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新しい人々
L i f e s t y l e  o f  N A N B U

南部町の固有の風土を守りながら生きる人 と々、
移住してきた人々が共創する新しい生活。
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0 2

【
町
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
】

心
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
対
話
で

南
部
町
長　

工
藤
祐
直

を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば﹁
空
き
家
バ
ン
ク
等
利
活
用
促
進
﹂
で
は
、

住
宅
資
金
と
し
て
空
き
家
改
修
費
を
支
援
し
、
入

居
希
望
者
が
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
移
住
の
不

安
要
素
に
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
馴
染
め
る
か
﹂
が

多
い
よ
う
で
す
が
、
空
き
家
改

修
を
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て

一
緒
に
で
き
れ
ば
、
早
く
馴
染

め
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

南
部
町
で
は
町
内
会
活
動

が
活
発
で
す
。
私
も
清
掃
作
業

や
小
さ
な
地
区
の
祭
り
に
参
加

し
た
り
し
ま
す
が
、
和
や
か
な

温
か
さ
が
あ
り
ま
す
。
役
場
か

ら
は
地
域
担
当
職
員
が
地
域
の

要
望
を
伺
い
、
早
急
に
横
断
的

に
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、

趣
味
の
サ
ー
ク
ル
活
動
も
た
く

●
─
─
─
─
─

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
と
南
部
町

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
た
め
、
町
で
は
﹁
今
、
困
っ
て

い
る
人
を
、今
、支
援
す
る
﹂
を
掲
げ
、

令
和
２
年
度
に
は
第
１
弾
の
﹁
飲

食
業
者
緊
急
対
策
支
援
金
﹂
か
ら

第
５
弾
の
﹁
特
別
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品

券
﹂
ま
で
、
大
き
く
５
つ
の
対
策
を
、
他
町
村
に

先
駆
け
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
実
施
し
て
き
ま
し

た
。

　

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
と
し
て
約
４
億
８
０
０
０

万
円
を
充
当
し
て
い
ま
す
が
、
特
に
７
月
の
第
３

弾
で
は
、﹁
農
畜
産
業
先
行
型
持
続
化
給
付
金
﹂

と
し
て
約
２
億
３
２
３
０
万
円
を
給
付
し
、
町
の

基
幹
産
業
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
、
推

移
を
見
な
が
ら
、
全
業
種
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
タ
イ
ミ

ン
グ
を
捉
え
た
対
策
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
一
連
の
コ
ロ
ナ
問
題
と
対
応
で
、
大
き
な
時

代
の
転
換
点
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
一
つ
は
大
都
市

の
感
染
拡
大
に
よ
る
﹁
都
市
集
中
型
﹂
社
会
の
弱

点
と
、
持
続
可
能
性
か
ら
の
﹁
地
方
分
散
型
﹂
社

会
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
経

済
や
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
一
気
に
進
ん
だ
こ
と
で

す
。

　

こ
れ
を
﹁
第
４
次
産
業
革
命
﹂
と
指
摘
す
る
専

門
家
も
い
ま
す
が
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
は
、
地
域
に
あ

る
価
値
を
再
確
認
し
、
内
外
に
あ
る
新
し
い
方
向

性
と
結
び
つ
け
る
力
の
実
現
に
向
け
て
い
け
る
か
ど

う
か
が
重
要
で
す
。

●
─
─
─
─
─

移
住
・
定
住
対
策
と
人
口
の
定
常
化

　

地
方
の
大
き
な
問
題
が
人
口
減
少
で
あ
る
こ
と

は
、
南
部
町
に
お
い
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
移
住
・
定
住
対
策
や
、
子
育
て
支
援
の
充
実

プロフィール────工藤祐直（くどう・すけなお）　昭
和30年（1955）、青森県南部町生まれ。明治学院大学法学
部を卒業後、民間企業を経て旧名川町役場に入庁。その
後、平成11年（1999）に旧名川町長に就任、平成18年に合
併による新生南部町の初代町長に就任し、現在通算６期目。
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0 3 ───────新 し い 人 々

な
暮
ら
し
の
両
面
で
、
人
間
に

と
っ
て
何
が
大
切
な
の
か
を
改

め
て
考
え
る
機
会
に
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

私
は
常
々
、
町
政
の
基
本
は

成
長
過
程
に
従
い
、
大
き
く
分

け
て
①
教
育
（
学
び
）
②
経
済

（
仕
事
）
③
医
療
・
福
祉
（
社

会
保
障
）
の
３
つ
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。
木
が

芽
吹
き
、
幹
が
枝
を
張
り
、
や

が
て
豊
か
な
"
南
部
の
森
"
に

な
る
よ
う
な
町
政
を
心
が
け
て

き
ま
し
た
。

　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
で
は
、
一
過
性

で
は
な
い
﹁
新
し
い
生
活
様
式
﹂
を
創
造
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
の
レ
ベ
ル
は

新
し
い
価
値
観
の
創
造
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ほ
ど
の
、
時
代
性
を
有
す
る
も
の
で
す
。

　

今
回
の
町
勢
要
覧
の
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
は
、﹃
新

し
い
人
々
﹄
と
し
て
い
ま
す
。
本
文
で
は
南
部
町
の

自
然
・
土
地
柄
、
歴
史
や
文
化
を
守
り
な
が
ら
生

き
て
き
た
人
々
と
、
南
部
町
を
自
分
の
居
場
所
と

定
め
、
移
住
・
定
住
し
て
き
た
人
々
と
の
つ
な
が
る

姿
を
、﹁
新
し
い
人
々
（
南
部
人
）﹂
と
し
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　

私
は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
郷
土
愛
を
誇
り
に
、

こ
れ
か
ら
も
"
心
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
対
話
"
を
し

な
が
ら
、
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

住
宅
関
連
で
言
え
ば
、
若
者
向
け
住
宅
と
し
て

整
備
し
た
﹁
チ
ェ
リ
ー
タ
ウ
ン
桜
場
﹂
は
、
剣
吉

駅
前
と
い
う
好
立
地
と
、
扶
養
す
る
18
歳
未
満
の

お
子
さ
ん
１
人
に
つ
き
10
％
、
さ
ら
に
町
外
か
ら
転

入
す
る
60
歳
未
満
の
方
は
50
％
割
引
の
特
典
が
あ

り
、
全
39
区
画
が
完
売
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
最
も
大
切
な
の
は
人
口
減
少
を
ゆ
る
や

か
に
し
て
い
く
、
定
常
化
し
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
に
は
住
ん
で
い
る
人
々
の
満
足
度
が
肝

心
で
す
が
、
で
は
、
南
部
町
の
本
当
の
魅
力
と
は

何
で
し
ょ
う
か
。

●
─
─
─
─
─

達
者
村
コ
ン
セ
プ
ト

　

南
部
町
に
は
農
村
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

伝
統
、
食
文
化
や
農
耕
習
俗
と
し
て
の
伝
統
芸
能

等
々
、
大
切
な
郷
土
の
誇
り
が
継
承
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
魅
力
を
形
に
し
た
の
が
、
南
部
町
の
シ
ン

ボ
ル
で
も
あ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
・
ビ
レ
ッ
ジ
﹁
達
者
村
﹂

