
上 _ 戦時中（昭和15年頃）に旧清泉小学校で執り行われた出征兵士
の村葬。校舎前に写るモクセイの木は七城温泉ドームのシンボルと
なっている 下_昭和61年2月15日、広瀬駅に停車する菊池電車の最
終列車。この日を最後に御代志から菊池までの区間が廃線になった

浴衣姿の男性たちの背景に見える建物は、横
町に昭和中期まで存在した芝居小屋「桜座」。
まだ解明されていない点が多い（大正時代末
～昭和時代初期の撮影）

る
古
写
真
を
集
め
続
け
る
坂さ

か

本も
と

博ひ
ろ
し

さ

ん
（
高
野
瀬
）。
写
真
を
基
に
ま
ち

の
歴
史
を
ひ
も
と
く
活
動
を
し
て
い

ま
す
。「
背
後
の
建
物
は
、
か
つ
て

菊
池
に
存
在
し
た
芝
居
小
屋
の
桜
座
。

建
造
時
の
写
真
が
ほ
ぼ
残
っ
て
い
な

い
の
で
、
と
て
も
貴
重
で
す
。
ま
た
、

写
真
を
よ
く
見
る
と
２
台
の
車
が
並

び
ま
す
。
自
転
車
で
す
ら
高
級
品
で

庶
民
は
手
が
出
な
か
っ
た
時
代
。
当

時
の
菊
池
の
繁
栄
ぶ
り
も
読
み
取
れ

ま
す
」

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
貴
重
な
情

報
を
持
つ
写
真
や
資
料
が
、
そ
の
価

値
に
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
失
わ
れ
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
持
ち
主
の
高
齢
化
に
加
え
、
家
の

建
て
替
え
や
引
っ
越
し
、
家
主
の
代

替
わ
り
に
よ
る
荷
物
整
理
。
さ
ら
に

は
終
活
や
断
捨
離
で
捨
て
ら
れ
た
り

行
方
不
明
に
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

「
ま
ち
の
記
憶
の
財
産
が
、
永
遠
に

日
の
目
を
見
な
い
ま
ま
失
わ
れ
て
い

る
。
今
残
さ
な
い
と
郷
土
の
歴
史
が

失
わ
れ
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
く
な

る
の
で
す
。
後
世
に
記
録
を
残
す
重

要
性
を
、
市
民
に
理
解
し
て
も
ら
い

た
い
」
と
坂
本
さ
ん
は
警
鐘
を
鳴
ら

し
ま
す
。

い
ま
す
が
、
記
録
の
聞
き
取
り
も
同

じ
。
そ
の
資
料
を
知
る
人
か
ら
直
接

話
を
聞
く
に
も
、
時
間
が
限
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
情
報
化
社
会
が
発
達

し
た
今
、
調
査
で
き
れ
ば
半
永
久
的

に
記
録
は
残
り
ま
す
。
地
域
の
歴
史

を
残
す
に
は
、今
が
勝
負
な
ん
で
す
」

地
域
の
記
録
が
消
失
の
危
機

　
浴
衣
姿
の
男
性
た
ち
が
写
っ
た
１

枚
の
白
黒
写
真
。
大
正
末
期
か
ら
昭

和
初
期
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
、
一

見
す
る
と
普
通
の
集
合
写
真
で
す
。

「
写
真
が
持
つ
背
景
を
調
べ
る
と
、

た
だ
の
写
真
に
見
え
て
も
実
は
重
要

な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
」
と
説

明
す
る
の
は
、
以
前
か
ら
地
域
に
眠

聞
き
取
り
調
査
が

価
値
を
高
め
る

　
「
写
真
や
資
料
に
背
景
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
の
情
報
が
加
わ
る
と
、

