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【論・旭川】 掲示板

 
旭川や地域に関する話題や情報なら基本的にどんなことでも書込みＯＫです。

もちろんサイトに関するご意見・ご感想・誤りご指摘等大歓迎です。
 私momongaも自分なりに気になった話題があればブログ代わりに書込みます。

 

  
誹謗中傷やマナーに反する投稿については管理者権限において警告あるいは削除いたします。

 また宣伝広告の無断リンク等の行為はアクセス制限の上無条件に削除いたします。
  

なお当掲示板は画像添付やタグの使用が可能ですがあまり極端な使用はお控えください。
 特に文字サイズの乱用は掲示板全体を見づらくしてしまいます。

 画像については容量1MB以内を同時に３枚まで投稿可能ですが実際には横サイズ400ピクセル相当に縮小表示されます。
 投稿画像は画像をクリックすると最大800×600のサイズで見る事ができます。

 1MBを超える画像は投稿時エラーになりますので適切なサイズに縮小の上ご投稿ください。

  Reload
 

【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 

　＜思いやりのあるコミュニティ宣言＞
　teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
　いつもご協力いただきありがとうございます。

　投稿者 momonga  

　メール momonga@post.nifty.jp  

　　題名    投稿     確認   

　　内容 
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。

(詳細)

 

　　　　 

　ＵＲＬ http://  

[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ 検索 ]

キーワード: 旭川 情報 歴史 [ その他 ] 

 検索

Re: 国立国会図書館  投稿者：momonga   投稿日：2014年 9月 2日(火)11時03分3秒 返信・引用

  図書館の蔵書のしくみは詳しくは知らないのですが、
 公立図書館であれば、所属する国や自治体の予算から購入するもの以外に寄付によ

るものも多いんでしょうね。
 特に歴史関連資料は、買って手に入れてきたものはむしろ少数派ではないかと思い
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全1586件の内、新着の記事から50件ずつ表示します。
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ます。
 
そのせいか面白いのは、旭川の図書館でも他のマチの市史・町史や関連書籍があっ
たりしますよね。
同じことが他のマチの図書館にも言えるわけで、極端な例では神奈川県の図書館に
旭川の電話帳があったりします。
つまり地元の歴史だからといって必ずしも地元の図書館が全てとは限らないわけで
すね。
人物や地域的な繋がりがある場合は、その先の図書館も要チェックです。
 
ただそうは言っても遠隔地の場合はそうそう行けるわけでもありませんよね。
その意味で図書館のデジタル化はたいへんありがたいものです。
http://kindai.ndl.go.jp/
 
 
 
> 驚いたことに現在国内で発行されているすべての書籍をここでは収集しているの
だそうです。
 
これは驚きですね。
雑誌類までとなるといったい何十万いや何百万部あるのでしょうか？
よく大型書店をメガ書店（実際百万部置いてあるのかどうかは不明）と呼びます
が、それでも国内発刊書籍のごく一部に過ぎないと聞きます。
今後も蔵書し続けるとなるといったいどれだけのスペースが必要になるんでしょう
ね。
 

国立国会図書館  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 9月 1日(月)16時23分52秒 返信・引用

  私たちは歴史を解きほぐすために、図書館をよく利用しますよね。
 その図書館の頂点に立つのが「国立国会図書館」という事になります。

 旭川市立図書館も郷土の資料に関してはなかなか役に立ってくれますが、
 もう少しというときには江別にある道立図書館を利用することもあります。
 先日は北海道新聞の２０年くらい前の旭川版を探していたら、旭川では図書館でも

道新の支社でも見つからず。
 道立図書館に旭川版のマイクロフォルムがありました。

 そしてその頂点の国立国会図書館ですが、ＴＶで紹介されていましたが
 驚いたことに現在国内で発行されているすべての書籍をここでは収集しているのだ

そうです。
 芥川小説でも少年ジャンプでも週刊実話でも女性自身でも、基本的には発行元が全

ての本を一部づつ送付しているんだとは思いますが、考えただけでも気の遠くなる
分量の取集ですね。

 でも、これは未来にとってものすごい資料となるはずですよ。
 で、そんな国立国会図書館の過去の資料を手に入れることができるのです。しかも

ネットから。
 まずは無料ですが会員登録が必要です。会員請求は免許などの個人証明のコピーと

一緒に申し込めば会員ＩＤとパスワードが送られてきます。
 それを使ってアクセスし希望する資料を特定してから必要記事かページを指定すれ

ばいいだけです。
 例えば２５年前の１１月○○日発行の少年ジャンプのドクタースランプアラレちゃ

んが読みたいとなれば、そのコピーを請求することができます。
 代金も送料手数料は多少かかりますが数百円です。

 重要な資料はデジタル化されてネットからでも直接手に入れることができるものも
ありますが、そこはやはり限界があります。

 それにくらべ複写サービスは過去のどんな書籍のコピーでも手に入れることができ
るのです。

 これって凄いですよ。
 問題は書類を特定する事なんです。いつ発行の何という雑誌の何ページが欲しいの

かを明確にしなくてはいけません。
 つまり向こうもこのサービスはアナログの手仕事なんでしょうね。

 どの雑誌のどの部分が欲しいのかがわからなければ、コピーのしようがないですか
ら。

 試しに２０年ほど前の週刊誌の記事を請求したら見事に送られてきました。
 これって凄いです。

 http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy.html
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Re: 神居古潭の濁流  投稿者：momonga   投稿日：2014年 8月12日(火)11時23分17秒 返信・引用

  かんじさん危ないっすよ。^^;
 よく大雨で流されちゃう人は、だいたいが川の様子を見に行ってやられちゃうんで

すから。
  

それにしてもあの吊橋、よく通行止めにならないもんですね。
 それでなくとも『一度に100人以上渡れません』なーんて不気味な看板掲げてるの

に・・・。
 http://homepage2.nifty.com/momonga_farm/machi/pichtml/kamuikotan03.html

  
 
私が若い頃ですが、国道12号の神居古潭付近は大雨の度に冠水で通行止めになった
記憶があります。

 一度は土砂崩れの危険から、かなり長期間通行止めになったこともあります。
 今よりずっと交通量の多かった札幌-旭川間の大動脈が神居古潭で寸断されたわけ

です。
 当時はまだ高速もなく、道々多度志線も未舗装の山道だったのでずいぶんと不便を

強いられました。
 今でも自転車道路として随所に旧道が残っていますが、道路の位置が低かったので

冠水しやすかったんですよね。
 その後、岩見大橋や春志内・神居古潭トンネルができて、道路の位置も全体的に嵩

上げされてからは冠水してないと思います。
  

 
でも、神居大橋は当時のままですヨ。

  

 

神居古潭の濁流  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 8月11日(月)15時20分5秒 返信・引用

  8月5日でしたか台風の影響で大雨になって、鷹栖や名寄で被害が出ましたよね。
 あの日わたしも心配になって（好奇心一杯で）(^^;石狩川に行ってみました。

 何年か前に大雨で増水した時は忠別川が凄かったのですが、今回は石狩川がかなり
の増水でした。

 普段川が流れている部分を低水路と言い、公園になったりしている部分を高水敷と
いいます。

 堤防はそこからさらに高くなっている部分です。
 高水敷は公園にもなっている部分ですから普段は増水してもここまで水が来る事は

めったにありません。
 でも今回はこの高水敷まで来ましたねぇ。

 そして前回書いたパルプ排水の工事個所まで水没してしまいました。
 この時点で、雨竜川が危険水位を超えているというニュースが入っていましたが、

雨竜川は遠いのでもっと身近な神居コタンはどうなっているのか？
 行ってみました。すっごいですねぇ。こんな増水した神居コタンは見たことが無か

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000928.jpg
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/926
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/mailform/index/comm_id/926/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/926/
http://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs?M=JU&JUR=http%3A%2F%2Fhomepage2.nifty.com%2Fmomonga_farm%2Fmachi%2Fpichtml%2Fkamuikotan03.html
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/925
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/925/


2022/07/31 17:27 【論・旭川】 掲⽰板 - 701〜750件⽬

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs?page=15& 4/45

ったです。
それでも神居大橋は通行止めでは無く濁流の上にしっかりと立っていました。
わたしのような物好きが他にもいるようで、その時橋の上には4人の野次馬がおり
ました(^^;

Re: 日本製紙パルプ排水  投稿者：momonga   投稿日：2014年 8月 1日(金)11時47分5秒 返信・引用

  へぇ～～～
 そんなふうになってたとは知りませんでした。

  
給水の方は石狩川に取水施設があるみたいですから、工場までの間はたぶん地下を
通してるんだろう、と思ってましたが、

 排水の方は今でも牛朱別川に放流してるものとばかり思ってました。
 昔のように色や臭いがないのは、浄化設備を整えたからだろうと・・・。

 いつのまにそんな大工事をしたんでしょうね？
  

 
確かに昔は今では考えられないような公害を撒き散らしてましたね。

 牛朱別川はパルプから下流は真っ黒、
 石狩川との合流地点である旭橋の上から見下ろすと、川の半分で見事に2色に分か

れていました。
 神居古潭では、乱流によって廃液が泡立ち、妙に芸術的な模様を描き出していまし

た。
 さらに輪を掛けて、当時圧倒的に多かった市内の未舗装道路にホコリ止めとしてド

ロドロのパルプ廃液を散布してました。
  

当時は市民も鷹揚で、臭い汚いと言いながらもこれが旭川の臭いだ、みたいな風潮
がありましたね。(ーー;)

  

 

日本製紙パルプ排水  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 7月31日(木)15時45分41秒 返信・引用

  昔から日本各地の製紙工場は悪臭を放つ元凶でした。
 悪臭を放ち真っ黒な汚水を垂れ流すという環境破壊そのものだった。

 しかし時代の要請もありその環境はどんどんと改良され、臭いもかなり抑えられる
ようになってきました。

 一方の汚水排水は旭川でもかなり大きな問題になったはずです。
 昔は国策パルプの時代からその排水は牛朱別川に直接放流され、川を真っ黒にして

悪臭を放っていました。
 いまは、、、、、。

 そう噂で聞いていたのですが、パルプの排水はパイプを使って旭川の街のずっと下
流の方まで導いてから石狩川に放流していると。

 そして先日ひょんなことからこの事実を確認する事ができたのです。
 いま旭橋の下流側左岸（下流を見て左側）で工事をやっています。

 ちょうど旭橋から新橋の間ですね。この工事を見学に行ったのですが、その説明で
その工事がまさにこの排水を下流へと導く地下排水路の工事だったのです。

 古くなったこの地下排水トンネルを新しいものに更新する工事だそうです。
 「そんなんだ、こんなところにあったのか」と思いながらも私の関心は、「どこか

らどこまで繋がっているんだ？」という経路が知りたくなりました。
 そこでまず単純に旭橋付近の左岸をGoogleMapで見てみると、、、、、。

 「おお、この辺りを通っているんだ」そしてその動線をさらに下流域に持ってゆく
と。

 あったぁ！！
 ＪＲの近文の辺りにある鉄橋のさらに少し下流に、川もないところから汚水が石狩

川にそそいでいるのが衛星画像で見て取れます。
 こんなところから川へ流していたんですね。
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となると、今度は上流部が気になりました。そこで上流へ遡ってGoogleMapを見て
もよくわかりません。
そういえば牛朱別川左岸をここ数年ずっと護岸工事をやっていたんですね。
この排水トンネルがらみの工事だったんだ。
でもそれ以上はGoogleMapでは確認ができません。
なので現地調査しかありません(^^;
工事個所には確かにマンホールがところどころにあります。
これは排水トンネルの点検用についているものです。
しかしそれをたどっても境橋あたりでわからなくなりました。
今後は反対にパルプ工場の側はどこから出ているのか、車で走っただけではわかり
ません。
車から降りて牛朱別川右岸の堤防を歩いていると２カ所樋門がありました。
その樋門を見ると、ありました。下流側の赤い樋門に「パルプ排水樋門」と書いて
あります。
工場の排水はここから出てきているんだな。
でもその樋門はゲートで仕切られ牛朱別川には流れ出ていません。
そして耳を澄ますと「ゴーーーッ」という水の流れる音がしています。
さらにはそれなりの悪臭も漂ってきます。
間違いなくここから排水が流れ出ていますが、川には出さずに牛朱別川右岸の堤防
の地下を流れて行っていることが確認できました。
衛星画像をみるとパルプ排水樋門の辺りの工場側には丸い汚水処理の施設があるこ
とがわかります。確かにここだな。
これで排水路の始まりと終わりがわかったわけですが、一つ疑問があります。
始まりは右岸、出口は左岸？ん？どこで川をまたいでいるんだ？
これは難題です。現地をよほどつぶさに踏査しなくては見つからないことでしょ
う。困ったな。
と思っていたのですが、その後ネットで文献を調査したところ、この事業は流水保
全水路整備事業という名前であることがわかり、詳しい資料がPDFで提供されてい
ました。
それを見ると石狩川との合流部のちょっと上、市立病院の下、沈下橋のあたりか
な。
あのあたりでサイホンという技術を使って牛朱別川のさらに下を潜って横断してい
ることがわかりました。
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/singi/050201_2_3.pdf
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牧草ロール  投稿者：momonga   投稿日：2014年 7月25日(金)11時20分6秒 返信・引用

