
釈
放
者
保
護
の

寄
付
金
と
し
て
活
用
す
る
な
ど
の
運
動
を
始
め
ま
す
。
四
郎
助
の
典
獄
以
外
の
社
会
活

動
で
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
39
年
に
横
浜
で
「
小
田
原
幼
年
保
護
会
」
を
立

ち
上
げ
た
こ
と
で
す
。
四
郎
助
は
少
年
犯
罪
の
原
因
と
し
て
、
そ
の
境
遇
に
よ
る
影
響

が
極
め
て
大
き
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
彼
ら
を
再
犯
か
ら
救
う
に
は
刑
務
所
の
処
遇

と
同
時
に
、
出
所
後
の
指
導
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
痛
感
し
て
い
ま
し
た
。
幼
年
保

護
会
は
、
出
所
し
た
少
年
少
女
の
保
護
お
よ
び
教
育
施
設
で
、
四
郎
助
個
人
が
立
ち
上

げ
た
民
間
の
社
会
事
業
施
設
で
す
。
こ
の
頃
、
成
人
釈
放
者
を
対
象
と
し
た
保
護
団
体

（
現
在
の
更
生
保
護
団
体
）
は
全
国
に
70
カ
所
近
く
あ
り
ま
し
た
が
、
少
年
少
女
を
対

象
と
し
た
保
護
団
体
は
「
小
田
原
幼
年
保
護
会
」
が
最
初
で
し
た
。
四
郎
助
は
典
獄
職

の
傍
ら
、
施
設
経
営
の
寄
付
を
募
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
所
へ
出
か
け
て
協
力
を
呼
び

か
け
、
施
設
を
ど
ん
ど
ん
拡
充
し
て
い
き
ま
し
た
。
幼
年
保
護
会
は
男
女
別
に
分
け
ら

れ
、
少
女
た
ち
の
教
育
と
就
労
を
支
援
す
る
「
家
庭
学
園
」
と
、
少
年
た
ち
の
保
護
を

目
的
と
す
る
「
力
行
舎
」
が
設
立
さ
れ
、
多
く
の
少
年
少
女
の
更
生
の
助
け
と
な
っ
た

の
で
す
。
こ
の
活
動
に
は
北
海
道
遠
軽
町
で
「
北
海
道
家
庭
学
校
」
を
立
ち
上
げ
て
い

た
留
岡
幸
助
も
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
急
速
な
施
設
の
拡
充
か
ら
、
そ
れ

だ
け
必
要
と
さ
れ
て
い
た
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

四
郎
助
は
昭
和
４
年
に
刑
務
官
（
典
獄

か
ら
名
称
変
更
）
を
退
官
し
ま
し
た
。
標

茶
か
ら
始
ま
っ
て
43
年
間
、
す
で
に
65
歳

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
四
郎
助
は
幼
年
保

護
会
を
経
営
し
つ
つ
も
第
一
線
の
刑
務
官

と
し
て
職
務
を
全
う
し
、
退
官
後
に
は
特

旨
に
て
正
四
位
を
授
か
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
５
年
後
の
昭
和
９
年
２
月
４
日
、
四

郎
助
は
脳
出
血
に
よ
り
亡
く
な
り
ま
し
た
。
偶
然
に
も
、
盟
友
だ
っ
た
留
岡
幸
助
も
ま

た
、
四
郎
助
死
去
の
翌
５
日
に
息
を
引
き
取
り
ま
す
。
葬
儀
は
四
郎
助
の
創
設
し
た
幼

年
保
護
会
と
、
留
岡
の
創
設
し
た
家
庭
学
校
と
の
合
同
葬
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
多

く
の
釈
放
者
ら
も
含
め
、
１
３
０
０
人
が
参
列
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

四
郎
助
の
後
半
生
は
、
標
茶
や
網
走
で
の
前
半
生
か
ら
一
変
し
て
い
ま
す
。「
愛
の

典
獄
」「
耶や

蘇そ

典
獄
」
と
も
呼
ば
れ
た
四
郎
助
は
、
囚
人
も
一
人
の
人
間
と
し
て
向
き

合
っ
た
後
半
生
の
実
践
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
源
流
は
、
若
き
日
の
四
郎
助

が
標
茶
で
大
井
上
輝
前
や
原
胤
明
と
出
会
い
、
囚
人
へ
の
愛
と
更
生
保
護
に
触
れ
た
こ

と
に
あ
り
ま
し
た
。
四
郎
助
が
残
し
た
幼
年
保
護
会
は
、
現
在
も
四
郎
助
の
孫
に
よ
っ

て
続
け
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
少
年
少
女
を
助
け
て
い
ま
す
。

（
完
）

　道内の絶滅種として知られるエゾオオカミは、頭か
ら尾までを含めると150～160㎝にもなり、大型犬
とほぼ同じ大きさです。明治初期までは道内各地にい
ましたが、食糧であるエゾシカの乱獲や雪害などによ
る減少に加えて、家畜被害対策として毒餌による駆除
が行われたことなどで、明治30年代初頭には絶滅し
たとされています。
　本町での目撃証言として「オオカミは徐々にいなく
なったのではなく、一気にいなくなった。原因はシカ
を追いかけて川で溺れたから」との話が残されていま
す。全道的にも短期間で絶滅してしまったことが記録
されており、本町の証言と一致しています。通常、オ
オカミが川に入ったシカを泳いでまで追跡することは、
体力の消耗から考えてあまりありません。溺れる状態
になるまで必死に追いかけたとすれば、餌となるシカ
がかなり減っていたとも考えられます。また、オオカ
ミも空腹のため、弱っていたともいえるでしょう。
　エゾオオカミが絶滅した頃、本町はまだ開村したばかりの新興村でした。大きな牧場も無かったことから、
被害記録も残っていません。本町にいたエゾオオカミの脅威を最も肌で感じたのは、集治監から脱走し、釧
路を目指して森の中を逃げた、囚人たちだったかもしれません。

　“屋根のない博物館”とも呼
ばれ、豊かな自然環境とさまざ
まな動植物が生息する本町。し
かし、かつて本町で目撃情報が
記録されながら、現在は絶滅し
てしまった動物も数多くいます。
本町の絶滅種を証言と共にご紹
介します。

標茶から消えてしまった
生き物たち

「エゾオオカミ」
（蝦夷狼：北海道およびサハリンに生息。北海道では明治30年代に絶滅）

　エゾオオカミのはく製
（所蔵および写真提供：北海道大学植物園・博物館）

退官後の有馬四郎助
昭和６年撮影

『人物叢書　有馬四郎助』より
引用


