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シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
─
─﹃
花
は
山
、
人
は
里
﹄
を
訪
ね
て
─
─
③

福
地
地
区
／
町
内
第
一の

穀
倉
地
帯
と
文
化

福田・埖渡地区の丘陵地に広がる団地群
（馬淵川を挟んで手前は苫米地の水田地帯）

隠れ湯屋「福田温泉・癒楽家福泉」

福田小学校児童による景観授業「福田八景」

明治20年から続く老舗「森田麹・味噌店」の作業場と
店主の森田幸子さん

区
の
４
町
内
が
そ
れ
ぞ
れ
自
慢
の
山だ

し車
を
披
露
す
る

﹁
と
ま
べ
ち
ま
つ
り
﹂
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

ジ
ャ
ッ
ク
ド
ま
つ
り
実
行
委
員
会
会
長
で
、
福
地

芸
能
愛
好
会
会
長
も
務
め
る
夏
堀
德
八
志
さ
ん
は
、

﹁
幼
い
頃
か
ら
新
舞
踊
や
え
ん
ぶ
り
、
太
鼓
に
親
し
み
、

今
で
は
山
車
作
り
が
趣
味
な
ん
で
す
よ
﹂と
い
う
、根
っ

か
ら
の
祭
り
好
き
。﹁
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
喜
ん
で

も
ら
え
る
の
が
何
よ
り
う
れ
し
い
﹂
と
目
を
細
め
、
次

世
代
に
祭
り
の
伝
統
を
つ
な
ぐ
た
め
、
一
年
を
通
し
て

忙
し
く
飛
び
回
っ
て
い
ま
す
。

明
治
20
年
創
業
の
老
舗

「
森
田
麹
・
味
噌
店
」

　

冷
涼
な
気
候
の
南
部
地
方
で
は
、
藩
政
時
代
か
ら

米
に
代
わ
る
作
物
と
し
て
大
豆
な
ど
の
雑
穀
が
植
え

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
大
豆
だ
け
で
作
る
﹁
玉
味
噌
﹂

は
庶
民
の
日
常
食
で
、
軒
先
に
味
噌
玉
が
つ
る
さ
れ
て

い
る
風
景
は
、
こ
の
地
方
の
春
の
風
物
詩
で
し
た
。
度

重
な
る
飢き
き
ん饉
の
際
に
も
、
味
噌
は
人
々
の
命
を
つ
な

ぐ
貴
重
な
栄
養
源
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
豆
は
八
戸
藩
に
と
っ
て
重
要
な
換
金
作

物
で
あ
り
、
醤
油
や
味
噌
の
原
料
と
し
て
江
戸
や
上

方
に
運
ば
れ
、
藩
の
財
政
を
支
え
ま
し
た
。

　

明
治
20
年
（
１
８
８
７
）
か
ら
１
３
０
年
以
上
続

く
﹁
森
田
麹
こ
う
じ・

味
噌
店
﹂
は
、
創
業
以
来
の
製
法
を

守
り
続
け
て
い
ま
す
。
女
将
の
森
田
幸
子
さ
ん
は﹁
伝

統
の
味
だ
か
ら
お
い
し
い
の
で
は
な
く
、
お
い
し
い
か

ら
伝
統
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
﹂
と
、
変
わ
ら
な
い
こ

と
へ
の
強
い
思
い
を
口
に
し
ま
す
。

　

味
噌
は
地
域
の
暮
ら
し
に
密
着
し
、
独
自
の
食
文

化
も
育
ん
で
き
ま
し
た
。
森
田
さ
ん
に
よ
る
と
、﹁
油

味
噌
﹂
を
最
初
に
発
信
し
た
の
が
﹁
森
田
麹
・
味
噌

店
﹂。
麦
味
噌
を
油
で
よ
く
炒
め
、
砂
糖
を
加
え
、
刻

み
ネ
ギ
や
じ
ゃ
こ
、
ミ
ョ
ウ
ガ
な
ど
を
好
み
で
加
え
た

ご
飯
の
お
供
を
２
代
目
当
主
の
妻
が
考
案
し
、
地
域

の
人
に
伝
え
た
と
い
い
ま
す
。

　

地
域
に
味
噌
文
化
を
根
付
か
せ
な
が
ら
、
受
け

継
が
れ
て
き
た
一
子
相
伝
の
技
。﹁
こ
の
味
と
伝
統
は
、

自
分
た
ち
の
も
の
で
は
な
く
、
先
祖
か
ら
の
預
か
り
も

の
。
だ
か
ら
、
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
森

田
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

旧
田
部
村
の

昔
と
今
と

　