  思ったよりもずいぶん長く続いた「石山通り」論議ですが、そろそろ収束のようで
すね。

 またこのような楽しい”謎”が出てくることを期待しています。
 でもなかなか決定的な証拠が見つからないのはフラストレーションの原因になるの

も事実ですね。(^^)
  

 
 
 
・・・ちょっと一服の意味で、先日撮った牧草ロールと飛行機のコラボの一枚。

  
 
私は飛行機が好きなので、気晴らしを兼ねてよくカメラを抱えて空港周辺へ走るの
ですが、

 特に旭川空港は、空港周辺の離着陸コースに、障害物に遮られない撮影スポットが
多く、

 背景となる山々や丘陵地の畑などに恵まれているので、全国中から航空機撮影マニ
アが来ています。

 この日もどでかいレンズを付けたカメラを構えてる人が何人もいました。
 まあ、写真を見ておわかりの通り私はそこまで熱心ではないのですが・・・
  

一時期、空港保安用地に植えられたひまわり畑が有名でしたが、
 ここ数年は着陸コース直下に牧草が植えられ、6月下旬から7月はじめ頃にかけてロ

ールにされます。
 それが写真のような様子となり、この時期限定の新たな名物風景となっています。
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Re: 石山通まとめ   投稿者：momonga   投稿日：2014年 7月12日(土)17時02分29秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

>明治31年に鉄道が開通し、師団の建設が始まると忠別市街も活気づき、大量のイ
ンフラ整備が始まります。その時にどれだけの基礎材が必要とされたのかは想像す
るしかありませんが、おそらくその頃一気に需要が高まって大量の玉石や砂利が忠
別市街へ運ばれたこ事が想像されます

  
明治30年代はおっしゃる通り旭川の都市形成が大躍進を遂げた時期ですよね。

 先代旭橋のみならず、市街地を縦横に延びる街路の整備、
 上川線（函館線）の開通と、引き続き行われた手塩線（宗谷線）十勝線（富良野

線）などの鉄道工事と鉄道工場の建設、
 それに何と言っても日本最大となる師団建設の歴史的大工事・・・

 軍都として急激な人口増に伴う建築ラッシュ、
 そして神谷酒造（日本酒精）ばかりではない、山崎・小檜山酒造など雨後の筍のよ

うに数多くの酒蔵ができたのもこの頃です。
  

おそらく、玉砂利や建築用石材はいくらあっても足りなかったのではないでしょう
か。

 建築用石材は美瑛軟石を運ぶだけではとても間に合わず、地元で焼く大量のレンガ
がそれに代わりました。

 玉砂利は他でも採取されたでしょうが、やはり名前が残るだけあって忠別川石山が
最大規模だったのでしょうね。

  
 
 
 
昨日、東光石山町内会の上流側、下1号線寄りの町内をちょっと巡回してみまし
た。

 野良仕事をしているお年寄りを見つけ、「この辺りも石山地区になりますか？」と
尋ねてみたのですが、

 「さあどうだろねえ・・、そこの道路は石山通りって言うんだけどねえ」といった
返事。

 住んで30年ほど経つそうですが、よくよく考えてみるとそれだと自分の記憶のほう
が古いか（笑）

  
でも印象的なのは、この辺りの住民は”石山地区”意識はそれほど持ってないけど
も、”石山通り沿い”という意識は強いみたいですね。

 この事は、
 >採石場としての地域に始まった石山の名称は道路名称となり、便利な使い方とし

てどこまでも長い道路名称になり、同時に付近一帯に石山地区を広げてしまったよ
うに思えるのです。

 というかんじさんの見解をそのまま裏付けていると思います。
 やはり道路の呼び名の方が意識の上では強いんですね。

 ○○街道という呼び名が存在せず、中心部以外の通り名称に一貫性のない旭川で
は、たぶん唯一の地域特性ではないかと思われます。
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実は私はこの石山通りという呼び名が好きです。
札幌の石山通りもそうであるように、おそらくこの名には歴史的背景に加え、その
呼び易さが住民に親しみ続けられる理由だと思います。
街路整備が既に完了している今、地域実態とは異質な「南6条通り」なる整備用呼
称はいい加減やめてほしい。
（もう既に市民であっても石山通りと言われても分からない人が多い）
 
 
 
 
>連投を申し訳なく思います。
>掲示板汚しであれば言ってください。(^^;
 
何をおっしゃる。
元々が旭川の歴史をメインテーマにしたサイトですから、掲示板でのこれほど楽し
いやりとりはないじゃありませんか。
ロムってるだけの方々も多いと思います。
私が敢えてブログにせず掲示板形式に拘ってる理由がここにあります。
それよりもピタっと話題に入って来なくなっちゃったあずさんが気になるなぁ～
カウンターが強過ぎたでしょうか？　^^;
 
 
 

Re: 石山通まとめ   投稿者：かんじ  投稿日：2014年 7月11日(金)16時58分30秒 返信・引用

  > No.915[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> 私が上流方向の石山の範囲に拘る理由ですが、
 > 実は先のレスで私が初めて石山通りの名を知った時のことを、バス路線の記憶の

みで語りましたが、
 > どうも記憶の底でそればっかりではなかったような気がしてならないのです。

 > 他にも石山を名乗る何かが栗山ストアーの近くにあったような・・・
 > 何かのカンバンを見たのか、団地とかの名称だったのか、とにかく石山地域を表

す何かだと思うんですが、
 > う～ん、思い出せない・・・(^^ゞ

 >
 石山の由来を調べて石山という地域が合った事はわかりましたが、

 その後、石山という名前はどんどん拡大されて使われたように思います。
 momongaさんの記憶というかイメージしている石山も東光のかなり広い範囲ですよ

ね。
 確かに下公有地開拓誌を読んでいると、石山ってかなり広い範囲で使われているよ

うに思います。
 昭和44年の編集ですのでmomongaさんの若いころのイメージではないかと、、、。

 ただその使われ方が、「下二号線の石山」とかいう使い方なんです。
 つまり場所を表す際に、南北の基線となる「号外線、一号線、二号線、三号線、四

号線、五号線、六号線」
 にクロスするように石山道路全体を使って場所を表しているように思います。

 「三号線の石山」とか「一号線の石山」とかです。
 それとアイヌ道路と石山道路の使い分けですが、人によって違ったり住んでいる地

域によって違ったりしているように思います。
 金比羅神社に近いほうに住んでいる方は普通に全体を「石山道路」と言っていたよ

うに思うし、旭正に近いほうの人は「アイヌ道路」って使っていたのではないかと
思えるのです。

 なのでどこからが石山道路でどこからがアイヌ道路ではなく、全体を石山道路とし
て使っている方も多かったし、東光18丁目辺りまでの石山道路沿い一帯を石山地区
として認識していた方も多いのではないでしょうか？

 この辺り一帯は下公有地として、旭川からも東旭川からも離れた独自の生活を送っ
ていた場所でもあり、住所もあまり明確で無かったように思うのです。

 皆さんが一番馴染んでいたのが、「号外線、一号線、二号線、三号線、四号線、五
号線、六号線」という名称で、その通りに目印になるものを組み合わせて場所を示
していたのではないでしょうか。

 その目印に恰好だったのがアイヌ道路であり石山道路だったわけです。
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前回話を聞いた東光8条5丁目に古くから住む円山さんは、普通に○号線と言ってい
ましたし。
円山さんにとっては南6条通り＝石山通り＝アイヌ道路のように思います。
採石場としての地域に始まった石山の名称は道路名称となり、便利な使い方として
どこまでも長い道路名称になり、同時に付近一帯に石山地区を広げてしまったよう
に思えるのです。
 
 
連投を申し訳なく思います。
掲示板汚しであれば言ってください。(^^;

Re: 石山通まとめ   投稿者：かんじ  投稿日：2014年 7月11日(金)11時38分8秒 返信・引用 編集済

  > No.915[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> 過去の地図を見ての想像ですが、旧アイヌ川そのものがかつての採石場だったと
考えられないでしょうか。

 > 明治の地図ではアイヌ川沿いは崖のように描かれてましたよね。
  

明治３３年の地図を見て分かるのは当時の忠別川は一本の太い川ではなく最低でも
３本の川から成っています。

 ３本はそれぞれかなりの落差を持っており、そこには崖が存在します。（河岸段
丘）

 そして３本の川は今回石山地区としてプロットした辺りで大きく蛇行しています。
 上流を流れてきた川は今の緑が丘の高台にぶつかりその反動で、今回の石山付近に

押し出されます。押し出された川は再び下流を目指すので蛇行となります。
 つまり石山地区は地理的に言っても蛇行し土砂の溜まりやすい場所といえます。

  
明治の地図に見られる３本の川による段丘は大雨のたびに何度も反乱を繰り返した
であろう忠別川が上流から大量の土砂や玉石を運んできて堆積を繰り返した跡その
ものです。

 そしてその後堆積された土砂の中で粒子の小さな土粒子がゆっくり流出し、大粒の
砂利や玉石が残ったのでしょう。

  
明治31年に鉄道が開通し、師団の建設が始まると忠別市街も活気づき、大量のイン
フラ整備が始まります。その時にどれだけの基礎材が必要とされたのかは想像する
しかありませんが、おそらくその頃一気に需要が高まって大量の玉石や砂利が忠別
市街へ運ばれたこ事が想像されます。

 今回の調査で石山と呼ばれる地域があった事がわかりましたが、その範囲は限定さ
れたものではないと思います。

 当時の正式名称としては上川郡東旭川村字ウシュベツチ○○番ですが、その中を石
山、旭東、琴平などと呼び合っていたのでしょう。

  
> そう考えると、市街地寄りの金比羅神社付近からはじまった採石は、徐々にアイ
ヌ川沿いに上流方向に向かって広がり、結果、下号外線の東側一帯までを石山と呼
んでいた説明がつきます。

  
地域的にはmomongaさんが指摘する地域でよいと思います。

  
> アイヌ川沿いということはすなわちアイヌ道路沿いでもあるわけで、私がアイヌ
道路がそのまま石山道路の”本線”だと言う根拠です。

 > ただし、石山道路としての範囲はせいぜい下1号線辺りまでだと思います。
  

大正7年の地図をみるとアイヌ道路と忠別川の間には既に田畑が広がり忠別川との
間を繋ぐ道路は下号外線と下一号線しかありません。

 下公有地開拓誌には「正確には号外線からアルコール工場までを石山道路と呼ぶ」
と書いてありますので、搬出ルートとしては忠別川から下号外線を通ってアイヌ道
路を通って運んだと考えるのが自然です。

 でも明治33年の地図と大正7年の地図の間には19年の期間がありますが、その間に
川筋もすっかり変わってしまっていますね。

 なので石材の搬出ラッシュは明治30年代のそれほど長くない期間だったのではない
かと想像ができます。

 ということは明治33年の地図に近い状態で石材の採掘が行われたとすると、号外線
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ができる前ですのでmomongaさんの想像どうりアイヌ川沿いが採掘現場となりアイ
ヌ道路を通って石材が運ばれたでしょう。
バブルだったかもしれませんがその時にはアイヌ道路が下一号線付近まで石山道路
となって大量の石材が運ばれ、それを機に「アイヌ道路→石山道路」となったのか
もしれませんね。
PS.
参考までに明治31年に忠別川では歴史に残る大洪水が発生しています。
なので明治33年の地図は洪水後大量に土砂が堆積した状態のものでしょう。
その後明治37年に再び大きな洪水があり当時の旭川駅付近でも浸水などが起こって
います。
この時にも川筋が大きく変わったであろうことは想像できます。
その後は大正11年まで記録に残る大きな洪水はありませんので大正7年の地図は明
治37年の洪水で変わってしまったあとの川筋だという事になります。
つまり今回の石山地区で大量の石材が取れたのは明治31年後、明治37年までの期間
であった可能性が高いのです。
それは明治31年からの復興＆師団建設ラッシュの期間と重なります。

Re: 石山通まとめ   投稿者：momonga   投稿日：2014年 7月10日(木)18時15分53秒 返信・引用

  かんじさん、さっそくの資料ありがとうございます。
 ホントすばやいですね。(^^)

  
プロットしていただいた範囲を見ると、下号外線（現緑東大橋の通り）を中心とし
た旧アイヌ川周辺ですね。

 「東光石山町内会」がちょうどこの緑東大橋通りの東側（2丁目）ですので、ここ
の町内会が本来の石山地区の名を継承したと言えそうですね。

  
 
