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シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
─
─﹃
花
は
山
、
人
は
里
﹄
を
訪
ね
て
─
─
②

南
部
地
区
／
南
部
町
の

ル
ー
ツ
が
眠
る

杉澤均和さん（「南部太ねぎ」生産者）

南部町営地方卸売市場での「なんぶりんご市」

相内の食用菊「阿房宮」畑。
集落から約2㎞の山中に南部九牧の相内野があった

「阿房宮窯」の作品と沼畑優さん

「
阿
房
宮
窯
」と

地
域
と
の
つ
な
が
り

　

阿
房
宮
の
主
産
地
で
あ
る
相
内
地
区
に
、﹁
阿
房
宮

窯
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
陶
工
房
が
あ
り
ま
す
。
窯
元

の
沼
畑
優
さ
ん
が
自
宅
敷
地
内
に
工
房
を
構
え
た
の

は
、
30
数
年
前
。
地
元
に
ち
な
ん
だ
焼
き
物
の
創
作

を
志
し
、
阿
房
宮
の
茎
の
灰
を
加
え
た
釉
薬
で
作
品

作
り
を
始
め
ま
し
た
。
少
し
緑
が
か
っ
た
素
朴
な
色

合
い
の
焼
き
上
が
り
が
特
徴
で
す
。

　

沼
畑
さ
ん
の
親
は
食
用
菊
栽
培
を
中
心
に
手
が
け

て
い
た
そ
う
で
、
収
穫
期
に
は
住
み
込
み
で
作
業
す
る

人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
手
伝
い
に
来
た
人
た
ち
が
寝
泊

ま
り
し
た
り
、
花
び
ら
を
む
し
る
﹁
菊
ほ
か
し
﹂
を
し

た
り
す
る
の
に
使
っ
て
い
た
宿
泊
兼
作
業
場
が
、
今
は

創
作
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

作
品
作
り
に
加
え
、
陶
芸
教
室
で
地
域
の
人
と
交

流
し
、
土
を
通
し
て
ふ
る
さ
と
の
自
然
や
文
化
に
触

れ
る
機
会
も
提
供
し
て
い
る
沼
畑
さ
ん
。﹁
土
い
じ
り

な
ら
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
気
軽
に
楽
し
め

ま
す
。
焼
き
物
で
町
を
元
気
に
で
き
た
ら
う
れ
し
い
。

そ
れ
が
、
私
が
焼
き
物
を
始
め
た
最
初
の
目
的
で
す

か
ら
﹂
と
、
活
動
の
原
点
に
あ
る
思
い
を
語
り
ま
す
。

伝
統
野
菜「
南
部
太
ね
ぎ
」の

復
活

　

南
部
町
の
伝
統
野
菜
﹁
南
部
太
ね
ぎ
﹂
は
、
大
正

時
代
に
地
元
農
家
に
よ
っ
て
栽
培
が
始
ま
り
、
昭
和

39
年
（
１
９
６
４
）
に
品
種
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
太

い
も
の
で
白
根
の
部
分
が
直
径
３
セ
ン
チ
を
越
え
、
長

さ
も
１
メ
ー
ト
ル
前
後
ま
で
育
ち
ま
す
。
緑
の
葉
の

部
分
ま
で
柔
ら
か
く
、
糖
度
が
高
い
の
が
特
徴
で
す
。

け
れ
ど
も
、
栽
培
に
手
間
が
か
か
り
、
サ
イ
ズ
も
不

揃
い
で
流
通
に
乗
ら
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
生
産
者
は

次
第
に
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

絶
滅
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
地
元
の
名
久

井
農
業
高
校
の
生
徒
た
ち
で
し
た
。
平
成
24
年

（
２
０
１
２
）、
町
内
に
た
だ
１
人
残
っ
て
い
た
生
産

者
か
ら
種
を
譲
り
受
け
、
試
験
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

そ
の
取
り
組
み
に
共
感
し
、
南
部
太
ね
ぎ
の
復
活
に

乗
り
出
し
た
の
が
杉
澤
均ま
さ
か
ず和
さ
ん
で
す
。
栽
培
に
挑

戦
し
て
３
年
目
に
や
っ
と
出
荷
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

現
在
は
４
人
の
生
産
者
と
と
も
に
生
産
を
拡
大
し
て

い
く
た
め
、
高
校
生
た
ち
と
新
し
い
栽
培
方
法
を
研

究
し
た
り
、
地
域
の
小
学
生
の
定
植
・
収
穫
体
験
に

協
力
し
た
り
と
、
日
々
奔
走
し
て
い
ま
す
。
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2 3 ───────新 し い 人 々