で
す
。
平
成
５
年
（
１
９
９
３
）
に
旧
名
川
町
に

始
ま
っ
た
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
継
承
し
、
平

成
16
年
（
２
０
０
４
）
に
開
村
し
た
息
の
長
い
活

動
は
、﹁
お
も
て
な
し
ア
ワ
ー
ド
２
０
１
８
﹂
で
県

知
事
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、﹁
友
（
ゆ
）
~
っ
た
り　

遊
（
ゆ
）
~
っ
く
り　

農
（
の
）
~
ん
び
り
﹂
で
、

そ
の
土
地
固
有
な
風
土
や
住
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
そ
の
も
の
に
触
れ
る
喜
び
を
感
じ
て
も
ら
い
、
来

訪
者
も
地
域
住
民
も
達
者
に
な
ろ
う
と
い
う
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
そ
れ
は
確
実
に

南
部
町
フ
ァ
ン
を
育
て
、
将
来
的
な
移
住
・
定
住

に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

●
─
─
─
─
─"
新
し
い
人
々
"
と
共
に
歩
む

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
よ
っ
て
、
テ
レ

ワ
ー
ク
や
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
な
ど
が
日
常
に
な
り
、

﹁
10
年
か
か
る
変
革
が
数
カ
月
で
進
ん
だ
﹂
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
世
界
を
加
速
さ

せ
ま
し
た
。
こ
れ
を
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
機
会
と
と
ら

え
、
販
売
形
態
を
替
え
て
成
功
す
る
例
も
増
え
て

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
面
と
、
私
た
ち
の
身
近

竣工した南部町役場新庁舎テラスで
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0 4

自宅から車で５分ほど離れた梅林で
草刈りをする高木さん夫婦。
愛犬のクリとクマが何時も同行する

移
住
の
き
っ
か
け
と
そ
の
後

司
会
─
─
─
─
町
で
は
人
口
減
少
問
題
を
背
景
に
、

移
住
・
定
住
促
進
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
（
※
１
）。

高
木
さ
ん
は
移
住
し
て
７
年
目
で
す
が
、
そ
の
動

機
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
移
住
し
た
の
か
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

高
木
─
─
─
─
農
業
が
し
た
い
と
い
う
の
が
最
初
に

あ
っ
て
、
青
森
県
内
の
主
に
県
南
地
域
を
探
し
て

い
ま
し
た
。
前
に
住
ん
で
い
た
八
戸
は
ヤ
マ
セ
が
き

つ
く
、
日
照
時
間
が
短
か
っ
た
の
で
南
部
町
に
移
住

す
る
こ
と
を
決
め
て
、
そ
こ
か
ら
役
場
の
人
に
連
絡

を
し
て
﹁
住
み
た
い
﹂
と
い
う
話
を
し
た
り
、
友

達
の
実
家
が
南
部
町
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
の
お
父

さ
ん
に
お
願
い
し
て
家
を
探
し
て
も
ら
っ
た
り
、
と

に
か
く
知
っ
て
い
る
人
脈
を
全
部
使
い
ま
し
た
。

司
会
─
─
─
─
田
中
さ
ん
は
南
部
町
出
身
の
ご
主
人

の
Ｕ
タ
ー
ン
に
伴
っ
て
こ
ち
ら
に
来
て
、
移
住
３
年

目
で
す
か
。

田
中
─
─
─
─
６
年
前
に
結
婚
す
る
時
に
、
い
ず
れ

は
南
部
町
に
戻
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の

時
か
ら
東
北
に
住
む
こ
と
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
し

た
。
当
時
住
ん
で
い
た
鳥
取
県
で
移
住
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
吸
収
で
き
る
こ
と

は
い
っ
ぱ
い
吸
収
し
、
楽
し
ん
で
、
ゆ
く
ゆ
く
は
そ

れ
を
青
森
に
持
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
な
あ
と
い
う
気

●
─
─
─
─
─

移
住
女
子
座
談
会

花
あ
る
人
々

﹁
風
の
人
﹂﹁
土
の
人
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
農
学
者
・
玉
井
袈
裟
男
の
﹁
風
土
舎
﹂

設
立
宣
言
に
あ
り
、﹁
人
に
も
風
の
性
と
土
の
性
が
あ
る
。
風
は
遠
く
か
ら
理
想
を
含
ん
で
や
っ
て
く

る
も
の
、
土
は
そ
こ
に
あ
っ
て
生
命
を
生
み
出
し
育
む
も
の
﹂
と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。

南
部
町
に
は
、
こ
の
地
に
生
き
抜
い
た
先
人
が
そ
の
誇
り
を
伝
え
、
そ
し
て
今
、
多
く
の
夢
を
持
っ

た
風
の
人
が
や
っ
て
き
て
、交
流
を
深
め
な
が
ら
、土
の
人
が
確
か
な
足
取
り
で
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

﹁
女
性
が
元
気
な
ま
ち
は
活
性
化
す
る
﹂
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
必
要
な
"
共
創
"

は
女
性
の
方
が
得
意
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

移
住
定
住
者
は
女
性
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
南
部
町
に
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ
タ
ー
ン
し
て

活
躍
し
て
い
る
女
性
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、南
部
町
の
魅
力
や
今
後
の
希
望
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。

高木有紀野／埼玉県和光市出身。大
学卒業後、会社勤務を経て平成26年
（2014）南部町に移住。平成28年（2016）
から京都府出身の夫（克吉）と共に就
農し「まめきち自然農縁」を運営。夫と
長男（18歳）、次男（14歳）、三男（10歳）、
四男（７歳）の６人家族。下名久井在住。



チャンネル

M
00

C
00

K
00

Y
00

M
50%

C
50%

K
50%

Y
50%

0 5 ───────新 し い 人 々

クルミの皮で作った籠。
ホームステイでの
体験メニューにもなっている

自宅そばの園地で、四男と一緒の高木さん夫婦

クルミの皮ハギ作業をする高木さん

持
ち
で
し
た
。

司
会
─
─
─
─
田
村
さ
ん
は
結
婚
を
機
に
移
住
さ
れ

５
年
目
に
な
り
ま
す
が
、
最
初
か
ら
農
業
に
は
関

心
は
あ
り
ま
し
た
か
。

田
村
─
─
─
─
こ
こ
に
引
っ
越
す
ま
で
、農
業
は
や
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
食
に
対
す
る

関
心
は
移
住
す
る
数
年
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
以

前
は
東
京
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
都
心
部
で

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
な
も
の
や
健
康
に
い
い
も
の
を
食
べ

よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
コ
ス
ト
が
か
か
る
ん

で
す
。
南
部
町
な
ら
畑
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
な

ら
自
分
で
作
っ
て
み
た
い
と
思
い
、
今
や
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

司
会
─
─
─
─
武
良
さ
ん
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と

し
て
移
住
２
年
目
で
す
が
、
南
部
町
が
日
本
語
講

︻
座
談
会
出
席
者
︼（
五
十
音
順
）

高
木
有
紀
野
（
埼
玉
県
和
光
市
出
身
／
平
成
26
年
Ｉ
タ
ー
ン
／﹁
ま
め
き
ち
自
然
農

　
　
　
　
　

縁
﹂
を
運
営
／
青
森
な
ん
ぶ
達
者
村
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
連
絡
協
議
会

　
　
　
　
　

メ
ン
バ
ー
）

田
中
　
綾
乃
（
兵
庫
県
神
戸
市
出
身
／
令
和
元
年
Ｉ
タ
ー
ン
／
南
部
町
移
住
者
受

　
　
　
　
　
　