 
過去の地図を見ての想像ですが、旧アイヌ川そのものがかつての採石場だったと考
えられないでしょうか。

 明治の地図ではアイヌ川沿いは崖のように描かれてましたよね。
 たぶん少し土地が高くなっているところを川が削ったためにできた地形だと思われ

ますが、
 この付近のアイヌ川は、明らかに忠別川の氾濫・蛇行の産物だと思われ、この2つ

の川に挟まれた地域には大量の土砂をえぐった後の豊富な川砂利があったと思われ
ます。

  
そう考えると、市街地寄りの金比羅神社付近からはじまった採石は、徐々にアイヌ
川沿いに上流方向に向かって広がり、結果、下号外線の東側一帯までを石山と呼ん
でいた説明がつきます。

 アイヌ川沿いということはすなわちアイヌ道路沿いでもあるわけで、私がアイヌ道
路がそのまま石山道路の”本線”だと言う根拠です。

 ただし、石山道路としての範囲はせいぜい下1号線辺りまでだと思います。
 なぜならここを過ぎると、蛇行しているアイヌ川は一旦アイヌ道路から離れ、土地

を削ったような地形も無くなるからです。
 つまり石の運搬で使用したアイヌ道路もこの辺りまでだったではないでしょうか。

  
 
私が上流方向の石山の範囲に拘る理由ですが、

 実は先のレスで私が初めて石山通りの名を知った時のことを、バス路線の記憶のみ
で語りましたが、

 どうも記憶の底でそればっかりではなかったような気がしてならないのです。
 他にも石山を名乗る何かが栗山ストアーの近くにあったような・・・

 何かのカンバンを見たのか、団地とかの名称だったのか、とにかく石山地域を表す
何かだと思うんですが、

 う～ん、思い出せない・・・(^^ゞ
 

 

Re: 石山通まとめ   投稿者：かんじ  投稿日：2014年 7月 9日(水)10時00分27秒 返信・引用 編集済

  > No.913[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> 合わせて石山と呼ばれる地名もやはりあったという事ですね。その範囲に興味が

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/915
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/mailform/index/comm_id/915/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/915/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/914
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/914/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/explain/index/comm_id/914/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/913


2022/07/31 17:27 【論・旭川】 掲⽰板 - 701〜750件⽬

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs?page=15& 11/45

あります。
ご希望にお答えして調べてみました。
石碑の裏にあった名前を検索して住所をしらべて地図にプロットしたものを添付し
ます。
石山のおおよその位置を感じることができますね。
これを見ても採石場所（石山）が「金毘羅神社の裏山」という記述は正解であると
思います。
 
PS.
昨日、時間が無かったので住所プロットを増やした画像に差し替えます。
赤が石山
青が旭東
緑が琴平
です。

Re: 石山通まとめ   投稿者：momonga   投稿日：2014年 7月 8日(火)17時23分49秒 返信・引用

  かんじさん、調査活動たいへんご苦労さまでした。
  

 
琴平というのは金毘羅さまの総本山の地名のようですから、あるいは関係者を指し
てそう呼ぶのかと思ってましたが、

 なるほど、実際に金毘羅神社周辺を本山にあやかってそう呼んでたわけですね。
 合わせて石山と呼ばれる地名もやはりあったという事ですね。その範囲に興味があ

ります。
  

私は当初、石山という姓がその由来であろうという仮説を元に、古い文書を中心
に”石山”を探していましたがとうとう見つかりませんでした。

 ”石”と聞くと、建築用の石材をイメージした事から「そんな山はなかった」とい
う思い込みがあって石の運搬説を外していたわけです。

 同じ石でも川っ淵から採取される玉砂利までは思い及びませんでした。
 なるほどそれだったら”石”の運搬は充分あり得る。

 石山の”山”は、自然の地形を言い表したというより、たぶん採取した砂利を山に
して積んでいたという事じゃないのかな。

  
 
思うんですが、砂利の採取はその需要量を考えると、忠別川とアイヌ川（現東光
川）の付近でかなり広範囲に行なわれたのではないでしょうか。

 金比羅神社に近い所からはじまって、上流方向にどんどん採取範囲を広げて行った
事は充分考えられます。

 ですから石を運ぶ道路も、当初の金比羅神社ルートばかりでなく、アイヌ道路から
枝分かれしたいくつかの運搬用道路が上流側にもあったのでは？

 現在の住所で言うと、東光11～15条1～3丁目の付近ですね。
 だとすれば、運搬ルートの基線であったアイヌ道路の下1号辺りまでが当時から

の”石山道路本線”だったではないでしょうか。
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そこから先はおそらく電気軌道説？に代表される「後付け」だと思います。
ちなみに私は、現在の東光域を出て旭正方面に至るアイヌ道路の奥まで石山通りと
呼ばれているのを聞いた事がありません。
 

石山通まとめ   投稿者：かんじ  投稿日：2014年 7月 2日(水)18時01分39秒 返信・引用 編集済

  なんか少し煮詰まった感もあるのですが、石山通の起源についてまだ調べていまし
た。

 石山通という言葉の由来は石を運んだ通りだからという事はほぼ間違いのないとこ
ろですが、もう少し確証の欲しいところでした。

 そこで前回こんぴら公園の石碑の裏に書かれていた、琴平、石山、旭東、について
金比羅神社の関係者であればわかるだろうと思いましたが神主のいない神社は誰が
管理しているのかわかりません。

 なので金比羅神社に関係のありそうなところを調べると、旭川では東旭川の旭川神
社が旭山の金比羅神社と関係があるようです。

 そこで旭川神社に出かけてみました。神社で宮司さんにいろいろ聞いたのですが、
旭正にある金比羅神社は管理下にあるものの、東光の金比羅さんはよくわからない
とのこと。

 でも、そこに書かれている人の事であれば、東光に住む円山さんが100年以上前か
ら住んでいるのできっと何かわかると教えてくれました。

 そこで今日石碑の裏に書かれた名前について円山さんを訪ねてきました。
 結果として琴平、石山、旭東は地名であるという事です。

 琴平は金比羅神社の周辺の事を琴平と呼んでいたそうです。
 石山もそこに書かれた人の名前からだいたいの位置はわかりましたが、正確には決

まっていないようです。旭東もそうですが住所ではありません。当時はっきりした
名称のなかった地域ですので、自然と呼ばれていた地域名なのだと思います。

 結論ですが「石山」は地域名です。
 そして、石山通は石を大量に運んだ道路だったので石山道路と呼ばれていたもので

す。
 なぜ石を大量に運んだかですが、文献にあった明治37年旭橋架橋の際大量に運んだ

という記述の裏は取れなかったものの、もう一つの有力な説として明治時代旭川の
街はまだまだ整備されておらず、師団通りでさえぬかるみや湿地などひどい状態だ
ったそうです。

 そこで街を整備するためにそこに大量の石を投入し基礎固めを行った事実があるそ
うです。

 ひどいところでは家一軒分くらいの深さまで石を投入しなければしっかりとした地
盤にならなかったということで、基礎材としての玉石を大量に必要としたという事
です。

 この事実は忠別川から大量の石を運んだ石山道路の説と完全に一致します。
 先の報告で明治期にはあの辺りに大規模な起伏にとんだ地形があり、そこから大量

の石材を旭川市街地に運んだその通りが「石山道路→石山通」であると結論付けて
いいのではないでしょうか。

 ただ、実際に石材を運んだ道路部分を超えて旭正へ続くアイヌ道路全体を石山通り
と呼ぶようになったいきさつは不明なものがあります。

 今日会った円山さんもその辺りは不明確でした。
 東旭川町史によると大正期に町内の道路を台帳に記することになり、そこにはアイ

ヌ道路という道路名が出てきます。
 なので基本的には全体が「アイヌ道路」だったのでしょう。

 それがいつしか石山道路に変わっていった、さらには旭川市の都市計画道路として
南6条通として正式に書類に載るようになり現在に至っているという流れです。

 PS.
 円山さんは、東旭川の兵村記念館の理事長でした。

 PS.PS.
 石山道路は石を運んだだけでなく、逆に旭川市街からは畑に撒くために大量の糞尿

を運んだ道でもありました。石を運んで糞を運んで帰ってきたのかな。
  

 

Re: 南6条通っていつから  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 7月 2日(水)12時52分1秒 返信・引用

  > No.910[元記事へ]
  

momongaさんへ
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> そういえば、忠別橋から両神橋にかけては、これといった通り名を聞いた事があ
りません。
> 強いて言えば「神楽本通り」かな？
> それこそ明治時代の、吊り橋じゃないけど吊り橋通り、みたいな味のある愛称が
あるといいのに・・・。
> 旭川大橋ができる前までずっと12号線で呼ばれてたせいかな？
> かんじさん、質問と共に何か提案してみたらどうですか？
 
歴史ある神楽の本通りですが、現在は都市計画道路としては「神居旭山線」の一部
としか言いようがないですね(;_;)
この通りは神居6条10丁目を起点として、両橋を渡りそのまま旧牛朱別川を埋め立
てた斜め道路を通って、常盤ロータリーを抜けて9条通りをひたすら旭山に向かっ
て続く旭川のなかでも最も長い都市計画道路です。
でも元を正せば昭和12年には「神楽通」と「9条通」いう名前でした。
昭和40年に「9条旭山通線」として9条通が延長され、昭和47年に神居と繋がって
「神居旭山線」となり神楽の名称が消えてしまいます。その後「神居旭山通」と名
称が変わって今日に至っています。
計画道路としては長い一つの管理路線でしょうが、住民にとっては場所場所によっ
てそれぞれに歴史を持った通りの連続ですね。
愛称でも構いませんが、神楽通や9条通などキチンと定義してもらいたいもので
す。
クリスタル通などでは無くね。
そうそう美術館の前の斜め通りは「牛朱別川通」でも面白いかも(^^)
このあたりの名称の決め方ってどうなっているのでしょう。
計画路線名なんて生活になじみのない名前は市民にとってはどうでもいい話で、管
理者が使えばいい記号で十分な気がします。
逆に市民に日頃使われる「通り名称」こそキッチリとした時代考証の上で市民の納
得のゆく名称を付けて頂きたいと切に希望します。
 

Re: 南6条通っていつから  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月30日(月)17時50分5秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

「緑橋通」「永隆橋通」「金星橋通」などが橋梁名を元に付けられた路線名という
事なんでしょうね。

 これら古くからある橋の名を元に付けられた路線名はまだマシというものです。
 ただし、その橋の名前自体が近年ロクでもない名前を付けられる事が多いですけど

ね。
  

私が最も嫌いなのは「緑東」とか「豊永」とか、ほとんど名前を考える気がないよ
うな名前の付け方ですが、

 それ以上に、地域とはまったく脈絡のない命名をされる事に腹立たしさを覚えま
す。

 しかもそれが、元々地域に根ざしているものがあるにも関わらず、それを無視して
まで命名されると、これはもう怒り心頭です。

 有吉とマツコの世界ですね。（失礼・・）
  

その典型が「クリスタル」ですよね。
 「クリスタルホール」の命名までは良かったと思うんですよ。

 その後も「クリスタルパーク」「クリスタル通り」そしてとどめが「クリスタル
橋」・・・(゜o゜)

 これ、その内に、駅の観光案内所や道の駅で「クリスタル製品はどこへ行けば手に
入りますか？」って聞いてくる観光客が現れるんじゃないかと思います。

  
 
 
> ならば是非とも美瑛橋が両神橋に変わったいきさつを聞かせてほしいですね。

  
この件でふと気が付いたんですが、

 そういえば、忠別橋から両神橋にかけては、これといった通り名を聞いた事があり
ません。

 強いて言えば「神楽本通り」かな？
 それこそ明治時代の、吊り橋じゃないけど吊り橋通り、みたいな味のある愛称があ

るといいのに・・・。
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旭川大橋ができる前までずっと12号線で呼ばれてたせいかな？
かんじさん、質問と共に何か提案してみたらどうですか？
 
 
> おおーーー、良い地図をお持ちですね。
> ぜひ分けてほしいです。
 
私の持ってるコピーのコピーで良ければいくらでも差し上げますが、
私もこれ、何年も前に図書館でコピーしてもらったものなので、B4に分割されてい
る上にあまり状態が良くありません。
図書館であらためてコピーしてもらったほうが良いと思いますよ。
 
 
> この南6条通りをアイヌ通りまで通して昭和12年に南6条通りという名で計画道路
としていたとは、当時の計画の早さには驚かされます。
> まぁ、都市計画の早さという意味では上川の開発そのものが明治20年ころからキ
ッチリと地域ごとに区分けされた計画に沿って開発が進んでいますからねぇ。
 
ただし、南地区については計画は早かったものの、実際の道路整備が後手後手に回
ったのがはっきり見て取れますよね。
計画時のような綺麗な区画になってませんし、中心街と比べるとあの辺りはずいぶ
んと狭くてどん詰まりのような道路ばかりです。
特に大正橋に近い辺りはほとんどぐちゃぐちゃのままですよね。
（1条通りから大正橋へ繋がる斜線通りも以前は狭くて昔の街道風だった）

