
ぐ

井
戸

理
恵
子

昭
和
５８
年
北
見
柏
陽
高
４

東
京
に
い
る
と

「北
見
」
を
思
う
こ
と
が

増
え
た
。
海
外
に
い
て
日
本
を
思
う
よ
う
に
。

北
見
に
帰
る
と
さ
て
ど
こ
を
思
う
か
と
云
え

ば
、
今
は
亡
き
人
々
の
こ
と
ば
か
り
。
そ
し

て
、
子
供
の
頃
に
知
覚
し
て
い
た
風
景
を
思

う
。
北
見
の
風
景
は
と
て
も
変
わ

っ
た
。
坂

が
無
く
な
り
、多
く
の
植
物
が
姿
を
消
し
た
。

代
わ
り
に
見
知
ら
ぬ
橋
が
か
か
り
、
見
知
ら

ぬ
花
が
咲
い
て
い
る
。
日
本
中
ど
こ
に
で
も

あ
る
よ
う
な

「知
ら
な
い
」
地
名
が
区
画
に

名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
北
海
道
は

「地
名
は
そ
の
土
地

の
文
化
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
を
も

っ
た
探

検
家
松
浦
武
四
郎
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
言
葉

ヘ

の
長
敬
を
そ
の
ま
ま
に
地
名
と
し
て
遺
さ
れ

た
も

の
が
今
に
息
づ

い
て
い
る
。
北
見
も

「
ヌ
プ
ヶ
ウ
シ
」
と

い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て

い
た
。
日
本
語

で

「
野

の
端
」
と

い
う
。

「
野
の
端
」
と
簡
単
に
言

い
切
れ
な
い
歴
史

と
ア
イ
ヌ
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
の
言
葉
に

は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「端
」
と
は
日
本
語

で
も
重
要
な
場
所
で
あ
る
。
「端
」
は

「橘
」

「箸
」
「辺
」
と
同
音
の
言
葉
で
指
し
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
異
な
る
も
の
を

「紫
ぐ
」
も

の
で
あ
る
。
場
所
と
し
て
の

「端
」
は
特
に

別
な
世
界
と
の

「境
界
」
で
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
語
の
本
質
か
ら

「
ス
プ
」

を
鑑
み
る
と

「黒
い
湿

っ
た
場
所
」
で
あ
る

と
か
、
「古

い
沼
、
湖
」
と

い
っ
た
意
味
も

浩
ん
で
い
る
。
北
見
は
か
つ
て
リー１１
斜
路
湖
ほ

ど
の
湖
で
あ

っ
た
こ
と
を
ア
イ
ヌ
は
知

っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
？

「黒

い
湿

っ
た
異
界
」

は
日
本
人
の

「漆
黒
」
と
い
う

「表
現
」
と

重
な
り
、
そ
の
向
こ
う
に
垣
間
み
え
る
神
々

し
い
も
の
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。

そ
の
昔
北
見
の
谷
間
に

「
フ
シ
ヨ
　
ヌ
プ

ケ
シ
　
ヨ
タ
ン
」
と
い
う
ア
イ
ヌ
部
落
が
あ

っ
た
。
「
フ
シ

ヨ
」
と

い
う

ア
イ

ヌ
語
は

コ
こ

「古

い
」
が
継
続
し
て
い
る
状
態
を
指

す
こ
と
が
多
く
、
占
よ
り
人
が

「住
み
続
け

る
こ
と
が
可
能
な
程
豊
か
な
場
所
」
で
あ

っ

た
こ
と
の
証
で
あ
り
、
ア
イ
ス
が

「
カ
ム
イ
」

と
呼
ぶ
、
ヒ
ト
以
外
の
世
界
、
食
糧
を
も
た

ら
す
神
々
の
世
界
と
の
架
け
橋
が
常
に
継
続

し
て
あ

っ
た
こ
と
を
一小
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ
う
し
た
彼
ら
に
と

っ
て
特
別
な
地
名
で

示
さ
れ
、
共
存
し
て
い
た
我
が
故
郷
は
カ
ム

イ
の
気
配
す
ら
遠
い
過
去
に
葬
り
去

っ
て
し

ま

っ
た
。
今
の
人
々
が

「無
意
識
に
」
欲
し

て
や
ま
な
い
豊
か
な
世
界
、
宮
崎
ア
ニ
メ
に

描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
異
世
界
と
の
境
界
が

到
る
と
こ
ろ
に
あ
る
場
所
だ

っ
た
の
に
。
高

度
成
長
期
の
ヒ
ト
の
理
想
は
肥
大
化
し
、
完

全
に
麻
痺
状
態
で
方
向
性
を
見
失

っ
て
い

る
。
ヒ
ト
は
い
つ
し
か
自
然
の

一
部
で
な
く

な

っ
て
し
ま

つ
た
。

北
の
暮
ら
し
は

「冬
」
に
あ
る
。
ゆ

っ
く

り
と
考
え
る
為
に
与
え
ら
れ
た
特
別
な
季

節
。
日
本
中
四
季
が
感
じ
ら
れ
な
く
、
節
句

さ
え
も
軽
ん
じ
て
き
た
私
た
ち
に
与
え
ら
れ

た
唯

´
の
ｔ
は
雪
に
漱
が
れ
る
あ
の
真

っ
白

な
光
景
か
も
し
れ
な
い
。
今
も
■
も
変
わ
ら

な
く
今

て
の
音
を
も
か
き
消
し
て
し
ま
う

雪
。
北
見
を
思
う
人
に
は
優
し
い
季
節
だ
け

で
は
な
く
、
足
非
厳
し
い
冬
に
こ
そ
訪
れ
て

い
た
だ
き
た
い
。

漆
黒
の
異
界
に
息
づ
く
漑
か
な
時
代

「
フ

シ
ョ
　
ヌ
プ
ケ
シ
」
に
出
逢
う
た
め
に
。

【北見の方言】 北見地方にある(あった)方言をどれだけ覚えていますか。
チャレンジしてみましょう1 1 あずましい 2 ちょす 3 だはんこく
4 はんかくさぃ 5 いずい 6 なげる ア かつける
8 おだつ 9 おかる 10 なまら ¬ ゆるくない 12 はくる
13ご んぼほる 14 けっぱ 15か っちゃく 16あめる
17う るける 18も ちょこい 19た くらんけ 20こ わい