入
協
議
会
メ
ン
バ
ー
）

田
村
　
ゆ
に
（
北
海
道
札
幌
市
出
身
／
平
成
28
年
Ｉ
タ
ー
ン
／﹁
自
給
自
足
実
践

　
　
　
　
　

フ
ィ
ー
ル
ド
う
ち
み
る
﹂
を
運
営
）

武
良
亜
友
美
（
神
奈
川
県
横
浜
市
出
身
／
令
和
２
年
Ｉ
タ
ー
ン
／
地
域
お
こ
し

　
　
　
　
　

協
力
隊
員
）

[
司
会
]　

村
田
　
　久
（
北
の
杜
舎
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
令
和
３
年
５
月
26
日
収
録

所
付
き
合
い
と
い
う
と
お
隣
さ
ん
ぐ
ら
い
な
ん
で

す
。
ご
近
所
の
方
た
ち
と
の
距
離
感
は
ど
ん
な
感

じ
で
す
か
。

高
木
─
─
─
─
子
ど
も
が
小
学
校
に
行
き
始
め
る
と
、

急
に
広
が
り
ま
す
よ
。
近
所
に
同
年
代
の
子
が
い

る
と
、
そ
こ
の
家
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
交
流
し
た
り
、
子
ど
も
が
窓
口
に
な
っ
て
広
が

り
ま
し
た
ね
。

田
村
─
─
─
─
皆
さ
ん
は
、
移
住
し
て
か
ら
感
じ
た

ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
り
ま
す
か
。
私
が
初
め
て
青
森
に

行
っ
た
の
は
中
学
校
の
修
学
旅
行
の
時
で
、
青
森

イ
コ
ー
ル
奥
入
瀬
渓
流
と
い
う
感
じ
で
自
然
豊
か

な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
人
生
２
回
目
の
青

森
が
南
部
町
で
、
自
然
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
は
変
わ

ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
住
ん
で
み
る
と
八

戸
が
近
く
て
、
車
で
す
ぐ
に
行
け
る
ス
ー
パ
ー
が

あ
っ
て
、
生
活
す
る
の
に
便
利
な
場
所
だ
と
感
じ

ま
し
た
。

高
木
─
─
─
─
慣
習
が
全
く
違
い
ま
す
よ
ね
。
も
の

の
考
え
方
が
、
都
市
部
と
農
村
で
は
根
底
的
な
と

こ
ろ
が
違
う
の
で
、
初
め
の
３
年
間
は
か
な
り
ア
ッ

プ
ダ
ウ
ン
の
繰
り
返
し
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
私

た
ち
夫
婦
は
都
市
部
の
出
身
で
、
農
村
と
い
う
も

の
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
５
年
目
ぐ
ら
い

か
ら
落
ち
着
い
て
き
ま
し
た
ね
。

田
中
─
─
─
─
八
戸
が
近
い
と
い
う
の
は
大
き
い
と

思
い
ま
す
。
南
部
町
の
近
く
に
大
き
な
町
が
な
か
っ

た
ら
、
１
年
持
た
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
普

段
住
む
に
は
南
部
町
の
環
境
は
ほ
ど
よ
く
、
だ
か

ら
住
ん
で
い
ら
れ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

師
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
マ
ッ
チ
ン
グ
し
て
い
ら
し

た
の
で
す
か
。

武
良
─
─
─
─
そ
う
で
す
。
青
森
に
来
た
の
は
、
地

域
お
こ
し
協
力
隊
の
面
接
の
時
が
初
め
て
で
し
た
。

母
の
出
身
地
が
岩
手
な
の
で
、
こ
ち
ら
に
来
る
の

に
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
感
は
な
か
っ
た
で
す
。

田
中
─
─
─
─
同
じ
下
名
久
井
に
お
住
ま
い
の
高

木
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
私
の
家
は
住

宅
街
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ご
近
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●
─
─
─
─
─
移
住
女
子
座
談
会

花
あ
る
人
々

移
住
の
支
援
策
と
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化

司
会
─
─
─
─
南
部
町
で
は
移
住
者
向
け
に
、
仕

事
と
暮
ら
し
支
援
と
し
て
、
新
規
就
農
者
支
援
、

空
き
家
・
空
き
地
バ
ン
ク
等
利
活
用
促
進
、
若
者

向
け
住
宅
環
境
整
備
（
チ
ェ
リ
ー
タ
ウ
ン
桜
場
宅

地
分
譲
住
宅
分
譲
事
業
）、
新
婚
新
生
活
支
援
事

業
、
移
住
・
定
住
等
イ
ベ
ン
ト
の
取
り
組
み
な
ど

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
２
軒
の
お
た
め
し
住

宅
も
整
備
し
ま
し
た
。
移
住
す
る
際
に
町
の
支
援

策
を
利
用
さ
れ
た
方
は
い
ま
す
か
。

田
中
─
─
─
─﹁
空
き
家
バ
ン
ク
﹂（
※
２
）
と
﹁
お
試

し
住
宅
﹂
を
利
用
し
ま
し
た
。
空
き
家
バ
ン
ク
で

見
つ
け
た
物
件
は
修
繕
が
必
要
な
状
態
だ
っ
た
の

で
、
改
修
期
間
の
１
カ
月
間
、
お
試
し
住
宅
に
住

ま
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

司
会
─
─
─
─
田
中
さ
ん
は
南
部
町
移
住
者
受
入

協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
す
よ
ね
。

田
中
─
─
─
─
メ
ン
バ
ー
は
10
人
ぐ
ら
い
で
、
割
と

年
代
は
幅
広
い
で
す
。
昨
年
度
は
武
良
さ
ん
も
一

緒
に
活
動
し
ま
し
た
。
任
期
が
２
年
な
の
で
す
が
、

２
年
で
入
れ
替
わ
る
の
は
良
く
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
意
見
が
昨
年
度
の
反
省
と
し
て
出
て
、
Ｏ

Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
と
い
う
形
で
関
与
し
て
情
報
を
伝
え
て
い

く
方
が
い
い
の
か
な
と
い
う
話
は
し
て
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
田
村
さ
ん
は
ご
主
人
と
一
緒
に
﹁
自

給
自
足
実
践
フ
ィ
ー
ル
ド
う
ち
み
る
﹂
を
運
営
し
、

環
境
に
配
慮
し
た
実
践
を
い
ろ
い
ろ
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
町
の
移
住
・
定
住
対
策
と
連
携
し
て
や
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

田
村
─
─
─
─
そ
れ
は
な
い
で
す
。
夫
は
﹁
う
ち
み

る
自
給
自
足
ス
キ
ル
講
座
﹂
で
、
廃
材
を
利
用
し

て
小
屋
を
建
て
る
全
８
日
、
16
講
座
を
開
講
し
ま

し
た
が
、
家
づ
く
り
の
経
験
が
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、

独
学
で
学
ん
で
き
ま
し
た
。
ス
キ
ル
は
た
ぶ
ん
上
級

編
な
ん
で
す
が
、
す
ご
く
意
欲
が
高
い
と
か
、
別
の

地
域
で
あ
る
程
度
Ｄ
Ｉ
Ｙ
ぐ
ら
い
は
自
分
で
や
っ
て

い
た
と
い
う
人
に
、
引
っ
越
し
て
来
た
段
階
で
教
え

る
こ
と
は
可
能
で
す
。
で
も
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に

し
て
移
住
者
を
増
や
す
と
い
う
の
は
難
し
い
気
が

し
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
武
良
さ
ん
は
移
住
者
目
線
で
の
情