Re: 南6条通っていつから  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月27日(金)10時23分52秒 返信・引用

  momongaさんへ
  

> 『都市計画街路の路線名は、地名、橋梁名等をもとに、都市計画法による法的手
続を経て定められておりますことから、

 > 路線名の変更については慎重に検討すべきものと考えます。
  

橋梁名もですか。
 ならば是非とも美瑛橋が両神橋に変わったいきさつを聞かせてほしいですね。

 質問してみようかな。
  

 
> 結局その後何の音沙汰もなく「神楽三条通り」の青い標識の下には「クリスタル
通り」なる白い標識が付けられましたが(－－〆)

 神楽3条通りがクリスタル通ですかぁ、ドキュンですね。
 クリスタルなんてイメージだけでなんの背景もない言葉ですよね。

 神楽3条とクリスタルの関係性について問い詰めたい気分です。
  

 
 
> 下図1枚目は大正15年に旭川市が編集した市街地図です。

 > 南6条通りは実際にはまだ宮前側の一部にしか存在してませんが、旭川市域内の
住所は既に南8条まで記載されています。

 > 発行者の志賀金治とあるのは旭川冨貴堂の創始者です。
 おおーーー、良い地図をお持ちですね。

 ぜひ分けてほしいです。
 私の持っている昭和6年の地図でも南5条通りまでしか載っていないし予定と書いて

あるので、大正15年の地図に南8条通りまできっちり載っているのは、当時として
は珍しいですね。

 相当に先を見越した都市計画図ということになるでしょう。
 この南6条通りをアイヌ通りまで通して昭和12年に南6条通りという名で計画道路と

していたとは、当時の計画の早さには驚かされます。
 まぁ、都市計画の早さという意味では上川の開発そのものが明治20年ころからキッ

チリと地域ごとに区分けされた計画に沿って開発が進んでいますからねぇ。
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Re: 南6条通っていつから  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月25日(水)22時49分24秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

以前、「神楽3条通り」の名があまりにもつまらないから「離宮通り」にしません
か？と電子提案箱に投稿した時に市から来た返事です。

  
 
『都市計画街路の路線名は、地名、橋梁名等をもとに、都市計画法による法的手続
を経て定められておりますことから、

 路線名の変更については慎重に検討すべきものと考えます。なお、市内の道路にお
きましては、正式な道路名とは別に、

 市民の皆様からのご要望をもとに検討させていただき、名称板を設置している路線
もございます。・・・後略』

  
 
つまり、正式な路線名変更は面倒くさいが、愛称ならば市が独自でつけられます
よ、ということですね。

 国道や道道はもちろん、市道であっても都市計画街路指定されると補助金が大きく
絡みますから、いかにも役所らしい理屈で名称ひとつとっても手続きが色々と面倒
なんでしょうね。

 結局その後何の音沙汰もなく「神楽三条通り」の青い標識の下には「クリスタル通
り」なる白い標識が付けられましたが(－－〆)

  
この時に、同じ道路にも関わらず何故異なった路線名を表示してる標識があちこち
にあるのかを知った訳ですが、

 市の見解を見る限り、単に名称板を取り付けるだけといったニュアンスで、いかに
も軽いですよね。

 そもそもこの正式な路線名とやらを決める段階で、ほとんど歴史伝統が考慮されて
るとは思えません。

 市には、もっと自分のマチの歴史というものを尊重しろと言いたいです。
  

 
 
下図1枚目は大正15年に旭川市が編集した市街地図です。

 南6条通りは実際にはまだ宮前側の一部にしか存在してませんが、旭川市域内の住
所は既に南8条まで記載されています。

 発行者の志賀金治とあるのは旭川冨貴堂の創始者です。
  

下図2枚目が昭和23～24年の都市計画街路計画図の1/4抜粋です。
 環状線の計画がまだありませんね。
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Re: 南6条通っていつから  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月25日(水)10時11分24秒 返信・引用

  > No.906[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> 確たる証拠はないのですが、私は”都市計画街路名”は当初から一貫して「南6
条通」だったと思います。

 > でもって、問題の南6条通りですが、
 > S12年時点で、明確な南6条通りというのはまだ存在しなかったかもしれないです

が、住所は大正時代から既にありました。
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えーー、それもビックリですね。
確かに路線の変更過程を見ても名称の変更というのが出てこないので変だなと思っ
ていたんです。
昭和12年の時点で既に南6条通ですか、石山道路は南2条通りに接続されていたのに
ね、改めてビックリです。
ということは石山通はあくまでも愛称としての通り名なんですね。
ちょっと疑問なのは昭和19年に東旭川村の一部が旭川に編入されるまで、25丁目辺
りから先は東旭川村ですよね。
ということは昭和12年に都市計画道路の決定の時には石山通のほぼ全体が旭川では
ありません。
それでも都市計画に含まれていたんですねぇ？
 
PS。
それにしても先にmomongaさんが言っていたように、市は通りの名前に愛着が無さ
すぎるというか勝手に変更が過ぎると思います。
歴史も何も踏みにじっていますよ。
以前常磐通りと昭和通りとの関係を調べた時も、いつのまにか昭和通が旭橋の向こ
うまで伸びて、神楽の大雪アリーナの付近がら昭和通りになっていたのにびっくり
しましたよね。
 

Re: 南6条通っていつから  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月24日(火)23時53分46秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

へぇ～～、ずいぶんと古い、戦前からの街路計画だったんですねー、初めて知りま
した、驚きました。

 当時の石山道路（アイヌ道路）なんて、旭川市街からずいぶん外れた馬車道に過ぎ
なかったでしょうにね。

 私の手元にS23～24年の都市計画街路図があって、それには確かに載っているので
てっきり戦後の計画かと思ってました。

  
 
確たる証拠はないのですが、私は”都市計画街路名”は当初から一貫して「南6条
通」だったと思います。

 かんじさんも既にご存知かと思いますが、今の道路名標識は、主たる名称（青い標
識）と、その下に市が別途制定する言わば愛称（白い標識）に分かれて別々の名称
が表記されてますよね。

 私はこの青の工事用名称みたいな表示はやめてほしいと常々思ってますが、要する
にこちらが役所の使ってる都市計画街路としての正式名称ではないでしょうか。

 それについては全線一貫して「南6条通」になっています。
 ちょっと言葉足らずでしたが、先のレスで私が言ってた市が使う名称というのは、

全て白い方の標識についてです。
 白いほうの名称が、石山道路になったり南6条道路になったりある日突然変わった

りしているのです。
  

 
でもって、問題の南6条通りですが、

 S12年時点で、明確な南6条通りというのはまだ存在しなかったかもしれないです
が、住所は大正時代から既にありました。

 当然将来的な街路としての南6条通りは存在していたと言えます。
 宮前西の旭川機関区付近からこの沿線には、国鉄旭川工場や合同酒精など、当時の

旭川を代表する工場がありましたから、
 これら主要工場を結ぶためと、将来的にその先へ延びる放射道路が計画されたので

はないでしょうか。
 たまたま延長線上に石山道路（アイヌ道路）があったので、それに結ぶ計画を立て

たのだと思います。
  

S23～24年の計画でも3号まで延びているんですよね。
 当初から現在のような4車線道路を計画したとは考えづらいですが、

 ほぼ今の計画になったのが東光が急速に発展しはじめたS47年なんでしょうね。
  

 

返信・引用

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/906
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/mailform/index/comm_id/906/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/906/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/905/
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南6条通っていつから  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月24日(火)17時56分4秒

  調べてもわからないので質問です。
 今私が追っている石山通はいまは南6条通ですよね。

 旭川の資料を見ると、都市計画道路一覧というのがあって、これには
 南6条通

 延長5220ｍ、幅員22ｍ、車線4、
 当初決定S12.12.10 内務省告示 718号

 最終変更H15.10.21 北海道告示1858号
 起点　宮前通西

 終点　東光16条7丁目
 となっています。

 当初決定はS12年と旭川のなかで最初に都市計画路線として決定した31路線に入っていま
す。

 でも、S12年だと南6条という通りはまだありませんよね。
 では都市計画路線は何という通り名だったのでしょうか？
 S47年に起点・線形が大幅に変更されているので、これが南6条通の計画だと思います。

 その前はやはり都市計画通名称も石山通だったのでしょうか。
 そうだとすると石を運んでもいない、アイヌ道路の長い区間に早い段階で石山通と

 名付けたのは電気軌道ではなく犯人は旭川市の都市計画そのものだという事になりま
す。

  
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/tosi_kei/tosikei_gaiyo/data/all.pdf

 

嫌いだ旭川  投稿者：通りすがりの者ですが  投稿日：2014年 6月23日(月)23時32分16秒 返信・引用

  なんか生き急ぐ車の運転
 コンビニで買い物してるだけでも

 後ろが近い
 こだわりが強いクセに

 流されやすい
 行動する前にウンチクで悩む

 のくせコメンテーター

 

Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月23日(月)16時05分50秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

とうとう個人宅への飛び込みまで試みましたか。^_^;
 いや、気持はわかります。私もそうしたいところですが、プライベート調査の限界

を感じます。
  

 
2号止まりの石山線があったということは、やはり石山集会所付近は単なる通過点
よりも路線との結びつき意識が強かったと考えて良さそうですね。

 当初のかんじさんの推測はほぼ当たってたじゃないですか。
 私も改めてこの付近をクルマで通ってみましたが、偶然にも電気軌道の豊島会長の

家があるのを見つけてしまいました。
 バスプールの存在と合わせ、これらの事はここの町内が電気軌道との関わりが強

く、石山の名を名乗っている事と無縁でない気がします。
  

 
 
ところで、ちょっと話が逸れますが、

 南6条通りの新神楽橋付近にある道路名標識ですが、今は《南6条道路》となってい
ますが、

 実はあれ、JR高架が完成する前、まだ宮前跨線橋があった5年くらい前までは《石
山道路》の表示だったんですよ。

 私も初めて気が付いた時「あれ？」と思いつつ、その時はあまり深くは考えません
でした。

 つまり、南6条通と石山通りが接続されて以降、つい最近まで市は、旧宮前通りと
の交差点までを石山通りとしていたのです。

 たぶん、今の北彩都・氷点橋まで延長工事した時に《南6条道路》に変えたんだと
思いますが、まったくちゃらんぽらんです。

 本来の石山通りを全く無視していたのも問題ですが、どうしてこんなに簡単にコロ

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/905
http://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs?M=JU&JUR=http%3A%2F%2Fwww.city.asahikawa.hokkaido.jp%2Ffiles%2Ftosi_kei%2Ftosikei_gaiyo%2Fdata%2Fall.pdf
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/903
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/903/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/902
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/mailform/index/comm_id/902/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/902/


2022/07/31 17:27 【論・旭川】 掲⽰板 - 701〜750件⽬

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs?page=15& 19/45

コロ変えるのか？
宮前通りにしても、元々上川神社に向かう参道だからこう呼んでいたのに、今は宗
谷線を挟んで宮下通りに平行する新設道路を宮前通りとしています。
 
由来も実態も無視した、何の脈絡も一貫性もない名称の付け方をするのは旭川特有
なような気がします。
些細な事のようで、こんな事を繰り返す限りいつまで経ってもせっかくの歴史の積
み重ねがリセットされてしまいます。
今回の”石山通り論議”にしても、結局のところ、こういった本来の由来を無視し
たルートや名称を被せられていなければ、これほど苦労する事はないはずですよ
ね。
昔ながらの石山道路のルートに名前がそのまま残されていれば、少なくともそのル
ートから名前の由来がある程度推定できたというものです。
（電気軌道の路線名は別に間違いではないので、この路線名によって派生した事象
は仕方がないと思いますが）
区画整理などで道路事情が変わってしまった場合、せめて残された旧道に《旧○○
道路》の名称くらい付けておいてほしいものです。
 
この調子だと今から50年後にも『この道路がどうして宮前通りなんだろう？』なー
んて、いらぬ苦労をする人が出てきそうですね。
 
 
すんません。
また行政への不満話になってしまいました。m(__)m

Re: 石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月18日(水)15時26分34秒 返信・引用

  > No.899[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> ちなみに同じ石山線でも、栗山ストアーもしくは2号止まりと、4号まで行く2系
統があったとか？

 > もしあればもちろん時刻表に載ってたでしょうけど・・・。
 その通りです。

 昭和４４年の時刻表には２号までが日に７便、４号までが日に３便となっていま
す。

 その後昭和４５年の時刻表では総て４号線までですが、日に５便になっています。
 この時に旋回所ができたのかな？

  
> 一番多いのはやはり最終目的地＝路線名でしょうけど、この場合、最終目的地に
指標となるものが何もない（笑）

 全くですね。あえて言えば千代田とか共栄なんでしょうけど、旭川の地名の不思議
なところで地名が一か所の地域を表していないんですよ。

 古くは今の１条通り２条通り、、、、を明治時代にはち通とか寺町とか呼んだりし
ていましたがどこまでも細長い範囲を示していますし、今でも大町や旭町はものす
ごく長い範囲を表しています。

 同じように千代田も南北になが～い範囲であり、一つの地域を意味しませんよね。
 住所という意味では何町の何丁目でピンポイントに場所が特定できますが、町名だ

けではわからないというのが旭川の不思議なところです。
 たぶん碁盤の目に切った都市計画が先にあったので、このような町名の発想が生ま

れたんでしょうね。momongaさんこれも旭川の不思議に加えてくださいよ(^^)
  

