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1 6

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
─
─﹃
花
は
山
、
人
は
里
﹄
を
訪
ね
て
─
─
①

名
川
地
区
／
果
樹
の
ま
ち
を

不
動
の
も
の
に

南部地方えんぶり（２月上旬）で、
剣吉商店街を練り歩くえんぶり衆

剣吉商店会会長・剣吉駅前ストリート活性化委員会委
員長の出町州央さん（デマチ呉服店で）

ＮＰＯ法人「三本の木」の農援隊と林悦子理事長
（前列右から３番目）、関則雄管理者（３列目右側）

ト
型
の
果
実
が
特
徴
の
ジ
ュ
ノ
ハ
ー
ト
。
ブ
ラ
ン
ド
化

に
向
け
て
、
挑
戦
は
さ
ら
に
続
き
ま
す
。

「
は
ば
た
く
商
店
街
30
選
」に

選
ば
れ
た
剣
吉
商
店
街

　

青
い
森
鉄
道
﹁
剣け
ん
よ
し吉

駅
﹂
を
出
て
す
ぐ
の
通
り
に

あ
る
剣
吉
商
店
街
。
明
治
30
年
（
１
８
９
７
）
に
開

設
さ
れ
た
剣
吉
駅
が
、
人
や
物
資
の
行
き
交
う
交
通

拠
点
と
し
て
活
気
づ
く
の
に
伴
い
、
剣
吉
商
店
街
は

名
川
地
区
の
経
済
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
て
き
ま

し
た
。
創
業
80
年
、
デ
マ
チ
呉
服
店
５
代
目
の
出
町

州
央
さ
ん
は
﹁
商
店
街
の
売
り
出
し
の
日
は
、
買
物

客
で
ご
っ
た
返
し
た
そ
う
で
す
﹂
と
、
親

世
代
か
ら
聞
い
た
か
つ
て
の
賑
わ
い
ぶ
り

を
説
明
し
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
、
大
型
小

売
店
の
進
出
な
ど
の
問
題
に
直
面
す
る

中
、
剣
吉
商
店
会
で
は
地
域
の
団
体
と
連
携
し
な
が

ら
、
商
店
街
活
性
化
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
剣
吉
地
区
の
４
つ
の
町
内
会
と
一
緒
に
開
催
す
る

夏
ま
つ
り
、
名
久
井
農
業
高
校
と
の
緑
化
活
動
、﹁
剣

吉
駅
前
ス
ト
リ
ー
ト
活
性
化
委
員
会
﹂（
商
店
会
役

員
と
町
内
会
の
会
長
が
平
成
22
年
４
月
に
設
立
）
と

の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
開
催
や
マ
ッ
プ
作
成
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
団
体
と
と
も
に
展
開
す
る
活
動
は
高
く

評
価
さ
れ
、
平
成
28
年
（
２
０
１
６
）
に
は
経
済
産

業
省
の﹁
は
ば
た
く
商
店
街
30
選
﹂
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

剣
吉
商
店
会
会
長
で
、
剣
吉
駅
前
ス
ト
リ
ー
ト
活

性
化
委
員
会
の
委
員
長
も
務
め
る
出
町
さ
ん
は
、﹁
住

民
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
役
割
を
持
ち
、
み
ん
な
で
一
緒

に
地
域
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
。
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が

支
え
合
い
な
が
ら
、
安
心
し
て
元
気
に
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
﹂
と
話
し
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
三
本
の
木
」の

農
福
連
携
と
地
域
づ
く
り

　

農
業
分
野
と
福
祉
分
野
が
連
携
し
、
双
方
の
課

題
を
解
決
す
る
﹁
農
福
連
携
﹂
の
取
り
組
み
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
24
年
（
２
０
１
２
）
に
設
立

さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
﹁
三
本
の
木
﹂
は
、
農
業
を
軸
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1 7 ───────新 し い 人 々

南部七唄七踊り全国大会（９月下旬）

南部芸能伝承館で三味線を弾く久保一繁さん
（達者達人／南部町郷土芸能保存会会長）

と
し
た
事
業
運
営
を
行
い
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
自

立
や
就
労
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
近
隣
農
家
70
人
を

会
員
と
し
た
直
売
所
﹁
お
や
さ
い
の
集
会
所
﹂
の
開

設
、
人
手
不
足
の
農
家
の
農
作
業
を
手
伝
う
﹁
農
援

隊
﹂、
後
継
者
の
い
な
い
農
地
を
借
り
て
果
樹
や
野
菜

を
栽
培
し
た
り
、
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
を
使
っ
た
焼
菓
子