報
発
信
な
ど
、
考
え
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

武
良
─
─
─
─
私
の
場
合
は
外
国
人
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
あ
る
の
で
、
首
都
圏
に
住
ん
で
い
る
外
国

人
を
こ
ち
ら
に
呼
ぶ
と
い
う
活
動
を
、
協
力
隊
の

期
間
中
に
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
に
南
部
町
の
景
色
を
よ
く
載
せ
て
い
ま
す

が
、﹁
私
の
国
と
同
じ
で
す
﹂
と
言
っ
て
く
れ
る
人

は
多
い
で
す
よ
。

トマトのわき芽摘みを子どもに教える広大さん
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0 7 ───────新 し い 人 々

司
会
─
─
─
─
国
の
支
援
策
と
と
も
に
南
部
町
の

新
規
就
農
者
支
援
（
※
３
）
は
手
厚
い
の
で
す
が
、
皆

さ
ん
は
利
用
さ
れ
ま
し
た
か
。

高
木
─
─
─
─
町
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
国
の
事

業
は
利
用
し
て
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
チ
ェ
リ
ー
タ
ウ
ン
は
町
外
か
ら
の
転

入
者
で
60
歳
未
満
の
方
は
50
％
割
引
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
優
遇
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

高
木
─
─
─
─
移
住
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
農
業

に
集
中
し
が
ち
で
す
が
、
南
部
町
は
本
当
に
立
地

が
い
い
の
で
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
移
住
者
を

誘
致
す
る
と
い
う
の
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
チ
ェ
リ
ー
タ
ウ
ン
は
剣
吉
駅
前
に
あ
り
、
安
く

て
、
非
常
に
い
い
施
策
だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も

が
来
な
い
と
人
口
は
増
え
ま
せ
ん
か
ら
。

田
中
─
─
─
─
チ
ェ
リ
ー
タ
ウ
ン
に
は
小
さ
い
お
子

さ
ん
連
れ
で
移
住
さ
れ
て
い
る
世
帯
が
多
く
て
、
ご

主
人
の
職
場
が
八
戸
で
、
奥
さ
ん
が
仕
事
を
さ
れ

て
い
な
い
ご
家
庭
も
あ
り
ま
す
。
今
年
は
ト
マ
ト
の

収
穫
に
チ
ェ
リ
ー
タ
ウ
ン
の
マ
マ
が
数
名
来
て
く
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
、
そ

う
い
う
つ
な
が
り
が
で
き
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
は
新
旧
住
民
の
交

流
が
難
し
い
と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
。

高
木
─
─
─
─
子
ど
も
を
持
っ
た
家
庭
で
は
農
業

体
験
を
さ
せ
た
い
し
、
日
中
に
時
間
の
あ
る
主
婦

は
農
家
の
手
伝
い
を
し
た
い
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、

子
ど
も
が
い
れ
ば
学
校
を
窓
口
に
し
て
交
流
が
で

き
、
新
旧
の
人
間
関
係
の
風
穴
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

子
育
て
に
つ
い
て

司
会
─
─
─
─
町
の
子
育
て
支
援
策
（
※
４
）
に
関
し

て
は
ど
う
で
す
か
。

高
木
─
─
─
─
家
計
的
に
助
か
っ
た
の
は
小
中
学
校

の
給
食
費
無
料
で
す
ね
。
あ
と
は
チ
ェ
リ
ー
こ
ど
も

園
の
﹁
ぴ
っ
ぴ
ク
ラ
ブ
﹂
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、

そ
こ
で
会
っ
た
お
母
さ
ん
と
友
達
に
な
っ
た
り
し
ま

し
た
。

田
村
─
─
─
─﹁
ぴ
よ
す
く
ー
ぽ
ん
﹂
を
毎
月
使
わ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

に
は
、
子
ど
も
が
１
歳
を
過
ぎ
た
頃
、
近
く
の
福

地
こ
ど
も
園
に
何
回
か
遊
び
に
行
か
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。

ミニトマトの
ビニールハウス前で
田中さん家族４人

畑の傍を流れる馬淵川土手を散歩する
田中さん家族。
背後に名久井岳が見え、
町民の散歩人気スポットでもある

田中　綾乃／兵庫県神戸市出身。大学
卒業後、鳥取県に居住し、鳥取県移住
アドバイザーに就任。令和元年（2019）
南部町出身の夫（広大）と共に同町に
移住。夫と新規就農する。夫と長女（６
歳）、長男（３歳）の４人家族。下名久
井在住。

ハウスの脇の道路を歩く
田中さん家族
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田
中
─
─
─
─﹁
ぴ
よ
す
く
ー
ぽ
ん
﹂
は
使
い
方

の
制
限
が
多
く
て
買
え
る
も
の
が
限
ら
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
最
近
使
え
る
も
の
の
対
象
を
広
げ
て
、

使
い
や
す
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
医
療
費
は
、
子

ど
も
が
元
気
過
ぎ
て
ケ
ガ
を
し
て
病
院
に
行
く
機

会
が
多
い
の
で
有
り
難
い
で
す
。
給
食
費
も
助
か
っ

て
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
南
部
町
で
は
令
和
２
年
度
（
２
０

２
０
）
か
ら
、
妊
娠
か
ら
子
育
て
ま
で
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
支
援
す
る
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

﹁
ぴ
よ
す
く
﹂
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

高
木
─
─
─
─
乳
幼
児
教
育
は
重
要
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
﹁
ぴ
よ
す
く
﹂
は
い
い
試
み
だ
と
思
い

ま
す
。

田
村
─
─
─
─
子
育
て
の
こ
と
を
気
軽
に
相
談
で
き

る
窓
口
と
か
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
遊
ば
せ
る
場

所
が
あ
っ
て
も
、
24
時
間
開
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
自
分
た
ち
が
困
っ
た
時
に
頼
れ
る
オ
ー
プ

ン
な
場
所
が
あ
る
と
う
れ
し
い
で
す
よ
ね
。
ち
ゃ
ん

と
し
た
場
所
じ
ゃ
な
く
て
い
い
の
で
、
い
つ
で
も
好

き
に
遊
ん
で
い
い
場
所
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
ら
、
伸

び
伸
び
育
児
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
三
戸
駅
前
の
カ
フ
ェ
﹁
南
部
ど
き
﹂

に
は
、
オ
ー
ナ
ー
の
根
市
大
樹
さ
ん
の
考
え
で
、
２

階
に
広
い
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
絵
本
な

ど
も
置
い
て
あ
り
、
地
域
住
民
に
開
放
し
て
い
る

そ
う
で
す
。

田
中
─
─
─
─
昨
年
度
の
南
部
町
移
住
者
受
入
協

議
会
の
最
後
に
出
た
話
題
な
の
で
す
が
、
こ
う
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
面
白
い
の
に
、
と
か
、
町
の
中

で
こ
う
い
う
機
会
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
て

も
、
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
が
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て

い
て
、
そ
れ
な
り
に
人
が
集
ま
れ
る
場
所
を
借
り

る
と
な
る
と
、
そ
の
お
金
は
誰
が
出
す
か
と
い
う
話

に
な
る
ん
で
す
。
そ
こ
を
乗
り
越
え
ら
れ
れ
ば
、
中

身
の
部
分
で
や
っ
て
み
た
い
こ
と
が
結
構
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
役
場
の
方
に
ち
ょ
っ
と
手
伝
っ