これに対して石山という言葉ですが、これは地域を表していると思います。
 再び調査したのですが、今の大和神社の場所に「金毘羅公園」という場所がありま

す。
 そこには石碑があり、そこの裏にいろいろ書いてありました。

 「金毘羅神社を残すために市に土地を寄贈して公園として残すという趣旨です」
 そこのに氏子として数十人の名前が書かれているのですが、

 琴平---○○○、○○○、○○○、、、、、、、、、、、、、、。
 石山---石川輝夫、○○○、○○○、○○○、、、、、、、、、、、、、、。

 旭東---○○○、○○○、○○○、、、、、、、、、、、、、、。
 と書かれています。

 琴平は金毘羅神社の関係者かな？
 石山と旭東は地域を表していると思うのです。

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/901
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/901/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/899
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石山の先頭に書かれている石川輝夫さんは、近くの大地主です。
最初にビビリながら大豪邸を訪ねたのですが、誰も出てきませんでした。
たぶんこの石川さんに聞けば、石山の名前の由来はわかると思います。
「この辺りは昔から石山と呼んだんだよ」と言いそうですが。
私の意見をまとめますと、最初にアイヌ道路ありき。
次に金毘羅神社辺りから石材を運んだ為その辺りを石山と呼び、市街へ続くアイヌ
道路を石山道路と呼ぶようになった。
次第に石山の場所の概念は薄れ、石山アイヌ道路などと言った。
そんな時旭川電気軌道が昭和２９年４号線までの区間に石山線を開設。
（路線名には慣れ親しまれた石山という地名を付けた）
石山アイヌ道路はいつしか石山通と呼ばれるようになった。
昭和５２年旭川電気軌道の石山線は廃止され南６条通が開通。
南６条通りの一部に「石山通」という名前が残された。
ｐｓ.
いまあえて道路名を付けるのなら、東光８条１丁目から東光１６条５丁目を「アイ
ヌ道路」
そして南２条通２１丁目の「あそんべ屋」から啓明小の前を通って、北電の変電所
の前で曲がって東光７条１丁目あたりまでを「石山道路」と名付けたいものです。
 
> 電気軌道が石山線と名付けた理由がわかるとこの問題かなり解決するんですけど
ね。
まさにこれですね。
 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000901.jpg
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Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月18日(水)11時36分28秒 返信・引用 編集済

  下記画像、ちょっと分かりづらいのでもう少し拡大します。
 （後で気付きましたが、もしかしてバスのワンマン化で転回場所が必要になったの

かもしれません）

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000901_2.jpg
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/900
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/mailform/index/comm_id/900/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/900/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/explain/index/comm_id/900/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000900.jpg
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Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月17日(火)18時21分45秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

なるほど、そうでしたか。4号線までとはまたずいぶん奥まで走ってたんですね
ー。

 それにしても、航空写真を見る限りなんでこんなところが終点？と思いたくなる周
辺環境ですよね。

  
 
>momongaさんが乗ったのは東光線ではなかったですか？

  
そう言われてみれば、初めて乗ったバス路線で龍谷高校のところを曲がったような
記憶が薄っすらあるので、実際に乗ったのは東光線だったかもしれないですね。

 終点の栗山ストアー付近で、石山通り側のバス停を見ただけだったのかもしれませ
ん。

 同級生からも事前に利用できるバス路線を教えてもらっていたはずですしね。
 確か近くにバスの待機場所なんかもあったので、ここが全てのバスの終点と記憶イ

ンプットされたんでしょうね。
  

 
 
>旭川電気軌道は思ったよりずっと長い区間を石山線として設定したのでした。

 >これって疑問の後戻りかなぁ。
  

ちなみに同じ石山線でも、栗山ストアーもしくは2号止まりと、4号まで行く2系統
があったとか？

 もしあればもちろん時刻表に載ってたでしょうけど・・・。
 S42年の航空写真には写ってない明らかにバスの転回のためと思われる丸いスペー

スがS46年に写ってるので、
 もしかしたら4号が終点になったのは最初からではなくこの4年の間の事かもしれま

せんよ。
 （この付近他に折り返しできそうな道路や場所がない）

  
それはともかく、石山線がそれだけ長い路線だったとして、

 バス路線名に中間の経由地や経由道路の名称を使うこと自体はけっして不思議な事
ではないと思います。

 一番多いのはやはり最終目的地＝路線名でしょうけど、この場合、最終目的地に指
標となるものが何もない（笑）

  
問題は石山線のバス道路が、どの辺りまで地元住民に”石山通り”として定着して
いたか、ですよね。

 私の認識では、割と古くから住宅街を形成していた旧栗山ストアー周辺までは間違
いなく定着していました。

 

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000900_2.jpg
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/899
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/mailform/index/comm_id/899/
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/899/
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（私自信ここで石山通りを知った訳ですし、何故か？むしろこちらが石山通り本家
のような気もします）
 
その先は昭和50年頃から急速に発展した住宅街で、しかもその後南6条通りの名が
被ってきますから、定着度合いとしては薄い気がします。
ただし、件の石山集会所の近くにこの頃既に同じ石山通りを通って来る東光曙線の
終点ができているという事は、
ここが石山通りを通る市内バス路線の終着的色合いが強くなったわけで、栗山スト
アーからの延長で石山の名が使われたような気がします。
でもって、これより先はいよいよ農村道路なのでアイヌ道路のままで呼ばれ
た・・・。
 
ちょっとこじつけっぽくなりましたが、バスの終点がポイントかな、という私の現
状での推論です。
電気軌道が石山線と名付けた理由がわかるとこの問題かなり解決するんですけど
ね。
（逆にまた振り出しに戻る可能性もありますが・・）
 
 
 
国土地理院地図・空中写真閲覧サービスより

Re: 石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月13日(金)16時56分58秒 返信・引用

  momongaさんへ
  

 

https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000899.jpg
https://9008.teacup.com/momonga_farm/img/bbs/0000899_2.jpg
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/898
https://9008.teacup.com/momonga_farm/bbs/post/index/comm_id/898/
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> 当時ここは「栗山ストアー前」といって、確かこの辺りがバスの終点でした。
> この点、件の石山集会所のところを当初からの終点とするかんじさんの見解は誤
りではないかと・・・
> それとも私の記憶違いかな？
 
石山線の路線を調べてきました。
一番古い資料で昭和44年の時刻表があったのですが、ビックリの結果です。
わたしもmomongaさんも間違い。
石山線の終点は、、、、なんと、、、4号線、となっています。
これはS52年に廃止されるまで変わりませんので、たぶん当初から4号線が終点だと
想像します。
S44年の時刻表の途中のバス停を書くと
旭ビル前→変電所→2号線→4号線　　となっています。
momongaさんが乗ったのは東光線ではなかったですか？
東光線なら1条回りか４条回りですが、栗山ストアーが終点になっていました。
 
という事で訂正があります。
下公有地開拓誌の記述から私は「石山通り線開設」と書きましたが、
時刻表の表記では「石山線」でした。通りという表現は載っていません。
S44年以前の記録はわかりませんが。
もう一点は石山線の終点がはるか先の４号線であった事から。
旭川電気軌道は思ったよりずっと長い区間を石山線として設定したのでした。
これって疑問の後戻りかなぁ。
 
添付写真は昭和５１年の路線図ですが、南６条通りが出来ていないので、バス路線
は確かに変電所の前を通っています。
まさに石山道路を走っていたわけです。
32の路線が奥まで続いていませんが、３２番は東光曙線です。
石山線はこの時点で一日１便しか走っておらず路線番号はついていません。
路線だけが太く書かれているだけです。
昭和４４年には一日７往復していましたが年々減便され最後は一日１便になり、
南６条通りができる前年に廃止になっています。
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Re: 石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月13日(金)10時27分33秒 返信・引用 編集済

  momongaさんへ
  

> むむむっ！　電気軌道による”犯行”説ですか！？
 そうですねこれはもはや犯罪に近いです(^^;

  
> 実は私が石山通りの名を知ったのはけっこう古くて昭和46～7年頃の事です。

 > 当時ここは「栗山ストアー前」といって、確かこの辺りがバスの終点でした。
 > この点、件の石山集会所のところを当初からの終点とするかんじさんの見解は誤

りではないかと・・・
  

昭和44年の資料では東光は4丁目までで、その先は下二号線とか千代田の地名です
ね。

 昭和37年の写真を見ても17条付近にはバスプールどころか家もまばらです。
 11条付近はさすがに町が出来始めていますね。

 当初から終点が石山集会所という私の推論はもろくも崩れですね。
 図書館で電気軌道の資料をあたったんですが、古い路線図の中で一つだけ石山通り

に関する路線図がありましたでも終点名は忘れちゃったな。もう一度調べてきま
す。

 最初の終点が東光11条3丁目とすると、「石山通」の標識が今も残る区域と合致し
ます。

 石山通りがその後街の発展にともなって石山集会所まで伸びたとする方が腑に落ち
ますねぇ。

  
>だとすれば、採石場と実際のルート・範囲が違いすぎる、という私の疑問も払拭
されるというものです。

 >およよ、どうして今まで思いつかなかったんだろう・・・
  

もう一つ私が電気軌道の犯行が臭いと思う理由は名前なんですが、
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当初石材を運んだのは「石山道路」です。古くからの名称も「アイヌ道路」です。
それに対して現在残されている名称は「石山通」なんです。
「どうろ」から「どうり」に変わった大きな原因は昭和29年の「石山通り路線の開
通」だと思うんです。
このことからも当初の石山道路の区間を超えて、石山通を人々の中に定着させたの
は電気軌道の路線名ではなかったのかと思うのです。

Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月13日(金)10時08分50秒 返信・引用

  補足です。
 当初の東光は旧東町を改名した時の、各条4丁目まででした。

 その後千代田の字名を全面的に廃して全て東光とし、現在の9丁目（一部10丁目）
までとなっています。

 確か愛宕を廃して豊岡を拡大したのも同時だったと思います。
 

 

Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月12日(木)22時08分15秒 返信・引用

  むむむっ！　電気軌道による”犯行”説ですか！？
 今まであまり気に留めてなかったんですが、よくよく考えてみると多いに可能性有

りですね。^_^;
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実は私が石山通りの名を知ったのはけっこう古くて昭和46～7年頃の事です。
たまたま同級生の家が東光11条3丁目にあったので、バスに乗って何度か遊びに行
きました。
この時に初めてそこまでの道路やバス路線が石山という名で呼ばれている事を知っ
たわけですが（知ったというだけですが）
当時ここは「栗山ストアー前」といって、確かこの辺りがバスの終点でした。
この点、件の石山集会所のところを当初からの終点とするかんじさんの見解は誤り
ではないかと・・・
それとも私の記憶違いかな？
 
栗山ストアー付近は言わば東光発祥の地みたいなところで、何故か飛び地のような
形で古くから集落を成しており、
平屋の長屋形式の市営住宅なんかもたくさん並んでいました。
住所こそ既に東光になっていたものの、当時の東光の一番奥地であり、ここから先
は田んぼばかりでまだ千代田の名も残っていたと思います。
でもって、今思い起こすと、要するに電気軌道の当初の石山線というのはもっと短
かったという事ですよね。
 
その後の東光の住宅街の広がりに伴って今の終点になったのだと思いますが、
この事はすなわち、かんじさんがおっしゃる通り、
電気軌道の石山路線が延長される事によって、石山通りの名称も延長されて呼ばれ
るようになった可能性は充分ありますね。
だとすれば、採石場と実際のルート・範囲が違いすぎる、という私の疑問も払拭さ
れるというものです。
 
 
およよ、どうして今まで思いつかなかったんだろう・・・

(無題)  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月11日(水)16時44分19秒 返信・引用 編集済

  >あずささんへ
 こんにちは、こういう調査は楽しいですね。

 美瑛軟石説、momongaさんの反論に負けずさらに調査しましょう（笑）
  

>momongaさんへ
 東光石山集会所、行ってきました。

 お年寄りが中で麻雀を楽しんでいましたので中に入って聞いてみました、なぜここ
の集会所が「東光石山」なのかと。

 でも誰もわかりませんでした（笑）疑問にも思っていなかったようです。
 でもある情報を得られました。その集会所が建っている場所は旭川電気軌道から借

りていると。
 そして過ぐ横を見るとそこは旭川電気軌道の巨大なパスプールでした。

 これが何を意味するのか、何を連想させるのかと言いますと。
 妄想の大きな私はこう想像したのです。

 「旭川電気軌道が昭和29年に石山通り線を開通させたとき、このパスプールが終点
折り返し地点だった」

 と。
 ここにバスプールがあるという事はここが拠点だった証拠です。

 つまりこの通りを全面的に石山通と名付けたのは電気軌道ではないかと。
 「東光石山集会所」という名前ですが、東光という名前が付いているという事はそ

れほど古いものではないですよね。
 東光が町名になるのは昭和30年代？かな。

 なので集会場が命名された時、あの場所は既に石山通り線の終点だったわけです。
 そこに作ったので石山の名を付けたのではないかと想像しました。

 また、集会場のある場所は東明石山町内会という場所でした。ここにも石山が付く
のですが、

 電気軌道のバス路線として石山通りが有名になってしまってから後に命名されたも
のは

 石山通りという路線近辺であればどこに石山の名前が付いてもおかしくは無いとな
ったのではないでしょうか？

 本当に石を運んだ石山道路は、金毘羅神社裏から酒造会社までの短い区間。
 その道路を通るバス路線を開設し今の東光石山集会所までを石山通り線と決定した

のが電気軌道。
 この為に、路線全体が石山通と認識されるようになった。

 （この説はmomongaさんの頭には無かったでしょ）
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どうでしょうか、年代的に間違いを犯していないか少し心配ですが。
なにか矛盾ありますかねぇ。
 