資
料
的
価
値
が
高
ま
り
ま
す
」
と
坂

本
さ
ん
。
資
料
所
持
者
の
高
齢
化
が

進
み
、
関
係
者
が
健
在
な
う
ち
に
聞

き
取
り
が
必
要
と
訴
え
ま
す
。

　
調
査
時
は
地
域
の
高
齢
者
一
人
一

人
を
訪
問
し
、
情
報
を
集
め
ま
し
た
。

「
人
の
証
言
は
、
ど
ん
な
情
報
に
も

代
え
が
た
い
生
き
た
情
報
で
す
。
戦

争
の
語
り
部
が
高
齢
化
と
と
も
に

減
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て

坂
さか

本
もと

　博
ひろし

さん（高野瀬）

森
もり

　龍
りゅう

之
し

さん
（流川）

原
はら

田
だ

俊
とし

子
こ

さん
（流川）

資金面の問題は
助成金を活用

「普通の写真」が
持つ力を実感

郷土資料収集家

実行委員

流川銀杏会（老人会）

　２月に流川公民館で開催された「ふるさと
今昔写真展」は、米

よね

岡
おか

睦
むつ

雄
お

区長（当時）ら地
域住民が主導して地区の写真約３００枚を展
示。各家庭が保管していた明治時代から現
代までの写真が並びました。
　いわゆる絶景写真は皆無で、日常を記録
した「普通の写真」ばかり。しかし、親や知
人の若い時代の写真を見つけて喜ぶ人や、
戦後すぐ顔を知らないまま亡くした母親の
写真を見つけて涙する人の姿も。各家庭に
眠っていた写真は思わぬ発見と感動をもた
らしました。

地域住民の主導で古写真を記録

あ
り
ふ
れ
た
日
常
を
写
し
た
古
写
真
。

地
域
の
歴
史
や
伝
承
を
綴
っ
た
資
料
。

人
や
街
の
日
常
を
記
録
し
た
郷
土

の
大
切
な
宝
物
が
今
、次
々
と
失
わ

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ち
の
宝
物
を

守
る
た
め
に
活
動
す
る
人
を
紹
介

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

菊
池
市
中
央
図
書
館

☎
０
９
６
８（
25
）１
１
１
１

　宝くじ事業の助成金
を申請し、開催にこぎつ
けました。住民の郷土
愛が深まり、結束も強く
なりました。他の地区
でもこのような写真展
を企画してほしいです。

　老人会メンバーで地
道に写真を集めました。
地域の人は大喜びで何
度も足を運び、地区外
からも約２００人が来場。
写真が持つ力を思い知
りました。

流川区の取り組み
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市
民
の
意
識
で
歴
史
を
守
る

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
各
種
メ
デ
ィ

ア
が
発
達
し
、
記
録
媒
体
も
デ
ジ
タ

ル
化
さ
れ
た
現
代
。
記
録
の
保
存
を

強
く
意
識
し
な
く
て
も
、
自
ず
と
後

世
に
情
報
は
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
以
前
の
ア
ナ
ロ
グ
時
代

の
記
録
は
意
識
的
に
残
さ
な
い
限
り
、

い
ず
れ
消
失
の
危
機
を
迎
え
て
し
ま

い
ま
す
。
明
治
や
大
正
時
代
は
も
ち

ろ
ん
、
昭
和
や
平
成
初
期
の
記
録
で

す
ら
消
え
か
け
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。

　
断
捨
離
や
終
活
の
言
葉
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
身
軽
な
ス
タ
イ
ル
が
も