や
ジ
ャ
ム
な
ど
の
加
工
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
名
久
井
農
業
高
校
の
生
徒
が
自
分
た
ち
の
栽
培

し
た
野
菜
を
直
売
所
で
販
売
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
週
１

回
行
い
、
地
域
の
教
育
に
も
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　

理
事
長
の
林
悦
子
さ
ん
は
﹁
地
域
を
元
気
に
す
る

力
に
な
り
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
事
業
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
農
福
連
携
に
つ
な
が
っ
た
と
思

い
ま
す
﹂
と
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。
ま
た
、
果
樹
栽
培

で
尽
力
す
る
管
理
者
の
関
則
雄
さ
ん
は
、﹁
農
家
の
高

齢
化
や
遊
休
農
地
の
面
積
拡
大
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
は
ベ
リ
ー
フ
ァ
ー
ム
を
事
業
の
大
き
な
木
に
成

長
さ
せ
た
い
﹂
と
、熱
意
を
込
め
て
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

名
川
発
祥
の「
南
部
手
踊
り
」や

伝
統
芸
能
の
数
々

　

名
川
地
区
が
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
﹁
南
部
手
踊
り
﹂

は
、﹁
南
部
甚
句
﹂﹁
南
部
あ
い
や
節
﹂﹁
南
部
よ
さ
れ

節
﹂﹁
南
部
馬
方
三
下
り
﹂﹁
南
部
追
分
﹂﹁
南
部
荷

方
節
﹂﹁
南
部
都ど
ど
い
つ

々
逸
﹂
の
七
つ
の
踊
り
が
あ
り
、﹁
南

部
七
踊
り
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
数
百
年
以
上

も
前
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
民
舞
踊
で
す
が
、
も

と
も
と
は
宴
席
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
踊
り
で
、
決

ま
っ
た
形
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
初
期
、
歌
舞

伎
の
動
作
を
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
舞
台
用
の
踊
り

に
仕
上
げ
た
の
が
、
名
川
地
区
剣
吉
生
ま
れ
の
栗
山

由
太
郎
で
す
。
大
正
時
代
に
は
、
由
太
郎
の
弟
子
で

あ
る
舘
松
榮
源
次
郎
ら
が
師
匠
の
踊
り
に
磨
き
を
か

け
、一つ
ひ
と
つ
の
踊
り
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
南
部
手
踊
り
は
全
国
的
な
広
が
り
を
見

せ
、﹁
南
部
手
踊
り（
七
踊
り
）﹂と﹁
南
部
七
大
民
謡（
七

唄
）﹂
は
、
町
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

南
部
町
郷
土
芸
能
保
存
会
会
長
の
久
保
一
繁
さ
ん

は
、
南
部
三
味
線
の
奏
者
を
代
表
す
る
ひ
と
り
。﹁
若

い
頃
は
ギ
タ
ー
に
夢
中
で
し
た
が
、
母
親
が
南
部
手

踊
り
の
踊
り
手
で
、
芸
能
が
身
近
だ
っ
た
こ
と
か
ら

久
保
正
幸
さ
ん
に
師
事
し
、
昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）

頃
か
ら
三
味
線
を
始
め
ま
し
た
﹂
と
の
こ
と
。
秋
の
恒

例
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
﹁
南
部
七
唄
七
踊
り
全
国
大

会
﹂
で
も
伴
奏
を
務
め
る
久
保
さ
ん
は
、﹁
南
部
手
踊

り
は
リ
ズ
ム
が
速
く
な
る
と
こ
ろ
が
何
カ
所
か
あ
っ
て
、

そ
こ
が
お
も
し
ろ
い
ね
﹂
と
も
明
か
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

南
部
手
踊
り
の
ほ
か
、
数
々
の
伝
統
芸
能
が
根
付

く
名
川
地
区
。名
川
中
学
校
で
は
、地
域
ぐ
る
み
で﹁
え

ん
ぶ
り
﹂
の
伝
承
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
三

味
線
演
奏
の
講
師
と
し
て
20
年
以
上
も
生
徒
を
指
導

し
て
い
る
久
保
さ
ん
は
、﹁
若
い
世
代
の
継
承
者
を
育

て
た
い
﹂
と
話
し
、
地
域
の
芸
能
が
絶
え
る
こ
と
な
く

受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

名川地区略図