て
も
ら
っ
て
、
こ
の
助
成
金
が
使
え
る
よ
と
か
、
ポ

ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
を
出
さ
ず
に
や
り
た
い
こ
と
が
や
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
選
択
肢
が
増
え
ま
す
。
役

場
の
方
か
ら
は
﹁
役
場
を
う
ま
く
使
っ
て
く
だ
さ
い

ね
﹂
と
言
わ
れ
て
、
今
後
の
展
望
が
見
え
つ
つ
あ
る

ね
と
夫
婦
で
話
し
て
い
ま
し
た
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

司
会
─
─
─
─
高
木
さ
ん
は
、
農
福
連
携
に
つ
い
て

考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

高
木
─
─
─
─
う
ち
は
そ
ん
な
に
土
地
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
で
す
が
、
農
地
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は

大
事
な
こ
と
な
の
で
、
福
祉
の
力
を
借
り
る
の
は
一

つ
の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。﹁
ま
め
き
ち
自
然
農
縁
﹂

の
今
後
と
し
て
は
、
手
に
負
え
る
範
囲
で
、
も
う

少
し
整
理
し
て
い
く
こ
と
が
一
つ
と
、
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
を
柱
と
し
て
大
き
く
し
て
い
き
た
い
で
す
。

司
会
─
─
─
─
田
中
さ
ん
は
大
学
で
ア
ー
ト
を
用
い

た
ま
ち
づ
く
り
を
学
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。

田
中
─
─
─
─﹁
ア
ー
テ
ィ
ス
ト・
イ
ン・レ
ジ
デ
ン
ス
﹂

と
い
わ
れ
る
事
業
な
の
で
す
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

滞
在
で
き
る
拠
点
づ
く
り
や
そ
の
運
営
を
学
生
時

代
に
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
外
か
ら
人
を

呼
ん
で
、
変
わ
っ
た
こ
と
を
し
て
も
ら
っ
て
、
地
元

の
子
ど
も
た
ち
に
こ
う
い
う
世
界
が
あ
る
ん
だ
と
か
、

普
段
と
ち
ょ
っ
と
違
う
文
化
的
な
体
験
を
さ
せ
た

り
、
地
域
の
人
が
地
元
を
再
発
見
す
る
き
っ
か
け

を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。

司
会
─
─
─
─
移
住
・
定
住
が
テ
ー
マ
と
い
う
よ
り
、

イ
ベ
ン
ト
で
す
ね
。

田
中
─
─
─
─
そ
う
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
と
こ

ろ
、
面
白
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
住
み
た

い
と
い
う
人
も
い
ま
す
か
ら
、
拠
点
が
あ
る
か
ら

と
移
住
さ
れ
る
方
も
い
ま
し
た
。
私
た
ち
夫
婦
に

は
、
全
国
を
回
っ
て
そ
う
い
う
活
動
を
さ
れ
て
い
る

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
自
分
た
ち
の
畑
に
呼
び
た
い
と
い

田植え途中の田んぼの前で、夫・長男・母・祖父と一緒に
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う
思
い
が
あ
っ
て
、
実
際
に
や
り
と
り
も
し
て
い
ま

す
。
も
う
少
し
環
境
が
整
っ
て
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に

行
け
た
ら
、
こ
う
い
う
面
白
い
こ
と
が
あ
る
よ
と
、

南
部
町
の
お
子
さ
ん
た
ち
に
体
験
し
て
も
ら
い
た
い

で
す
。農
業
は
で
き
る
時
に
や
り
つ
つ
、町
内
の
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
と
な
る
人
た
ち
と
つ
な
が
り
を
持
ち
な
が

ら
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
、
外
に
出
て
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
田
村
さ
ん
は
自
然
と
一
体
に
な
っ
て

農
業
が
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
で
す
か
。

田
村
─
─
─
─
自
然
の
中
を
間
借
り
し
て
、
人
と
し

て
生
き
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
強
い
で
す
。
先
ほ
ど

の
移
住
・
定
住
の
話
で
、
人
口
を
増
加
さ
せ
る
た

め
に
町
は
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
ま
す
が
、
最
小
単
位

は
個
人
だ
と
思
う
の
で
、
幸
せ
な
個
人
が
増
え
て

い
け
ば
、
そ
れ
に
連
動
す
る
人
も
増
え
て
く
る
だ

ろ
う
し
、
単
に
数
字
を
追
い
か
け
て
、
数
字
が
増

え
れ
ば
い
い
わ
け
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
考

え
方
と
し
て
、
自
分
自
身
が
幸
せ
な
暮
ら
し
を
追

求
し
た
結
果
、
パ
ー
マ
カ
ル
チ
ャ
ー
（
※
５
）
と
か
自

然
に
寄
り
添
っ
た
暮
ら
し
に
至
り
ま
し
た
が
、
幸
せ

の
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
と
思
う
の
で
、
南
部
町

に
移
住
し
て
き
た
人
が
、
自
分
な
り
の
幸
せ
の
形

を
見
つ
け
て
、
南
部
町
が
そ
れ
を
実
現
で
き
る
場

所
で
あ
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
お
子
さ
ん
も
自
然
が
大
好
き
な
よ
う

で
す
ね
。

田
村
─
─
─
─
そ
う
で
す
ね
。
今
の
と
こ
ろ
は
、
こ

こ
の
暮
ら
し
だ
か
ら
こ
そ
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
子
ど

も
に
伝
え
て
い
き
た
い
し
、
自
分
自
身
も
移
住
し

て
き
て
ま
だ
そ
ん
な
に
経
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

場
所
で
で
き
る
学
び
を
深
め
て
い
き
た
い
で
す
。
親

と
し
て
子
ど
も
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
伝
え
た
後
、

彼
が
ど
う
い
う
選
択
を
し
て
い
く
か
は
関
与
し
な

い
つ
も
り
で
す
。
私
は
都
会
か
ら
来
て
自
然
に
寄

り
添
っ
た
暮
ら
し
を
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
、
そ
の

逆
も
ま
た
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
。

司
会
─
─
─
─
武
良
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本

語
教
師
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か
。

●
─
─
─
─
─
移
住
女
子
座
談
会

花
あ
る
人
々

基本的にはオフグリットのため
２枚のソーラーパネルで自家発電している。
後ろの自宅は廃材を利用した
余一さんのセルフビルド

ゼロ・ウェイスト（ごみを出さない）
の一環で、スズタケで自作した
「子供竹ストロー」を使う長男

田村　ゆに／北海道札幌市出身。高
校卒業後、東京生活を経て、平成28年
（2016）南部町に移住。同町出身の夫（余
一）と共に「自給自足実践フィールドう
ちみる」を運営。竹ストローＷＥＢshop
をオープンする。夫と長男（２歳９カ月）
の３人家族。埖渡在住。

沢水を運んで長男と一緒に
野菜に水やり
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武
良
─
─
─
─
働
き
な
が
ら
、
２
年
ぐ
ら
い
か
け
て

日
本
語
教
師
養
成
講
座
に
通
い
ま
し
た
。

司
会
─
─
─
─
こ
の
仕
事
は
一
生
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
か
。