旧
田
部
村
は
、
福
地
地
区
を
流
れ
る
馬
淵
川
の
南
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2 9 ───────新 し い 人 々

「Galleryたなか」で田中家当主・田中裕さんと、
ギャラリー主宰者の田中充子さん

田中家住宅主屋（国有形文化財）

福地地区略図

側
に
位
置
し
、
丘
陵
地
に
畑
が
広
が
る
農
村
地
帯
で

し
た
。
昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
に
地
引
村
と
合
併

し
て
福
地
村
と
な
り
、
川
を
隔
て
た
地
引
地
区
と
の

交
流
が
活
発
化
す
る
と
、
そ
の
風
景
は
次
第
に
変
化

し
て
い
き
ま
す
。
隣
接
す
る
八
戸
市
の
発
展
と
と
も

に
、
田
部
地
区
に
は
住
宅
団
地
が
整
備
さ
れ
て
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
化
が
進
み
、
東
部
に
は
福
地
工
業
団
地
が
造

成
さ
れ
ま
し
た
。

　

宅
地
化
や
工
業
化
が
進
む
一
方
で
、
変
わ
ら
ぬ
風

景
や
文
化
・
風
習
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
田

部
地
区
の
特
色
で
す
。

　

田
部
地
区
南
部
、
福
田
地
区
の
山
間
に
あ
る
福

田
温
泉
は
、
明
治
初
期
、
炭
焼
き
小
屋
の
脇
に
あ
っ

た
池
の
水
を
引
き
入
れ
て
沸
か
し
た
の
が
始
ま
り
で
、

皮
膚
病
に
効
く
と
い
わ
れ
る
評
判
の
湯
。
鄙ひ
な

の
い
で

湯
と
い
っ
た
風
情
で
、
今
も
地
域
の
人
た
ち
の
癒
し

の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
福
田
地
区
に
は
古
い

街
並
み
や
、
え
ん
ぶ
り
の
風
習
な
ど
も
受
け
継
が
れ
、

地
域
の
暮
ら
し
や
文
化
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

明
治
23
年
建
築
の
田
中
家
と

「G
allery

た
な
か
」

　

屋
根
の
中
央
に
洋
風
の
望
楼
を
設
え
た
田
中
家

住
宅
は
、
古
民
家
が
点
在
す
る
福
田
地
区
の
中
で

も
一
際
目
を
引
き
ま
す
。
主お
も
や屋

と
門
は
、
明
治
23

年
（
１
８
９
０
）
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
山
を
所
有

し
、
戦
前
は
１
０
０
頭
以
上
の
軍
馬
を
育
て
て
い
た

田
中
家
。
広
い
馬
屋
か
ら
も
、
往
時
を
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
主
屋
と
米
蔵
、
門
は
、
平
成
19
年

（
２
０
０
７
）
に
国
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　

田
中
家
は
１
３
０
年
前
、
福
田
上
え
ん
ぶ
り
組
の

結
成
を
支
援
し
、
今
も
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
８

代
目
当
主
の
田
中
裕ひ
ろ
し

さ
ん
は
﹁
福
田
上
え
ん
ぶ
り
組

の
衣
装
に
は
、
田
中
家
の
家
紋
で
あ
る
松
皮
菱
が
入
っ

て
い
ま
す
。
年
１
回
、
関
係
者
を
招
い
て
開
く
お
座

敷
え
ん
ぶ
り
で
は
、
田
中
家
が
代
々
守
っ
て
い
る
初
代

の
烏え

ぼ

し
帽
子
と
舞
台
幕
を
披
露
し
、そ
の
烏
帽
子
を
﹃
遊

ば
せ
る
﹄
の
で
す
﹂
と
説
明
し
ま
す
。

　

田
中
家
は
私
邸
の
た
め
通
常
は
見
学
不
可
で
す
が
、

現
代
の
民
芸
を
テ
ー
マ
に
し
た
展
示
会
を
年
10
回
ほ

ど
開
催
し
、
期
間
中
の
み
建
物
内
部
や
庭
を
公
開
し

て
い
ま
す
。
当
主
の
妹
で
ギ
ャ
ラ
リ
ー
主
宰
者
の
田
中

充み
つ
こ子

さ
ん
は
﹁
国
内
外
の
用
美
を
兼
ね
た
も
の
、
生

活
を
豊
か
に
す
る
も
の
を
紹
介
し
た
い
﹂
と
話
し
ま
す
。

　

時
代
を
経
て
も
変
わ
ら
ぬ
空
気
を
ま
と
い
、
田
中

家
は
歴
史
を
刻
み
続
け
て
い
ま
し
た
。