三戸駅前の盛期を象徴するような村井家住宅主屋。
大正12年（1923）に竣工した大正モダニズムの
和洋折衷住宅（国有形文化財）

カフェ「南部どき」の根市大樹さんと家族

南部地区略図

　

杉
澤
さ
ん
は
﹁
収
穫
し
た
て
の
南
部
太
ね
ぎ
の
葉

か
ら
は
、
玉
状
の
露
が
滲
み
出
て
き
ま
す
。
そ
の
味

は
想
像
以
上
の
甘
さ
。
糖
度
は
一
般
的
な
ネ
ギ
の
１
・

５
倍
以
上
で
す
。
南
部
太
ね
ぎ
の
お
い
し
さ
を
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
南
部
太
ね
ぎ
が
町
の
自
慢
と
な
る
よ
う
に
、

１
０
０
年
先
も
栽
培
が
続
く
よ
う
に
が
ん
ば
り
た
い
﹂

と
、
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
決
意
を
語
り
ま
す
。

三
戸
駅
周
辺
の

今
昔

　

明
治
24
年
（
１
８
９
１
）
に
開
業
し
た
三
戸
駅
（
当

時
は
三
ノ
戸
駅
）
は
、
リ
ン
ゴ
を
は
じ
め
と
す
る
農
産

物
や
木
材
な
ど
の
重
要
な
輸
送
拠
点
で
し
た
。
昭
和

初
期
に
な
る
と
、
農
家
が
果
物
や
野
菜
を
持
ち
寄
り
、

駅
付
近
で
行
商
人
に
売
り
さ
ば
く
よ
う
に
な
り
、
昭

和
24
年
（
１
９
４
９
）
に
は
駅
前
広
場
に
旧
向
村
が

運
営
す
る
相
対
売
り
市
場
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
市
場
が
、
全
国
で
唯
一
と
な
っ
た
公
営
市
場
﹁
南
部

町
営
地
方
卸
売
市
場
﹂の
前
身
で
す
。
取
引
量
は
年
々

増
加
し
、
昭
和
41
年
（
１
９
６
６
）
に
現
在
地
付
近

に
移
転
す
る
ま
で
、
市
場
の
活
況
が
駅
周
辺
に
賑
わ

い
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　

交
易
の
場
と
し
て
栄
え
た
三
戸
駅
周
辺
は
、
人
の

流
れ
の
変
化
や
人
口
減
少
な
ど
に
よ
り
寂
し
く
な
る
一

方
で
し
た
が
、
か
つ
て
の
活
気
を
取
り
戻
そ
う
と
動
き

出
す
人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
て

い
る
の
が
、三
戸
駅
前
の
カ
フ
ェ﹁
南
部
ど
き
﹂オ
ー
ナ
ー

の
根
市
大
樹
さ
ん
。
リ
ン
ゴ
倉
庫
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
、
平
成
30
年
（
２
０
１
８
）
に
コ
ー
ヒ
ー
と
燻
製
の

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
店
を
開
き
ま
し
た
。

　

人
が
集
ま
る
場
が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
飛

び
交
う
中
で
、
お
も
し
ろ
い
企
画
が
生
ま
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
子
ど
も
た
ち
が
ま
ち
歩

き
を
し
な
が
ら
幅
広
い
世
代
と
触
れ
合
う
イ
ベ
ン
ト

﹁
三
戸
エ
キ
マ
エ
ヒ
ロ
バ
﹂。
根
市
さ
ん
は
﹁
こ
の
地
域
で

暮
ら
す
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
知
識
や
経

験
を
埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
つ
な

い
で
い
き
た
い
。
農
家
の
結ゆ

い

の
よ
う
な
、
貸
し
借
り
の

で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
理
想
で
す
﹂
と
話
し
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
活
躍
の
場
を
求
め
る
若
者

も
引
き
つ
け
、
空
き
店
舗
を
活
用
し
た
店
も
増
え
始

め
て
い
ま
す
。
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
新
た
な

賑
わ
い
の
風
景
が
創
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

卍