武
良
─
─
─
─
そ
う
で
す
ね
。
最
初
は
日
本
語
教

師
に
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
く
て
、
日
本
語
を
客

観
的
に
勉
強
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
始
め
た
ん

で
す
。
日
本
語
学
の
ほ
か
歴
史
や
文
化
、
心
理
学

な
ど
の
教
授
法
も
学
び
ま
し
た
。
今
は
人
に
教
え

た
り
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
面
白
い
と
分
か
り
ま

し
た
。
ど
こ
が
面
白
い
か
と
い
う
と
、
異
文
化
や
異

な
る
価
値
観
の
人
々
に
同
じ
日
本
語
を
教
え
る
の

で
す
が
、
日
本
人
と
は
違
っ
て
、
み
ん
な
ど
ん
ど
ん

声
を
か
け
る
ん
で
す
。﹁
先
生
、
こ
れ
は
違
う
﹂
と

か
普
通
に
言
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
す

ご
く
面
白
い
で
す
。

司
会
─
─
─
─
外
国
人
の
方
は
ど
ん
な
日
本
文
化

に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。

武
良
─
─
─
─
今
は
ア
ニ
メ
で
す
。
し
か
も
﹁
ド
ラ

え
も
ん
﹂
で
は
な
く
て
、﹁
鬼
滅
の
刃
﹂
と
か
、今
や
っ

て
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
私
は
ア
ニ
メ
を
見
な
い
の

で
、
逆
に
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

南
部
町
の
魅
力
や
交
友
関
係
に
つ
い
て

司
会
─
─
─
─
南
部
町
の
魅
力
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で

す
か
。

高
木
─
─
─
─
一
つ
は
気
候
が
よ
く
、
過
ご
し
や
す

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
い
文
化
が
残
っ
て
い
る
点

で
も
、
他
の
地
域
を
凌
駕
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
子

ど
も
が
中
学
校
で
え
ん
ぶ
り
を
踊
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
え
ん
ぶ
り
に
関
わ
っ
て
い
る
人
の
割
合
が
す
ご

く
多
い
ん
で
す
ね
。
あ
と
は
、
便
利
で
す
ね
。
都

市
部
の
人
が
引
っ
越
し
て
く
る
に
は
、
南
部
町
は
バ

ラ
ン
ス
の
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
無
理
な
く
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

田
中
─
─
─
─
今
の
時
点
で
は
、
南
部
町
へ
の
移
住

を
考
え
て
外
か
ら
見
に
き
た
人
に
、
あ
ま
り
魅
力

を
伝
え
き
れ
て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
住
ん
で
み

な
い
と
分
か
ら
な
い
魅
力
が
あ
る
の
で
、
私
も
そ
う

で
す
け
ど
、
住
ん
で
い
る
人
が
そ
こ
を
す
く
い
上
げ
、

Ｐ
Ｒ
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ま
だ
や
っ
て
い
な
い
こ
と
が

い
っ
ぱ
い
あ
る
か
ら
、
余
白
、
伸
び
し
ろ
が
あ
る
と

こ
ろ
が
南
部
町
の
強
み
で
あ
り
、
魅
力
か
な
と
思

南部町国際交流センターにある日本語教室で授業をする武良さん。
町内外在住の技能実習生などの外国人を対象に、
日曜日、月２回程度レクチャーしている

武良亜友美／神奈川県横浜市出身。大
学卒業後、日本語教師資格を取得し、
日本語学校に勤務。令和２年（2020）
地域おこし協力隊として南部町に着任。
同町に在住・勤務している外国人を対
象に、国際交流センターを拠点として日
本語教室の講師を務める。剣吉在住。
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【参考資料】

※１　人口減少と移住・定住意識／南部町では、平
成23年（2011）４月現在20,751人（男性9,957人／女
性10,794人）だった総人口が、令和３年（2021）４
月現在には17,480人（男性8,311人／女性9,169人）と、
10年間で3,271人も減少しています。ただし令和元年
度（2019）は「南部町まち・ひと・しごと創生総合
戦略」での目標人口16,859人に対し16,853人と、近年
は移住・定住対策が一定の成果を上げています。ま
た、令和２年（2020）の内閣府の調査では、東京都
内に住む20代の35.4％、首都圏（１都３県）に住む20
代の27.7％が、地方移住に関心が高まったと回答して
います。
※２　空き家・空き地バンク／平成30年度（2018）
の南部町空き家等実態調査の結果、住宅用（一般住
宅）は365棟、非住宅用（店舗・事務所・倉庫・工
場など）は47棟の合計412棟の空き家が確認されてい
ます。ただし、老朽度・危険度判定がＡ～Ｅランク
まであり、その結果、「Ａ　小規模の修繕により再利
用が可能」は、住宅用が202棟、非住宅用が27棟の
合計229棟でした。また、令和３年（2021）7月26日
現在の空き家・空き地バンクについて、登録されて
いる貸出及び売却希望件数は空き家13件、空き地23
件で、利用希望件数は28件となります。このうち、令
和2年度（2020）の新規登録は、空き家２件、空き地
７件となっています。
※３　新規就農者支援／国と町の補助金制度があり
ます。南部町からは、補助対象者を①新規学卒就農
者②離職就農者③新規参入者④町内にＵターン、Ｉ
ターンした新規参入者の４つに分け（各定義省略）、
「補助金額」＝30,000円／月（※Ｕ、Ｉターンした新
規参入者は20,000円／月）、「補助期間」＝農業開始
から３年間（※ただし、年度は遡りません）、「支給条
件」＝町内在住者で事業交付期間終了後３年以上就
農、となっています。
※４　子育て支援／南部町が行っている子育て支援
策は、「０歳から24歳までのトータルサポート」です。
主な支援は以下のとおりです。
①０歳から２歳児まで…子育て用品助成券「南部町
ぴよすくーぽん」5,000円分を毎月給付（令和３年か
ら保清・衛生・知育関連用品を追加）
②３歳児から５歳児まで…幼稚園・保育所・認定こ
ども園の利用料が無料
③小・中学校に在籍し町内に住所がある児童・生徒
…給食費・コミュニティバスが無料
④０歳から高校生年齢相当まで…医療費が無料（所
得制限があります）
⑤奨学金貸付制度…高等学校以上の学校に在籍し、
経済上の理由で修学が困難と認められる場合に、奨
学金を無利子で貸付（条件により２分の1償還免除）
⑥医師修学資金貸付制度…医師を目指す学生に対し
て最高1,080万円の修学資金を貸付（条件により全額
償還免除）
※５　パーマカルチャー／パーマネント（永続性）、
アグリカルチャー（農業）、カルチャー（文化）を組み
合わせた言葉で、人と自然が共に豊かになるような関
係を築いていくためのデザイン手法。