て
は
や
さ
れ
る
現
代
。「
物
を
と
っ

て
お
く
こ
と
が
良
い
時
代
で
は
な
く

な
っ
た
」
と
話
し
た
鷲
﨑
さ
ん
の
言

葉
は
、
消
失
の
危
機
が
迫
る
資
料
の

現
状
を
現
し
て
い
ま
す
。
記
憶
を
記

録
す
る
―
。
市
民
一
人
一
人
が
過
去

の
記
録
を
後
世
に
残
す
意
識
を
持
つ

こ
と
で
、
菊
池
の
歴
史
が
失
わ
れ
ず

に
済
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

写
真
以
外
の
記
録
も
充
実

今
後
も
デ
ー
タ
は
増
加
予
定

　
「
保
存
が
前
提
と
さ
れ
る
文
化
財

に
比
べ
、
市
民
の
日
常
記
録
は
常
に

廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
は
ら

ん
で
い
る
」。
そ
う
話
す
の
は
、
中

央
図
書
館
で
郷
土
情
報
係
を
務
め
る

鷲わ
し

﨑ざ
き

有ゆ
う

紀き

さ
ん
。
市
が
持
つ
資
料
や

市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
写
真
な
ど
を

デ
ジ
タ
ル
化
し
て
い
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
は
、

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
開
館
に
伴
い
、

中
央
図
書
館
が
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

写
真
の
ほ
か
、
合
併
前
の
４
市
町
村

が
発
行
し
た
広
報
紙
や
古
文
書
な
ど

を
登
録
。
デ
ー
タ
は
随
時
増
や
し
て

い
く
計
画
で
、
今
年
４
月
に
写
真
の

収
集
を
呼
び
か
け
る
チ
ラ
シ
を
配
布

す
る
と
、
６
月
21
日
現
在
で
９
人
か

ら
約
１
３
０
枚
の
提
供
が
あ
り
ま
し

た
。同
係
の
栗く

り

原は
ら

広ひ
ろ

子こ

さ
ん
は「
デ
ー

タ
で
記
録
す
る
こ
と
で
市
民
が
情
報

を
共
有
で
き
る
。
市
民
が
地
域
の
財

産
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
」
と
話
し
ま
す
。

資
料
の
受
け
入
れ
も
実
施

　
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
は
毎

月
第
３
土
曜
に
資
料
の
受
付
日
を
設

け
て
い
ま
す
が
、
都
合
が
つ
か
な
い

場
合
は
問
い
合
わ
せ
に
よ
っ
て
別
の

日
に
受
け
入
れ
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

資
料
は
デ
ー
タ
で
登
録
後
、
持
ち
主

に
返
却
。
栗
原
さ
ん
は
「
皆
さ
ん
が

市
が
取
り
組
ん
で
い
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
事
業
。
各
家
庭
や
地
域
で
保
管
さ
れ
て

い
る
写
真
や
資
料
を
デ
ー
タ
上
で
ま
と
め

て
記
録
す
る
こ
と
で
、
半
永
久
的
に
保
存

し
、共
有
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

市のデジタルアーカイブ事業に資料を提供した人たちの声を
聞いてみました。

▼トップ画面

お
持
ち
の
資
料
は
、
ま
ち
の
宝
物
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
お
預
か
り
し
た
資

料
は
大
切
に
扱
い
ま
す
」
と
呼
び
か

け
ま
す
。

　
鷲
﨑
さ
ん
は
「
菊
池
の
外
に
住
ん

で
い
る
人
に
も
声
を
か
け
て
も
ら
え

れ
ば
。
み
ん
な
で
一
緒
に
ペ
ー
ジ
を

作
っ
て
い
き
た
い
」
と
呼
び
か
け
ま

し
た
。

右 _ 取り込んだ画像はパソコンで
管理 左_提供された写真は１枚１
枚丁寧にスキャン。データ化した
あとは提供者のもとに返却

「KIKUCHI DIGITAL ARCHIVES」ホームページ
https://da.library-kikuchi.jp/

清泉村（当時）の消防団
（昭和12年撮影）

提供者の声

緒
お

方
がた

寛
ひろ

子
こ

さん（林原） 佐
さ

々
さ

木
き

章
あきら

さん（広瀬）

先祖が残した大切な写真 生活を共にした菊池電車を記録
　父と祖父は、旧清泉村（現菊池市七城町）の村長でした。当時の
村の記録写真が家に多く残っていたので、何かの役に立つならと
思い提供しました。昔の風習や戦時中の様子などを現代の人たち
に知ってもらいたいです。

　自宅は廃線になった菊池電車の広瀬駅近く。撮りためた写真は
地域のお祭りで展示していますが、電車だけではなく、背景の古
い街並みを見て喜ぶ人も多いです。今は電車を知らない世代も
多くなりました。菊池の交通を支えた雄姿を見てもらいたいですね。

▼ＱＲコード

1 隈府温泉の仮設浴場

3 竜踊り

6 吉岡・徳永両旅館7 合志川

5 東正観寺の丁子屋前

4 車道と並走する菊池電車

9 寿屋百貨店

8 中央通り商店街

鞍岳を望む牛舎

2 緒方商店

1_ベンチには金子呉服店、佐々洋服店などの屋号が見える（昭和29年） 2_現在の七城温泉ドームの向かいにあった緒方商店（昭和32年） 3_雌雄２匹の竜が舞い踊る菊池の代表的な郷土芸能の一つ（昭和40年頃） ４_広瀬にあった岩下酒店の看板が確認できる（昭和60年頃） ５_清酒菊英、安武畳店、松岡時計店、金子呉服店、中原菓子店の看板が見える ６_七城の高島橋にあった吉岡・徳永両旅館（明治33年） 7_田島付近から上流を見た合志川（昭和22年） 8_かつては歩道にアーケードがあった中央通り（昭和50年頃） 9_現在の米田産婦人科（切明）の斜め向かいに寿屋がオープン（昭和49年） 10_「広報きょくし」昭和52年１月１日号の表紙
10

◀ 

か
つ
て
福
本
に
あ
っ
た
製
紙
工

場「
泗
水
社
」の
れ
ん
が
煙
突

市
民
と
作
る
ま
ち
の
資
料
館

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

広瀬駅（昭和61年撮影）
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