
山
で
、
畑
で
、
苦
楽
を
と
も
に

　
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
と
と
も
に
、

軍
馬
の
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
ま
す
。

戦
後
の
混
乱
の
中
で
人
々
を
支
え
た

の
は
、
や
は
り
馬
で
し
た
。

　
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
っ
て
地
主

制
度
が
崩
壊
す
る
と
、
農
民
は
自
ら
の

耕
地
を
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

土
地
を
得
た
農
民
た
ち
が
真
っ
先
に

し
た
の
は
、
馬
小
屋
を
建
て
る
こ
と
。

農
業
の
復
興
の
た
め
、
輸
送
や
移
動

の
た
め
、
馬
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
存
在
で
し
た
。

　
プ
ラ
ウ
を
使
っ
た
馬
耕
で
は
大
き

く
土
を
起
こ
す
た
め
に
二
頭
び
き
で

作
業
を
行
い
ま
し
た
し
、
馬
の
病
気

や
出
産
に
備
え
、
換
え
馬
も
必
要
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
ど
の
農
家
で
も

三
〜
四
頭
の
馬
が
飼
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
春
に
な
る
と
子
馬
が
生
ま
れ
ま

す
。
こ
の
子
馬
を
売
れ
ば
、
農
家
の

生
計
の
足
し
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
農
村
の
婚
礼
は
農
閑
期
に
行
わ
れ

る
の
が
通
例
だ
っ
た
の
で
、
冬
の
花

嫁
は
馬
そ
り
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
ま

し
た
。
村
に
産
婆
さ
ん
を
連
れ
て
く

る
の
も
、
病
人
を
運
ぶ
の
も
馬
。
暮

ら
し
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
馬
の
姿
が

あ
り
ま
し
た
。

　
農
村
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
漁
業

で
は
、
漁
船
を
浜
に
上
げ
た
り
、
定

置
網
を
巻
き
上
げ
る
の
に
馬
力
を
利

用
し
て
い
ま
し
た
。
林
業
の
現
場
で

は
、
山
か
ら
狭
い
林
道
を
伝
っ
て
材

木
を
運
び
出
す
の
が
馬
の
仕
事
で
し

た
。
厳
寒
の
冬
も
黙
々
と
働
く
馬
た

ち
は
貴
重
な
労
働
力
で
あ
る
と
同
時

に
、
大
切
な
家
族
で
も
あ
り
ま
し
た
。

戦
後
の
復
興
も
馬
た
ち
と
と
も
に

馬
な
し
で
は
成
し
得
な
か
っ
た
戦
後
の
復
興
。

十
勝
で
は
昭
和
四
十
年
代
頃
ま
で
、
馬
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

十
勝
の
経
済
を
担
っ
た
馬
た
ち

馬そりに乗った花嫁。昭和33年、清水にて。

帯広市西2条通り10丁目あたりを横切る石炭馬車。（写真／いずれも荘田喜與志）

昭和31年、薪を積んだ荷馬車が帯広の駅前を行く。

94

市
街
地
を
闊
歩
し
た
馬
た
ち

　
昭
和
三
十
年
代
、
帯
広
の
市
街
地
に

は
数
多
く
の
馬
車
や
馬
そ
り
の
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
運
送
業
者
の
動
力
も
、

ま
だ
馬
が
主
役
だ
っ
た
時
代
。
駅
に
着

い
た
荷
物
や
、
家
庭
か
ら
出
た
ゴ
ミ
、

し
尿
を
運
ぶ
の
は
馬
た
ち
の
役
目
。
バ

ス
や
乗
用
車
の
脇
を
、
大
き
な
荷
物
を

載
せ
た
荷
馬
車
が
走
る
光
景
は
、
帯
広

市
民
に
と
っ
て
見
慣
れ
た
日
常
風
景

で
し
た
。

　
当
時
の
帯
広
の
風
物
詩
と
も
言
え
る

の
が
「
馬
ふ
ん
風
」。
冬
の
間
に
馬
た

ち
が
雪
道
に
落
と
し
た
馬
ふ
ん
は
雪
の

下
で
凍
り
、
春
の
雪
解
け
と
と
も
に
地

表
に
現
れ
ま
す
。
こ
れ
が
細
か
な
チ
リ

と
な
り
、
春
の
乾
燥
し
た
風
に
乗
っ
て

飛
散
し
た
の
が
馬
ふ
ん
風
で
す
。
衛
生

上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
市
民
か
ら
苦
情

が
出
た
た
め
に
、
馬
の
お
尻
の
下
に
袋

が
吊
る
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
来
、

道
を
汚
す
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
馬
が
い
て
当
た
り
前
だ
っ
た
こ
の
時

代
、
馬
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
商
売
が

成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
働
く
馬
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
蹄
鉄
屋
、
荷
馬
車
の