い
ま
す
。
地
元
志
向
に
な
っ
て
Ｕ
タ
ー
ン
す
る
人
は
、

面
白
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
れ
ば
、
外
で
い
く
ら
い

ろ
ん
な
も
の
を
見
て
も
帰
り
た
い
と
思
う
の
で
、
そ

う
い
う
魅
力
づ
く
り
を
今
か
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

田
村
─
─
─
─
南
部
町
に
は
素
敵
な
魅
力
を
持
っ
た

人
が
多
い
の
で
、
す
ご
く
仲
良
く
な
れ
る
人
が
い

れ
ば
、
そ
こ
に
引
っ
越
し
て
き
た
い
と
思
う
動
機
づ

け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
を
発
掘
し

て
、
個
人
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
み
る
の
も
い
い
の
で

は
。
自
分
か
ら
手
を
挙
げ
て
﹁
私
、
面
白
い
で
す
﹂

と
い
う
人
は
い
な
い
と
思
う
の
で
、
そ
れ
を
町
が
取

り
上
げ
る
と
か
し
て
"
人
あ
り
き
の
町
"
と
い
う

良
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

武
良
─
─
─
─
私
が
南
部
町
に
来
て
思
っ
た
こ
と
は
、

﹁
こ
ん
な
に
落
ち
着
い
て
生
活
し
て
い
い
ん
だ
﹂
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
役
場
の
方
や
地
元
の
方
に
は
、

こ
こ
で
の
暮
ら
し
は
車
が
な
い
と
不
便
だ
よ
と
ず
っ

と
言
わ
れ
て
い
て
、
確
か
に
大
変
だ
し
、
面
倒
く

さ
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
歩
く
の

が
好
き
で
、
畑
や
田
ん
ぼ
が
近
く
に
あ
る
と
、
今

日
は
こ
れ
だ
け
伸
び
て
い
る
と
か
、
今
だ
と
田
ん
ぼ

に
水
を
張
っ
て
い
て
き
れ
い
だ
な
と
か
、
そ
う
い
う

こ
と
を
感
じ
る
の
が
楽
し
い
で
す
。
私
の
使
命
と
い

う
と
大
げ
さ
で
す
が
、
そ
う
い
う
目
線
を
地
元
の

方
に
伝
え
ら
れ
た
ら
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会
─
─
─
─
今
日
は
、
楽
し
く
有
意
義
な
お
話

を
た
く
さ
ん
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
長
時
間
、
有

り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

レストランでバタ・ホム・ナトウさんと
バタ・サンタさん夫妻と一緒に

南部町沖田面でレストラン
「Namaste Dining」を経営する
ネパール人のバタ・ホム・ナトウさんに、
日本語を出張授業する武良さん

日本語を、
口頭とホワイトボードを使用した
文字で伝える武良さん
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﹃
花
は
山
、人
は
里
﹄を

訪
ね
て
『
花
は
山
、
人
は
里
』
と
は
、

「
も
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ
し
い
場
所
が
あ
り
、
も
の
を
求
め
る
な
ら
ば
、

そ
の
も
の
が
当
然
存
在
す
る
所
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
諺
こ
と
わ
ざで
す
。

こ
こ
で
は
、
南
部
町
の
３
つ
の
旧
町
村
地
区
の
歴
史
・
文
化
・
景
観
や
、

そ
こ
で
活
動
す
る
人
々
を
訪
ね
歩
い
て
み
ま
し
た
。

●
─
─
─
─
─
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
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「
南
部
小
富
士
」と
も

称
さ
れ
る
名
久
井
岳

　

国
道
４
号
か
ら
平
野
越
し
に
望
む
名
久
井
岳
は
、

町
を
見
守
る
か
の
よ
う
に
裾
野
を
広
げ
、
雄
大
に
そ

び
え
て
い
ま
す
。
複
数
の
小
山
が
集
ま
っ
た
起
伏
山

地
で
、
標
高
６
１
５
メ
ー
ト
ル
。
端
正
な
姿
か
ら
﹁
南

部
小
富
士
﹂
と
称
さ
れ
、
古
く
か
ら
人
々
の
信
仰
を

集
め
て
き
た
霊
峰
で
も
あ
り
ま
す
。

　

自
然
と
触
れ
合
い
、
心
と
体
の
健
康
づ
く
り
の
場

と
し
て
も
、
名
久
井
岳
に
愛
着
を
持
つ
人
は
多
く
い

ま
す
。
一
年
を
通
し
て
県
内
外
か
ら
多
く
の
登
山
者
が

訪
れ
る
の
は
、
名
久
井
岳
が
比
較
的
登
り
や
す
い
山

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
四
季
を
通
し
て
人
々
を
引
き
つ

け
る
魅
力
が
あ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
名
久
井
岳

登
山
会
（
久
保
久
夫
会
長
）
で
は
、
約
40
年
前
か
ら

毎
月
１
回
の
早
朝
登
山
を
欠
か
さ
ず
続
け
て
い
ま
す
。

　

山
頂
ま
で
は
東
側
の
法
光
寺
か
ら
約
１
時
間
、
五

合
目
駐
車
場
か
ら
約
30
分
で
登
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

山
頂
か
ら
は
、
３
６
０
度
の
眺
望
。
町
を
貫
く
馬ま
べ
ち淵

川
と
周
辺
の
田
園
風
景
、
階は
し
か
み上
岳
、
久く
じ
ひ
ら

慈
平
岳
、
八

戸
市
街
と
太
平
洋
、
八
甲
田
連
峰
、
遠
く
は
岩
手
山

ま
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

糠
部
三
十
三
観
音

第
十
九
番
札
所
の
法
光
寺

　

信
仰
の
山
・
名
久
井
岳
の
東
麓
に
あ
る
法
光
寺
は
、

鎌
倉
時
代
に
開
か
れ
た
と
さ
れ
る
名め
い
さ
つ刹

で
す
。
寛
保

３
年
（
１
７
４
３
）
に
天
聖
寺
（
八
戸
市
）
の
則そ
く
よ誉

守し
ゅ
さ
い
し
ょ
う
に
ん

西
上
人
が
定
め
た
糠ぬ
か
の
ぶ部
三
十
三
観
音
巡
礼
の
十
九

番
札
所
で
も
あ
り
、
千
手
観
音
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

参
道
沿
い
に
は
、
約
５
０
０
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

て
見
事
な
ア
カ
マ
ツ
並
木
が
続
き
ま
す
。
延
宝
４
年

（
１
６
７
６
）
に
、
修
行
の
一
環
で
12
代
住
職
が
小
僧

た
ち
と
般
若
心
経
を
唱
え
な
が
ら
苗
木
４
７
２
本
を

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
に果樹園から名久井岳を望む

名川南小学校の名久井岳全校登山

法光寺の千本松（県天然記念物）

法光寺三重の塔「承陽塔」
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名川チェリリン村のオートキャンプ場で開催された
「CHERIRIN CAMP 2020」でのテントの設営講座

学校給食でジュノハートを手にする名久井小学校児童

名川チェリーセンター

植
え
た
と
の
記
録
が
あ
り
、
以
前
か
ら
植
え
ら
れ
て

い
た
松
と
合
わ
せ
る
と
千
本
近
く
に
な
る
こ
と
か
ら

﹁
千
本
松
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）
に
は
、
樹
齢
３
０
０
年
、

樹
高
約
20
メ
ー
ト
ル
の
ア
カ
マ
ツ
23
本
が
県
の
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
（
現
存
は
14
本
）。
令
和

２
年
（
２
０
２
０
）
に
は
、
松
並
木
の
歴
史
的
背
景

と
、
地
域
住
民
か
ら
の
高
い
関
心
が
評
価
さ
れ
て
23

本
が
追
加
指
定
。
合
計
37
本
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

歴
代
住
職
が
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
地
元
有
志
の
保
護

団
体
﹁
法
光
寺
千
松
会
﹂
が
手
入
れ
を
し
て
き
た
法

光
寺
参
道
松
並
木
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
守
ら
れ
、

地
域
の
宝
と
も
い
え
る
景
観
を
創
り
出
し
て
い
ま
す
。

　