 

Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月11日(水)12時14分59秒 返信・引用

  >あずさんへ
  

あずさん、お久しぶりです。
 ”参戦”ありがとうございます。

  
また新たな説の登場というわけですね。では、さっそく反論を・・・（笑）

  
美瑛軟石の採取は、美瑛町HPによれば明治39年から始まったという事ですので、

 この頃は既に道路も鉄道も整備されていましたね。
 旭川へ運ぶとすればやはり馬車と鉄道が一般的ではないでしょうか。

  
コストの安い（と思われる）川を使った運搬もけっして否定はしませんが、

 美瑛からの運搬に忠別川を使うというのはかなり無理があるのではないでしょう
か。

 私も美瑛軟石がどの辺りで切り出されていたのかは知りませんが、
 置杵牛川、辺別川、いずれにしても美瑛川に合流して旭川に向けて下ってくる事に

なると思います。
  

美瑛川をそのまま下れば神楽や曙・亀吉島付近に着いて、後は旭川のどこへ行くに
もほぼフラットな道を馬車で行けるのに、

 それでなくとも重い荷物をわざわざ途中で積み替え、西御料や聖台の丘陵地帯を越
えて忠別川まで運ぶでしょうか？

 目的地によっては距離が近くなるかもしれませんが、私はこれは非現実的だと思い
ます。

  
今話題となっている石山が、もし美瑛川沿いの話であれば可能性として非常に大き
いんですが・・・。

  
 
 
 
>かんじさんへ

  
> momongaさんは採石所としての石山の範囲はもっと広く上流とお考えのようです
が、その根拠は何でしょうか？

  
根拠らしい根拠はありません。

 私はこういった会館のような建物に名が残ってる場合、昔そこが石山という地名で
呼ばれていたからだろうとまず仮説を立てるわけです。

 でもって、その地名の由来が採石場にあるとすれば、やはり採石場が近くになけれ
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ばおかしい、と思うのです。
ですからもし金毘羅神社よりももっと上流でも採石が行われていた事実が見つかれ
ば、私も採石由来説に賛同するでしょう。
 
当時この道路は、周り田んぼの中をせいぜい馬車が通れる程度の道が延々と続いて
いたと思います。
一般論ですが、こういった郊外道路に名を付ける場合、その先に〇〇があるから〇
〇道路（街道）、という呼び方をする事が多いのではないでしょうか。
つまり、もし金比羅神社付近だけでの採石が由来ならば、その金毘羅神社付近まで
が石山道路と呼ばれるのであって、
その先の距離的にもっと長い、しかも向かう方向の違う道路までそう呼ぶのは非常
に不自然だと思うのです。
しかし、もし現在のツインハープ付近でも採石が行われていて、その付近が石山と
いう俗称で呼ばれていたならば、現在の石山通り（南6条通を除く）とも矛盾しま
せん。
（その先はアイヌ道路のままだと思います）
 
 
大正時代の旭川近辺の遺跡発掘をした調査記録が残ってますが、
その中に「東旭川村南公有地石山」という地名が記載されています。
この具体的な場所は特定できないのですが、今の東光近辺のどこかであると思われ
ます。
 
 
 

Re: 石山通？  投稿者：あず  投稿日：2014年 6月11日(水)02時52分30秒 返信・引用

  momongaさん、かんじさん、ご無沙汰です。
 久々にお邪魔しますね。

  
とても興味の湧く話題で、お二人の考えを楽しく読ませていただきました。

  
実は個人的な疑問を解決するヒントを得たような思いです。

 その疑問は、お二人にとっても何かしらのヒントになるのかなぁ～と思います。
  

まず最初に言っちゃいますが、そのキーワードは何か…。
 それは「美瑛軟石」です。

  
私は建築関係を生業としているのですが、札幌には「札幌軟石」があり「石山通」
があります。

 しかし、旭川市内に「美瑛軟石」を使用した建築物(構造物)が多く現存するもの
の、どのように運んだのかその輸送ルートについては謎だったのです。

  
ご指摘のように東光のあたりで「石山通」の文字を見た記憶はあるものの、まった
くリンクしませんでした。

  
今回、お二人のお話を読ませていただいて、ひょっとして…と思いました。

 ま、違う視線もあるということで、あずさんは「美瑛軟石説」でお願いします。
(笑)

  
ただ、その運搬ルートは川を使った輸送だったのかは謎ですが、1899年（明治32
年）9月1日に北海道官設鉄道の旭川-美瑛間が開業され、同時に辺別駅(現:西神楽
駅)・美瑛駅が開業しています。

  
ちなみに旧偕行社の基礎部分に軟石が使われています。建設は1902年(明治35年)。

 旭橋の橋脚も軟石ですが、1904年（明治37年）、工事期間から逆算すると同時期か
と…。

 1898年（明治31年）7月16日には、北海道官設鉄道上川線の空知太駅 - 旭川駅間が
開業しますので、札幌軟石が移入された時期もあったかもしれませんが、この頃に
は近場の美瑛軟石だったと思います。

  
さて、ここからは想像ですが…。

 現在の東光地区の忠別川沿いには、美瑛軟石の集積場は無かったのだろうか。
 鉄道が出来る前の輸送を考えるなら、重い石を陸送することは困難だったかと…。
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川を利用するにしても、水量をあるでしょうし、ある時期(春の融雪時や大雨の後)
にある場所へと流さなくてはいけません。それが置杵牛川から美瑛川なのか、山を
越え辺別川からなのかは想像の域を超えませんが、もし東旭川方面での需要があっ
たのなら、石狩川まで下り牛朱別川を遡っただろうか思います。
 
もし東旭川方面へ運ぶのなら、どこかで陸に上げる。
美瑛川と忠別川が近くなる、現在の環状線あたりだとしたら、まさに東光のあたり
に…。
橋はあったのかなかったのか、渡し船があった記述でもあれば裏付けが取れそうで
す。
 
もうひとつの謎はどこで加工したのかと言うことですが、少なくとも加工品を輸送
するリスクはとらないと思います。ここらへんのことは石屋さんからの裏付けがあ
ればと思います。
 
それから季節と言うものも考えてしまいます。
当時の道路事情を考えると、夏場の陸送は厳しいものがあったかもしれません。こ
れは冬場に山から木を切り出す造林作業をイメージしたのですが、春から夏にかけ
て石を集積し冬に馬橇で陸送する。そんなことが行われていたかもしれません。
 
上記の想像が正しければ美瑛の石山から集積された石が、秋には東光のとある地に
まさに石の山になっていたことがあったのかもしれません。
 
そんな地に住みはじめた人々が、川沿いに石の山があり石を積んだ馬車や馬橇が行
き交う道を、やがて石山通と…なんてストーリーはどうでしょう。
 

Re: 石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月10日(火)20時05分58秒 返信・引用

  > No.890[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> やはりどうしても、採石場としての石山の範囲や運搬ルートが、実態と違い過ぎ
るのではないかという疑念が払拭しきれないのです。

 > 石山のツーツはもっと上流側にあるはずだと・・・。
 momongaさんは採石所としての石山の範囲はもっと広く上流とお考えのようです

が、その根拠は何でしょうか？
  

 
> 東光18条6丁目に今でも石山集会所という小さな会館がありますが、

 > ここは今の環状線を越えたさらに上流側に位置しており、金毘羅神社付近からは
相当に離れた場所です。

 調べてみなければわかりませんが、この集会所のできた時期がそれほど古くなく、
既に石山道路の名が通っていたのなら、この路線付近であれば「東光石山」の名前
が付いても不思議ではない可能性がありますね。

  
あくまでも仮説ですが、石山（採石場）は複数あった可能性もあり、それが混乱さ
せているのかもしれません。金毘羅神社→アルコール会社のルート以外でもアイヌ
道路上で石材を運んでいた場所があるのかもしれませんよ。

 

Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 6月 9日(月)17時30分9秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

>当時の記録に石山さんが登場すればいいのですが、、、、。
 >と思い、「下公有地開拓誌」を再度じっくり眺めてきました。
 >そうしたら明治期の入植者名簿があったのですが、残念ながらその中に「石山」

姓の方はいませんでした。
  

そうなんですよ、私が確証持てないのもまさにそこなんです。
 それでなくともこの近辺の入植当時あるいはそれ以降の資料がなかなか見つからな

いのに、
 やっとそれらしき資料を見つけても石山という姓が出て来ない。
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大きな農場であったり、同じ姓の入植者が何軒もあったりすればどこかに登場しそ
うなんですが・・・。
 
現在の石山通り沿いに数多くの石山姓を発見した時は、「してやったり」と思った
ものですが、
実際に現地を巡ってみたところ、昔から住んでいそうないかにも元地主農家らしき
石山さんは見当たりません。
これだけで判断できませんが、肝心要の2代前3代前の石山さんが見つからなければ
根拠も途切れてしまいますよね。
 
 
 
ただそうは言っても、採石に由来するという説も今一つ納得できないところが多々
あります。
やはりどうしても、採石場としての石山の範囲や運搬ルートが、実態と違い過ぎる
のではないかという疑念が払拭しきれないのです。
石山のツーツはもっと上流側にあるはずだと・・・。
 
東光18条6丁目に今でも石山集会所という小さな会館がありますが、
ここは今の環状線を越えたさらに上流側に位置しており、金毘羅神社付近からは相
当に離れた場所です。
旭川では、元々は農地だった地区の施設名や寺社・学校名に名前が残ってるのは、
たいていの場合、正式字名・俗称問わず、そこにそう呼ばれる地名があったからで
す。
（東光豊岡地区では千代田・朝日や愛宕がいい例ですよね）
ずいぶんと離れている採石場に繋がる道路が通っているという理由だけで、会館に
まで名前が残るというのはちょっと首を傾げざるを得ません。
やはりこの近辺に地名（俗称）として石山があったと思えてならないのです。
 
もし採石場に由来するとすれば、採石は実際には金毘羅神社付近に留まらず、忠別
川やアイヌ川の上流方向にもっとかなり広い範囲で行われていて、
少なくとも現在のツインハープの辺りまで採石が行われていたというなら辻褄が合
いますが・・・。
 
 
 
 
ＰＳ：アイヌ道路はおっしゃる通りアイヌ川に沿って延々二中のところまで続いて
ますが、
　　　後に全部が全部石山道路に置き換わったわけではないと思います。
　　　私が持ってる僅か10数年前の道路地図でも東光を出たところでしっかり「ア
イヌ道路」と記載されてました。
 
 
 

Re: 石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 6月 3日(火)16時56分23秒 返信・引用 編集済

  > No.888[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

おおっ！
 momongaさんは名前説ですか。

 確かに石を運んだ説にはいくつかの無理や矛盾があります。
 1.金毘羅神社から合同酒精までの短い区間の名前がアイヌ道路全体に適用されるだ

ろうか？
 2.川石を運んだだけで石山という名前になるだろうか？

 3.道路の名前が地名や町内会名になるだろうか？
 等々

  
で石山姓を名乗る家が街道沿いに点在するというmomongaさんの調査はさすがです
ね。

 ただし石山姓説でもその根拠がちょっと薄いですね。
 当時の記録に石山さんが登場すればいいのですが、、、、。
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と思い、「下公有地開拓誌」を再度じっくり眺めてきました。
そうしたら明治期の入植者名簿があったのですが、残念ながらその中に「石山」姓
の方はいませんでした。
石山姓が登場するのは大正末期から昭和初期にかけての選挙人名簿の中に「石山文
蔵」という方が登場しますが、さして大物でも無いようですし、道路や地名に名を
残すような方には感じませんでした。
その他開拓誌には活躍した人やさまざまなエピソードも書いてありますが、その中
にも石山姓の方は登場しません。
 
私的には昭和44年の開拓誌編纂の時に過去を知っている方が、石を運んだから石山
通と言うのであれば、そちらがの説の方が有力に思えます。
インタビューに答えている方は著名な方のようですので、石山姓から付いたのであ
ればさすがにそれは覚えていると思うのですよね。
石を運んでいた明治37年頃未だ石山さんはいないと思われます。
 