製
造
や
修
理
を
担
う
馬
車
屋
、
馬
具
を

扱
う
馬
具
商
な
ど
は
ど
の
町
に
も
あ

り
、
馬
耕
用
農
機
具
の
製
造
・
販
売
業

も
盛
業
で
し
た
。
ま
た
、
帯
広
市
内

に
は
何
軒
も
の
馬
宿
が
あ
り
、
馬
市
が

開
か
れ
る
と
、
馬
を
連
れ
て
や
っ
て
く

る
人
々
や
家
畜
商
た
ち
で
賑
わ
い
ま
し

た
。
売
買
が
成
立
し
た
馬
は
、
帯
広
駅

か
ら
貨
車
に
積
み
込
ま
れ
、
本
州
各
地

へ
と
送
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
馬
が
十
勝
の
経
済
の
一
翼
を
担
っ
て

い
た
。そ
ん
な
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。プラウを使った馬耕が行われていた昭和31年の光景。

寒さ厳しい陸別の冬山で、材木を運び出す馬そり。

昭和33年、帯広市西5条南10丁目の踏切を渡る馬車。

売られていく2歳馬。左上の建物は川上外科、右上は帯広駅前にあった北海館（北
海道ホテルの前身）。
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疎
開
者
と
し
て
東
京
か
ら
鹿
追
へ

　
十
勝
の
馬
文
化
を
語
る
時
、
す
ぐ
に

思
い
浮
か
ぶ
絵
が
あ
り
ま
す
。
画
家
・

神
田
日
勝
の
描
く
幾
頭
も
の
馬
た
ち
で

す
。
初
期
の
作
品「
痩
馬
」に
始
ま
り
、

絶
筆
「
馬
」
ま
で
、
日
勝
は
十
勝
の
開

拓
と
農
耕
を
支
え
た
馬
の
姿
を
描
き
続

け
ま
し
た
。

　
日
勝
は
昭
和
十
二
年
、
東
京
の
練
馬

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
、
両

親
が
東
京
空
襲
の
被
災
者
の
た
め
に
組

織
さ
れ
た
「
拓
北
農
兵
隊
」
に
応
募
。

当
時
八
歳
の
少
年
だ
っ
た
日
勝
が
家
族

と
と
も
に
鹿
追
に
入
植
し
た
の
は
、
皮

肉
に
も
終
戦
の
前
日
、
八
月
十
四
日
の

こ
と
で
し
た
。

　
北
海
道
開
拓
と
い
う
と
明
治
期
を
思

い
出
し
が
ち
で
す
が
、
未
開
地
の
開
墾

は
昭
和
期
に
な
っ
て
も
尚
、
続
い
て
い

ま
し
た
。
戦
中
戦
後
、
本
州
で
被
災
し

家
を
失
っ
た
人
々
が
、
北
海
道
に
新
天

地
を
求
め
て
続
々
と
や
っ
て
き
ま
し
た

が
、
馬
を
買
う
お
金
も
な
く
、
ほ
と
ん

ど
素
手
で
荒
れ
地
と
格
闘
す
る
日
々
。

慣
れ
な
い
力
仕
事
と
貧
し
い
暮
ら
し
に

耐
え
か
ね
多
く
の
人
が
脱
落
し
て
い
き

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
神
田
一
家
は
開

拓
の
厳
し
さ
と
向
き
合
い
、
こ
の
地
に

根
を
下
ろ
し
た
の
で
す
。

馬
の
絵
に
託
さ
れ
た
思
い

　
中
学
を
卒
業
後
、
日
勝
は
営
農
の
担

い
手
と
し
て
働
き
、
そ
の
傍
ら
、
絵
を

描
き
始
め
ま
す
。
ベ
ニ
ヤ
板
に
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
ナ
イ
フ
で
描
く
独
特
の
画
風

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
馬
の
姿
。
そ
こ
に

は
、と
も
に
土
と
苦
悩
す
る
大
切
な〝
家

族
〞
に
注
が
れ
た
日
勝
の
慈
し
み
の
眼

差
し
が
感
じ
取
れ
ま
す
。
代
表
作
「
死

馬
」
で
は
、
克
明
に
描
か
れ
た
体
毛
の

一
本
一
本
か
ら
、
湿
っ
た
汗
の
匂
い
が

い
ま
だ
に
立
ち
上
っ
て
い
る
か
の
よ
う

で
す
。

　
十
勝
を
代
表
す
る
画
家
と
し
て
の
評

価
が
高
ま
り
、
こ
れ
か
ら
を
期
待
さ
れ

た
昭
和
四
十
五
年
、
日
勝
は
腎
盂
炎
に

よ
る
敗
血
症
を
併
発
し
、
三
十
二
歳
と

い
う
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の

時
、
彼
が
最
後
に
描
こ
う
と
し
て
い
た

の
も
馬
で
し
た
。
前
半
身
だ
け
が
描
か

れ
た
「
馬
（
絶
筆
・
未
完
）」。
描
か
れ

な
か
っ
た
空
白
の
部
分
を
埋
め
る
の

は
、
馬
と
と
も
に
生
き
た
十
勝
人
の
馬

に
寄
せ
る
心
情
に
他
な
ら
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

神田日勝記念美術館
　神田日勝ゆかりの鹿追の地に、平成５年に開館。
農民であり画家であった日勝の代表作と素描・遺品
などを展示している。館内には無料音声解説ガイド
の貸出もあり、同館の概要や神田日勝の生涯につい
て聴くことができる。