現在の旭川第二中あたりまでが当初から「アイヌ道路」だったことは疑いようのな
い事です。
それがいつ頃何故石山通りと呼ばれるようになったのかがポイントですね。
石山アイヌ道路という言葉も登場するのですが、当初は全体をアイヌ道路と呼んで
おり、石材を運ぶようになってから、今の東光8条1丁目辺りからアルコール工場に
かけての部分を石山道路と呼んだのではないでしょうか？
そのうちに石山アイヌ道路と言ったりしていたように思います。
石山通りを決定づけたのは旭川電気軌道が昭和29年にバス路線として、運行を始め
てからアイヌ通りという言葉は使わないでしょうから石山通りとして長い区間に定
着したのではないでしょうか。
昭和29年には現在の宮前通東に続く道路は出来ていませんので、バスは昔石材を運
んでいた石山通りを通っていたわけです。
最近通ってみましたが、この斜め通り幅はかなり狭いものの、小さな崖の上に沿っ
て走っており、昔から乾いていた100年以上前のアイヌ道路というのがなんとなく
実感できます。
 
それから地名として石山という言葉が出てくるという事ですが、確かに下公有地開
拓誌にも石山に住んでいる○○さんという記述がありました。
これってどこでしょうね？
たぶんですが現在の東光8条2丁目あたり、まさに今の石山町内会がある辺りではな
いでしょうか？
添付の地図は明治33年のものなのでどこまで正確かはわかりませんが、石材をとっ
たという金毘羅神社の裏あたり、赤丸の部分ですが明らかに大きな崖があります
ね。
今よりもはるかに起伏にとんだ地形だったようです。
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Re: 石山通？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 5月31日(土)11時40分44秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

私にご指名があったんですか。光栄です（笑）
  

 
石山通は由来が簡単に分かりそうで、これまた資料がなかなか出てこない難問なん
ですよね。

 たぶん、然るべき人に聞けばあっさり分かる気がしないでもないですが・・・。
  

でもって、確証がある訳ではありませんが、結論から言うと私は「石山さん」に由
来すると考えています。

  
 
まずは、旧石山道路のルートですが、私の認識を現在の地図に当てはめたのが下図
です。（ボケててすみません）

 一条通20丁目あるいは22丁目付近から、南・東光に残る斜めの旧道を経て忠別川に
平行する形で延々と続きます。

 最終的にはアイヌ川沿いに東川村に向かって続いてたようですが、どこまで続いて
たのかははっきりしません。

 30年くらい前、この石山ルートに南6条通が幹線道路として宮前側から接続され、
 ひっくるめて石山通で統一すれば良いものを、わざわざ全ルートを南6条通なる味

もそっけもない名称で呼ぶようになったわけです。
  

 
私も最初はこの沿線のどこかに採石場でもあったのかな、と考えましたが、

 ご存じのようにこの近辺は忠別川を渡らない限りどこまでもフラットで、札幌の石
山のような採石山は皆無です。

 歴史家さん言われたように、採石できたとしても川淵から出る砂利程度でしょう
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ね。
 
かんじさんが調べられた、金比羅神社付近と旭橋架橋やアルコール会社（神谷酒造
の事だと思いますが）のための石材運搬説ですが、
私は名の由来とするには範囲が限定され過ぎる気がします。
実際その後石山道路と呼ばれ続けているルート・方向と随分大きく異なりますよ
ね。
何よりも「山」でもないのに「石山」と呼ぶだろうか？
私が知ってる石山通りは、むしろその名の原点はもっと広範囲、東光になる前の
「朝日」「千代田」と呼ばれた地域全体にあると思います。
もちろん問題の金比羅神社付近も含んでいます。
 
 
明治・大正時代にこの沿線では、俗称だと思いますが、
「字牛朱別石山」「東旭川村下共有地石山」など、地名として石山が使われていた
ようです。
旧牛朱別と東旭川村の旧下共有地ではかなりの距離があり、石山の名が現在の東光
の広い範囲に及んでいた事がわかります。
金毘羅神社付近での採石を根拠に、そのずっと奥まで石山の名が使われているのは
どう考えても不自然です。
 
ただ私もさすがに、これは同じ石山の地名を使うにしてはあまりに広過ぎるなと思
い、もしかしてここで言う石山は農場？と疑いました。
明治期の屯田以外の一般殖民では、地域ぐるみの集団入植が普通でしたから、同一
姓が複数いてもおかしくはない・・・。
つまり、牛朱別の石山農場、下共有地の石山農場、といった具合です。
色々当たってみましたが、この近辺の入植状況を個人名まで記録した資料って見つ
からないんですよね。
 
 
そこで最後？の手段、古い電話帳ですが、東光付近の石山姓を拾ってみました。
 
あるわあるわ（笑）
 
それが下図の赤丸でプロットした場所です。
ものの見事に石山通沿線に9件もの石山さんが存在するではありませんか。（省き
ましたが宮下19丁目にも2件）
ちょっと離れてこの延長線、東川との境近くにももう1件あります。
 
石山という姓はそれでなくとも少数派ですので、これは単なる偶然ではないでしょ
う。
やはりこの近辺には明治期の集団入植で、複数の石山さんが一帯を開墾したのでは
ないでしょうか。
何件もある石山農場を縫うように続く道だったので石山道路と呼ばれたのではない
かと思うのです。
実はこの件、私にとっても何年も前からそのままになってる課題です。
 
 
 
PS:石山姓は全国的には少数派ですが、都道府県別にはかなり偏りが多く、山形、
新潟などに集中してるようです。
　　これらの県からの入植者が多いせいか、実は旭川も割と石山姓が多いみたいで
すが、
　　これだけ集中しているのは石山通り沿線だけです。
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Re: 石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月30日(金)19時28分50秒 返信・引用

  新しくわかった事
 石山道路の解説に出てくる金毘羅神社ですが、やはり想像どおり現在の大和神社が

 ある場所が金毘羅神社でした。
 2002年に旭川市が調査した鎮守の森の調査の中に出てきます。

 「金毘羅神社の森」となっている住所が東光9条1丁目5番15号となっています。
 つまり石材を運んだ石山道路は

  
> 【かんじの仮説】

 > 大正時代の地図を見ると牛朱別というのはかなり旭川の街に近い部分のようだ。
 > 号外線から合同酒精というとかなり近いところ、が本来石を運んだ通りだった。
 > 石山道路の名前がアイヌ道路全体に適用された。

 > 今の南6条通り全体が石山通と認識される。
  

で間違いないかと。
 残る疑問は運んだ石材が旭橋の建設に使われたのかどうか、

 そして忠別川の川原の石だったのだろうかという課題が残ります。
 （郷土史家さんは兵村の建設に使われたのだから明治のもっと早い時期だと思って

いました）
 （でも石材を取った場所と運んだルートから言って旭川市街地方面へ運ばれた可能

性が高い）
  

旭橋の建設に使われたのだとしたら石山通と旭橋が結びついてロマンがあります
ね。

  

 

石山通？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月29日(木)17時21分37秒 返信・引用 編集済

  南6条通に「石山通」という表示があるという書き込みが地域BBSに上がっていて、
 momongaさんに調べてよなんて書いてありました。

 変わって私が調べ始めましたが、なかなか面白い調査になっています。
 南6条通りを走っていると確かに、富貴堂のあたりから11条4丁目あたりまでの間に
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は、南6条通線という標識の下に「石山通」という標識があります。
なぜここが石山通なのか、、、、、、。ふふっ、面白い。
で、まず単純に近所の人は知っているかなと思い、公共的で昔の事に詳しそうな、
ということでそこにあったキリスト教の教会に聞いてみました。
若い神父さんでしたがハッキリとは分からないとのこと、でも噂では「このあたり
に石山さんという、方が住んでいたのでその人の名前が付いたと聞いたことがあり
ます」との事。
まず、名前由来説です。
次に近くの寺に行きました。寺では奥さんらしき人しかいなかったので、まるでわ
かりませんがという事でしたが、「このあたりの町内会名は東光石山町内会」とい
うんですということです。
でネットで町内会を調べると東光には東光石山町内会の他に石山町内会という名前
もあるんです。
でひょっとして石山町内会へ行けば何かわかるかも、石山さんという家があったり
してと思ったのですが、石山町内会がどこなのかわかりません。
そこでグルグル回っていると、東光公民館というような市の出先みたいなところが
あって、そこで町内会の場所を聞いてみました。
なんとか場所もわかって行ってみましたが、何もヒントは無しです。町内会長のお
宅があったので一応聞いてみたのですが、「さぁ、、、」って感じでイマイチでし
た。
ここで名前説と町内会に名を残すようなものだったという事がわかりました。
この時点で行き詰っていたのですが、図書館から石山通の記述がある書籍がありま
したとの連絡。
その本は「下公有地開拓誌」です。
昭和44年発行のこの本は添付の地域の開発物語がつづられており、この中に石山通
りの記述がありました。
が、この本の記述が正確なのかどうか少し疑問が残るところがあり、調査を続行し
ているのが現状です。
その記述とは
---------------
○石山道路
牛朱別の金毘羅神社の裏山から旭橋架橋の折、石材を運んだことからその名が出
た。
正しく言えば号外線から合同酒精のアイヌ道路をいう。
合同酒精から六号線までのアイヌ川に沿ったアイヌが昔から通っていた道路を本来
アイヌ道路といった。
アイヌ道路のことを石山道路ともいう
---------------
もう一つは
---------------
石山道路というのは、アルコール会社と金毘羅神社の間の名称で、石材を運んだの
でこの名が出たものと思われる。
粉挽き用の石臼も出たようである。
---------------
という二つの記述があります。
単純には石山というのは個人の氏名ではなかった、石材を運んだので石山道路とな
ったんだで良いのです。
これでアイヌ道路→石山道路→石山通（旭川電気軌道が命名したようだ）
 
ところが、他にいろいろな疑問がわきあがります。
まず、牛朱別の金毘羅神社の裏山ってどこだ？です。
石材が採れる裏山なんてこの辺りにあるのかぁ？？？
旭橋架橋に使った石材ってどんなものだろう？
 
そこで郷土史家さんに聞いてみました。
さすがに石山通のことは知っていましたが、運んだ石というのは忠別川の玉石を東
旭川兵村に運んだと思っていたそうです。
今回の資料を基に旭橋が関係しているのか、どんなルートで何を何時運んだ事から
石山通の名前が付いたのか調べなおしてみるという事でした。
 
【考察】
もともとはアイヌ道路と言った。
忠別川に沿った道路であった事から、忠別川の石を市内方面に運ぶ際に使われた。
旭橋架橋（M37）の際にも大量の石を運搬した。
そのころから石山道路と呼ばれるようになった。
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昭和29年9月旭川電気軌道が「石山通り路線開通」により石山通と呼ばれるように
なった。
【調査事項】
牛朱別の金毘羅神社の所在
【現在の仮説】
大正時代の地図を見ると牛朱別というのはかなり旭川の街に近い部分のようだ。
号外線から合同酒精というとかなり近いところ、が本来石を運んだ通りだった。
石山道路の名前がアイヌ道路全体に適用された。
今の南6条通り全体が石山通と認識される。
石山町内会などもできる。
現在一部に石山通りの表示が残る。
 
どうでしょうか。
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Re: 美英？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 5月23日(金)15時31分31秒 返信・引用

  地図を見つけました。
 北大北方関係資料データベースに分村前の殖民区画図がありました。

  
画像が不鮮明なのでほとんど文字が読み取れないのですが、

 「石狩国上川郡ビエイ原野区画図」とあるのは間違いなく美瑛川筋・辺別川筋を表
しており、

 辺別川の北側は御料地（現在の就実の丘）とあり、川の南側には旭農場（現在の旭
神社付近）の文字も見えます。

 図の右端（南側）の美瑛川と置杵牛川に挟まれた区画は現在の美瑛市街地のある平
地ですね。

  
念のためもう一枚は「石狩国上川郡神楽村美瑛原野之一部字オキキニウシ原野区割
之図」とあります。

 オキキニウシ＝置杵牛ですから美瑛の市街から白金ゴルフ場に向かう地区の区画図
ですね。

 表題から明らかなように、美瑛村はやはり神楽村からの分村前から「美瑛」でした
ね。

 それも現在の西神楽の一部を含むかなり広い範囲を美瑛原野と呼んでたようです。
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Re: 美英？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 5月20日(火)22時05分56秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

> 神居村の美瑛町が発展しなかった最大の原因は鉄道でしょうね。
 > 鉄道が旭川に入ってしまった。

  
そういえば忘れてましたが、そもそも神居村に第一・第二市街地が計画された理由
はこの鉄道計画ですよね。

 岩村通俊の命により鉄道測量をはじめた明治19年当初は神居村を通るはずだっ
た・・・。

 おそらくこれが理由で、当初三つの市街計画の内の一つだった近文地区が外され、
神居側の二つに変更されています。

 ところがその後、実際には鉄道は神居村を通らない近文経由で旭川へ入る計画に変
更となる。

  
神居村は梯子を外された格好になったわけですね。

  

 

Re: 美英？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月20日(火)15時57分1秒 返信・引用

  momongaさんへ
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> 記述の中に、御料地があって辺別（ベベツ）の旭農場があって、さらにこの付近
に美瑛原野共有地があるような記述がありました。
> やはり美瑛村も、分村前の早い時期からビエイ（原野）と呼ばれてたようです
ね。
そのようですね。
美瑛という名前を新聞記事から検索した結果、明治29年や明治30年明治31年頃の新
聞記事に美瑛原野、鉄道美瑛監督区、美瑛富良野間など現在の美瑛町付近を美瑛と
表現する記述がかなり見つかりました。
美瑛名はパクリというのはちょっと言い過ぎでした(^^)
美瑛町の皆さん申し訳ありません。
 
 
> 結果的には神居村が名前を譲ったのでしょうね。
> かんじさんおっしゃる通り、神居村は旭川への入口の割には栄えませんでした
ね。
> 雨紛地区などでの農業は良かったんですが、
> これはたぶん、市街予定地とされていたのが裏目になったのかもしれません。
神居村の美瑛町が発展しなかった最大の原因は鉄道でしょうね。
鉄道が旭川に入ってしまった。
当時の大量輸送手段は鉄道しかありえなかったように思います。
なので圧倒的物流が旭川に流れ込み、神居村美瑛は陸路の単なる通過点に過ぎなく
なったのでしょう。
関根さんの本によると、美瑛橋（両神橋）は昭和のかなり遅くまで木橋の粗末な橋
で5ｔ以上は渡れなかったというような記述がありました。
明治24年に旭川の発祥となった美瑛橋と忠別橋は当時としては破格の費用をかけて
作ったトラス形式の立派な橋でしたが、その役割は次第に薄くなったのですね。
でも、神居2条3丁目にある神居神社にある石碑に明治27年の文字があり、あぁこの
あたりが発祥なんだなって感じましたね。

Re: 斜め住宅が北海道経済に掲載  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月16日(金)12時41分48
秒

返信・引用

  > No.879[元記事へ]
  

momongaさんへ
  

> もしかしたら普通2軒で使う長屋を、表裏で無理やり4軒分に仕切って使ったとい
う事も考えられますよね。

  
確かに安く広くと考えると、壁を少なくするためにも４軒を四角く一個にまとめる
のが安上がりですよね。

  
結局なぜ最初に斜めに置いたのかという謎は解けないのですが、でもなぜ斜め区画
のまま残ったのかはわかります。

 それはあそこは本来軍の土地であり、その後は市の土地となったものでしょう。
 でも戦後のどさくさに紛れて斜めの区画に住宅を建て自分のものであることを主張

した住民が居たからその区画を整理できずに残ったものです。
 写真を見てもわかるし、住民の方も証言していましたが、あの斜めの区画には早く

に住宅が建ったんだといっていました。
 保育所の北側の区画は市営住宅ですから本来正当に言えば、あの斜め区画も市営住

宅となるべき場所です。
 ところが戦後早くに個人住宅を建ててしまって、自分のものだと主張し登記したの

ではないでしょうか？
 昭和３１年の住宅地図では名前が無く空白になっていますから、正規に登記はされ

ていない状況でしょう。
 法務局へ行ってあそこの土地の登記状況を遡ればなにか見えてくるかもしれません

が、斜めに置いた理由とは結びつかないでしょうね。
 

 

Re: 斜め住宅が北海道経済に掲載  投稿者：momonga   投稿日：2014年 5月16日(金)10時
24分38秒

返信・引用

  ちょっと残念でしたネ。
 先日電話があった時、北海道経済さんなら我々が掴めなかった情報を何か掴んでく

れるかな、と多少期待してたんですが・・・。
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「田の字型長屋」は私も初めて聞いたので、え？と思いました。
よくよく考えてみると、一棟当たり横に４軒並んでいるのではなく、背中合わせに
２軒づつ並んでいる事を言ってるみたいですね。
でもそれだと確かに上から見た時の形状が、航空写真や地図上で見られる形状と矛
盾する気がします。
 
ただ、思うんですが、列車まで住宅に充てたほどの当時の住居事情を考えると、
もしかしたら普通2軒で使う長屋を、表裏で無理やり4軒分に仕切って使ったという
事も考えられますよね。
 

斜め住宅が北海道経済に掲載  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月15日(木)17時58分42秒 返信・引用

  またしてもmomongaさんの名前とサイトの内容が北海道経済に掲載されていまし
た。

 私がここのサイトに出入りするきっかけにもなった、住吉町の謎です。
 雑誌の記者も結論に行きつくことは出来ず、謎は謎のまま残ったようですが。

 中でわからなかったのは、「田の字型の住宅」というものですが、これってどんな
住宅ですか？1件の家に4家族が4方に住んでいる形かな？

 古い写真ではそんな風に見えませんけどねぇ。
 

 

Re: 美英？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 5月15日(木)11時25分49秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

神居村の美瑛町が正式名称になった時期を明治32年とした自分のソースが見つかり
ません。(-_-;)

 もしかしたら私の勘違いかもしれません。
  

 
神居村神楽村村史を見ると、神楽村の美瑛原野の位置を表す明確な地図などは載っ
てないのですが、

 記述の中に、御料地があって辺別（ベベツ）の旭農場があって、さらにこの付近に
美瑛原野共有地があるような記述がありました。

 辺別は現在の西神楽から北美瑛付近までを指しますから、この近くのまとまった原
野というと、その向こうの現在の美瑛市街側という事になります。

  
やはり美瑛村も、分村前の早い時期からビエイ（原野）と呼ばれてたようですね。

 ただ、正式名称として名付けられたのは神居村の美瑛町が先である事に違いないで
しょうから、

 まったく同じ名を村名にしたのは少々思慮に欠けていたのではないかと思います。
  

結果的には神居村が名前を譲ったのでしょうね。
 美瑛村が町に昇格したのは太平洋戦争前ですが、この頃の美瑛は人口も増えてけっ

こう勢いがあったみたいですね。
  

 
かんじさんおっしゃる通り、神居村は旭川への入口の割には栄えませんでしたね。

 雨紛地区などでの農業は良かったんですが、
 これはたぶん、市街予定地とされていたのが裏目になったのかもしれません。

 市街への移民としては、やはり皆本丸である忠別第三市街地を目指しますから、神
居の市街予定地には入植者があまりいなかった。

 かと言って、市街予定地ですから農業での入植は許されなかった。
 現在の忠和などはそれで市街予定地を解除されてますよね。

 屯田兵村でもない、離宮のできる御料地でもない、はたまた師団でもなく、
 中核地域で農業すらままならない神居村は、当初の上川5村の中で最も中途半端な

村だったと言えます。
  

 

Re: 美英？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月14日(水)00時09分26秒 返信・引用

  > No.875[元記事へ]
  

momongaさんへ
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> 神居村の市街予定地が正式に字美瑛町と名付けられたのは明治32年の事だったと
思います。
あらそうですか？
明治２８年という説と明治２９年という説があるみたいですけど。
 
> つまり当時美瑛川筋に沿って御料地以外の上流地域にもビエイの名が使われてい
たという事になります。
確かに川筋に沿ってビエイという広い範囲があったとは思います。ビエイ原野とい
う言葉も出てきますし。
 
> 当然名前の由来も同一という事になりますよね。
美瑛という名前の由来は同一ですよね、それは明治７年以降のかなり早い時点であ
るとは想像されますが。
 
> これも未確認ですが、昭和15年に美瑛村が美瑛町に昇格した事と関係があるよう
な気がします。
なるほど少し謎が解けました。実は今日わかったのですが、神居村の美瑛町が本町
に名称変更になったのが昭和１４年８月なんです。
この時点で美瑛の村名と神居の町名との間で調整があったような気がします。
 
もう一つわからないのが、美瑛橋が両神橋になったいきさつです。
関根さんの「旭川の橋」よると昭和７年迄は美瑛橋だったようです。
で昭和２１年の架け替え後は両神橋だった可能性が高いですが、この辺りの時期も
明確でないのです。
ひょっとすると美瑛橋も昭和１４年の時点で両神橋に名称変更になったのかもしれ
ませんね。
 
旭川市史によると昭和１４年時点の神居村は発展を遂げた旭川市に比べて、かなり
貧しくさびれた村だったようで、
そこにある美瑛町や美瑛橋が名称変更を迫られ、３０年には旭川市に併合されてし
まうという悲哀を想像してしまった。
神居は旭川の発祥の地にも関わらず発展しなかったんですね。
今日、神居町を車で走っていたのですが、非常に平坦な広大な土地で、どうしてこ
こが発展しなかったんだろうなぁって思いながら走っていました。
川の向こうの向こうの忠別とその向こうの永山や東旭川の方が発展したんですね
ぇ。

Re: 美英？  投稿者：momonga   投稿日：2014年 5月13日(火)23時06分16秒 返信・引用

  かんじさんへ
  

神居村の市街予定地が正式に字美瑛町と名付けられたのは明治32年の事だったと思
います。

 （実際にはそのかなり以前からビエイと呼ばれてたと思いますが）
 でもって神楽村から分村して美瑛村ができたのが明治33年。

  
私も何故に隣接する村名に敢えて同じ名を付けたのか不思議でなりませんでした。

 かんじさんの言うように、あるいはパクったのか？とも考えたりしました。
 この件で何か騒動がなかったのか？というとそういう話も聞かない・・・

 当時としてもかなりややこしい事になったのではないか、と想像します。
  

ところが、どうやら分村前の神楽村にも実は美瑛原野（当時共有地）という地名が
存在してたみたいですね。

 つまり当時美瑛川筋に沿って御料地以外の上流地域にもビエイの名が使われていた
という事になります。

 でもって、現在の美瑛町の市街地付近にも美瑛原野という地名が残っています。
 私はこの両地名が同一のものかどうか確認してませんが、

 もし同一地名を指しているものとすれば、けっして名前をパクった訳ではなく、ご
く自然発生的な理由だったと言えます。

 当然名前の由来も同一という事になりますよね。
  

 
さらに神居村の美瑛が、隣の美瑛村に名を譲るように後に町名を変更した件です
が、

 これも未確認ですが、昭和15年に美瑛村が美瑛町に昇格した事と関係があるような
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気がします。
それまでは、かろうじて美瑛「町」と美瑛「村」で区別していたものが、いよいよ
ややこしい事になった？
 
 
実はこの件、だいぶ前ですが、サイトのコンテンツに加えようと準備しかけていた
のですが、
確認できる資料が見つからなくてそのままになっていました。
謎が多くて苦労しますね。^^;
 

Re: 美英？  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月12日(月)17時57分45秒 返信・引用 編集済

  momongaさんへ
  

> 高畑利宜と上川の関わりは、駅逓を開設した時よりももっとずっと古いですよ。
 そのようですね。

 > これらの調査を通じて描かれたのが明治7年の『上川地図』です。
 上川地図という題ではありませんが、

 開拓使地理課が1987（明治8年）に発行した「北海道石狩川図」というのを入手し
ました。

 が、この地図の下の方に「地名等は誰が書き入れたのかはよくわからない」という
ようなことが書いてあります。

 黒字（高畑）赤字（福士）+αって気もしますけど。
  

> でもって、『忠別』という漢字（旧字体）が使われ始められたのもこの上川地図
以降の事で、

 > 高畑利宜がこの時にアイヌ語地名に漢字を充てたものと言われています。
 > 私はこの時実際には、忠別と共に美英（川・太）の漢字も充てたのではないかと

考えます。
 ううむ、なるほど。

  
実はよくわからないのは、美瑛という言葉の発祥ともう一つ、神居にあった美瑛町
が無くなった時期やいきさつなんです。

 神居村にあった美瑛町がいつ無くなったのかがわかりません。
 旭川に合併されたときに変わったのかななんて思っていたのですが、調べてみると

昭和30年の合併時にはすでに、本町になっており合併に合わせて本町が神居町に変
更されています。

 では神居村史を見てみると神居村史は大正5年発行の物ですので、その時点では美
瑛町が存在しています。なのでどの時点で美瑛町が無くなったのかがよくわからな
い状態なのです。

 考え過ぎかもしれませんが、美瑛橋が両神橋になった事といい、美瑛町が本町にな
ったことといい、意図的に美瑛を旭川方面から消したような気がしています。

 橋の名前なんて特別な理由が無い限り普通変えませんよねぇ。
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Re: おもちゃ  投稿者：かんじ  投稿日：2014年 5月12日(月)16時41分17秒 返信・引用

  > IMAIさんへ
  

> 一瞬、どこの街の光景かと思いましたけど、
 そうそう、見たことのない景色なのでどこなのかかなり考えました。

 ヒントになったのは開発局の入っている合同庁舎です。
 宗谷線の方からの眺めだったんですね。
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4条18丁目左ってあたりかな。
 
でも、ヘリとは、、、、。
いろんな角度から写真が撮れますね。
考えられない角度からの写真はとても興味深いです。
いい写真撮ってください。

以上は、新着順701番目から750番目までの記事です。
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