住所／鹿追町東町3-2　電話／0156-66-1555
開館時間／10時～ 17時
休館日／月曜、祝日の翌日、年末年始

神
田
日
勝
が
描
い
た
十
勝
の
馬青年時代の神田日勝、若と。

数ある日勝作品の中でも、見る者の心に迫る傑作「馬（絶筆・
未完）」。1970年。（神田日勝記念美術館蔵）。
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急
速
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
　
　

馬
た
ち

　
昭
和
三
十
年
代
後
半
に
な
る
と
、
十

勝
に
も
機
械
化
の
波
が
押
し
寄
せ
ま

す
。
農
作
業
の
動
力
は
馬
力
か
ら
ト
ラ

ク
タ
ー
へ
。
長
年
、
馬
と
苦
労
を
と
も

に
し
て
き
た
農
家
の
人
々
も
時
代
の

波
に
は
逆
ら
え
ず
、
次
々
と
馬
を
手
放

し
て
ト
ラ
ク
タ
ー
に
切
り
替
え
て
い

き
ま
し
た
。

　
街
中
を
走
る
荷
馬
車
も
急
速
に

減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
雪
深
い
冬
に
は

馬
そ
り
に
よ
る
輸
送
が
活
躍
す
る
余

地
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
も
や
が
て
ト
ラ
ッ
ク
に
取
っ
て
代

わ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仕
事
を
失
っ

た
馬
た
ち
は
見
る
間
に
姿
を
消
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
昭
和
三
十
年
に
は
約
六
万
五
千
頭
い

た
十
勝
の
馬
た
ち
は
、
そ
れ
を
ピ
ー
ク

に
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
に
は
つ
い
に

一
万
頭
を
切
る
ま
で
に
減
少
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
馬
を
育
て
て
い
た
牧
場
の
多

く
が
、
馬
に
代
わ
っ
て
牛
を
飼
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
そ
の

後
の
「
酪
農
王
国
・
十
勝
」
の
序
章
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ば
ん
え
い
競
馬
に
継
承
さ
れ
る
　

馬
文
化

　
十
勝
の
開
拓
が
始
ま
っ
て
か
ら
高
度

成
長
期
ま
で
の
約
百
年
、
何
を
す
る
に

も
馬
な
し
で
は
暮
ら
せ
な
い
日
々
が
あ

り
ま
し
た
。
馬
と
と
も
に
あ
っ
た
時
代

を
知
る
人
は
、
今
尚
、
馬
へ
の
特
別
な

思
い
と
感
謝
の
念
を
忘
れ
て
い
ま
せ

ん
。
十
勝
を
代
表
す
る
民
謡
と
し
て
知

ら
れ
る
「
十
勝
馬
唄
」
も
、
馬
た
ち
が

い
た
十
勝
の
原
風
景
を
偲
ん
で
、
昭
和

四
十
一
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
懸
命
に
農
具
や
荷
車
を
ひ
き
、
人
の

た
め
に
尽
く
し
た
馬
た
ち
。
そ
の
昔
日

の
姿
を
、
唯
一
今
に
伝
え
る
の
が
、
ば

ん
え
い
競
馬
で
す
。
戦
後
間
も
な
い
昭

和
二
十
一
年
に
公
営
競
馬
と
な
っ
て
以

来
、
七
十
年
に
わ
た
っ
て
継
承
さ
れ
て

き
た
ば
ん
え
い
競
馬
は
、
現
在
で
は
十

勝
帯
広
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

北
海
道
遺
産
と
し
て
守
り
継
が
れ
て
い

ま
す
。

昭和57年に音更町十勝温泉郷に建立された「十勝馬唄」の歌碑。

馬
力
か
ら
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の
時
代
へ

トラクターの時代を描いた 
絵本『赤べえ』

　十勝のとある農家で長い間、農耕馬
として家族と苦楽をともにしてきた
「赤べえ」。近所の農家が次々トラク
ターを買うようになっても赤べえを手
放すまいとしていた一家ですが、つい
につらい決断を下すことに。農家の少
年・勇作の目を通して愛馬との別れを
描いた絵本『赤べえ』。ここに描かれ
た光景は昭和30年代から40年代にか
けて、北海道はもとより日本各地で見
られていたものです。本書は全道の小
学校に配本され、馬が暮らしの中にい
た時代を後世に伝えています。

＊ 原案は米氷道裕さんの演劇脚本『斑馬の嘶き』、作者はエッセイストの旋丸 巴さん
（現在ＮＰＯ法人とかち馬文化を支える会専務理事）、挿絵はばんえい競馬初の女
性調教師でもある谷 歩（あゆみ）さん。平成16年、十勝馬事振興会、十勝農業協
同組合連合会、北海道輓用馬振興対策協議会発行。
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