月
見
橋
を
渡
り
、
石
段
の
先
に
あ
る
山
門
を
く
ぐ

る
と
、
本
堂
が
姿
を
現
し
ま
す
。
本
堂
の
裏
手
に
は
、

高
さ
33
メ
ー
ト
ル
、
縦
横
８
メ
ー
ト
ル
の
承
陽
塔
。
曹

洞
宗
開
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
の
遺
骨
を
安
置
す
る
た

め
に
建
立
さ
れ
、
昭
和
24
年
（
１
９
４
９
）
に
竣
工
し

ま
し
た
。
戦
後
に
建
て
ら
れ
た
木
造
の
三
重
塔
の
中

で
は
国
内
最
大
級
の
規
模
で
、平
成
29
年
（
２
０
１
７
）

に
国
の
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

チ
ェ
リ
リ
ン
村
と

フ
ル
ー
ツ
街
道

　

名
久
井
岳
の
麓
に
あ
る
﹁
名
川
チ
ェ
リ
リ
ン
村
﹂
は
、

キ
ャ
ン
プ
場
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
が
整
備
さ
れ
た
レ

ジ
ャ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。
令
和
２
年
（
２
０
２
０
）
９

月
に
南
部
町
初
の
キ
ャ
ン
プ
イ
ベ
ン
ト
﹁
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｉ

Ｒ
Ｉ
Ｎ 

Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｐ
２
０
２
０
﹂
が
開
催
さ
れ
、
テ
ン

ト
の
設
営
講
座
や
木
工
体
験
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
イ
ベ

ン
ト
な
ど
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
10
月
に
は
屋
外
映
画

イ
ベ
ン
ト
﹁
ナ
イ
ト
シ
ア
タ
ー
﹂
が
初
め
て
開
催
さ
れ
、

町
の
新
た
な
文
化
の
発
信
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

名
川
チ
ェ
リ
リ
ン
村
か
ら
坂
を
下
っ
て
い
く
と
、
沿

道
に
果
樹
畑
や
観
光
農
園
、
果
樹
直
売
所
が
点
在
し
、

果
樹
栽
培
が
盛
ん
な
名
川
地
区
ら
し
い
景
観
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
毎
年
５
月
に
は
、
色
と
り
ど
り
の

果
樹
の
花
を
楽
し
み
な
が
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
す
る
﹁
果

樹
の
花
見
散
策
ウ
ォ
ー
ク
﹂
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
フ
ル
ー
ツ
街
道
を
抜
け
た
先
に
あ
る
の
が
、﹁
名

川
チ
ェ
リ
ー
セ
ン
タ
ー
﹂
で
す
。
四
季
折
々
の
果
物
や

新
鮮
な
野
菜
、
お
菓
子
や
ジ
ャ
ム
な
ど
の
加
工
品
な

ど
を
取
り
揃
え
、
多
く
の
買
物
客
が
訪
れ
る
産
地
直

売
所
で
す
が
、
６
月
末
か
ら
７
月
中
旬
の
サ
ク
ラ
ン
ボ

収
穫
期
は
特
に
混
み
合
い
ま
す
。
南
部
町
の
サ
ク
ラ

ン
ボ
生
産
量
は
、青
森
県
内
一
。
令
和
２
年（
２
０
２
０
）

に
は
青
森
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
の﹁
ジ
ュ
ノ
ハ
ー
ト
﹂
が
、

研
究
・
開
発
か
ら
20
年
余
り
を
費
や
し
、
つ
い
に
全

国
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。大
玉
で
、甘
く
、愛
ら
し
い
ハ
ー
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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
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
を
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

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

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
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●
─
─
─
─
─
こ
れ
ま
で
の
経
緯

　

新
た
に
建
設
さ
れ
た
南
部
町
新
庁
舎
は
、
平
成

28
年
（
２
０
１
６
）
６
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
、
役

場
庁
舎
の
あ
り
方
に
関
す
る
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
建
設
用
地
検
討
委
員

会
、
庁
内
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
、
庁
内
検

討
会
議
、
建
設
委
員
会
設
立
を
経
て
、
平
成
30
年

（
２
０
１
８
）
に
は
統
合
庁
舎
建
設
基
本
計
画
書
を

策
定
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
同
年
５
月
に
は
基
本
・
実
施
設
計
業
務

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
選
定
委
員
会
を
設
立
し
、
８
月
に

業
務
の
設
計
者
を
特
定
。
10
月
か
ら
11
月
に
か

け
て
町
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
な
ど
し

て
、平
成
31
年
（
２
０
１
９
）
１
月
に
基
本
設
計
が
、

令
和
元
年（
２
０
１
９
）５
月
に
実
施
設
計
が
完
成
。

11
月
18
日
に
は
地
鎮
祭
を
行
っ
て
本
体
工
事
に
入

り
、
令
和
３
年
（
２
０
２
１
）
３
月
19
日
に
竣
工
。

同
年
８
月
２
日
、無
事
に
開
庁
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。

●
─
─
─
─
─

建
設
の
理
念
・
方
針

　

基
本
理
念
は
、﹃
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る　

高
齢
者
か
ら
子
ど
も
ま
で
誰
も
が
安

心
し
て
集
う　

ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
﹄
と
し
、
基

本
方
針
は
﹁
１
.
気
軽
に
立
ち
寄
れ
利
用
し
や
す "

な
が
く
愛
さ
れ
る
庁
舎
"

南
部
町
新
庁
舎
の
完
成

●
─
─
─
─
─
小
特
集

新庁舎外観とプロムナード／町内にある古民家や南部曲がり屋にみられる漆喰
壁と、城下町の近代化により多くみられたレンガ壁をモチーフとした外観デザイ
ン。プロムナード（屋根付通路）は、雨雪から歩行者を守るだけではなく、ベ
ンチを設け、休憩や立ち話など気軽に利用できるようになっている。また、車寄
せとして一般車両のほか、路線バスや多目的バスにも対応している

いちょう広場／高さ20ｍのシンボリックな
イチョウの樹は、新庁舎のランドマーク
にもなっている

１階窓口／１階には町民の利用頻度の高
い窓口を集約し、利便性を高めている
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い
庁
舎
﹂﹁
２
.
効
率
的
で
機
能
性
の
高
い
庁
舎
﹂

﹁
３
.
環
境
に
配
慮
し
た
安
全
な
庁
舎
﹂﹁
４
.
町

民
が
誇
り
と
愛
着
を
も
て
る
庁
舎
﹂
の
４
点
を
掲

げ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
設
計
方
針
は
、﹃
地
域
が
つ
な
が
り
、
町

民
が
つ
な
が
る
、
集
う
"
な
が
く
愛
さ
れ
る
庁
舎
"

を
目
指
し
て
﹄
と
し
、﹁
１
.
南
部
町
の
風
土
に
根

差
し
た
町
民
と
共
に
つ
く
る
"
な
が
く
愛
さ
れ
る

庁
舎
"﹂﹁
２
.
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
る
町
民
広

場
﹂﹁
３
.
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
で
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
庁
舎
﹂

﹁
４
.
人
と
人
を
つ
な
ぎ
、
ま
ち
育
て
の
起
点
と
な

る
庁
舎
﹂
の
４
点
を
掲
げ
ま
し
た
。

●
─
─
─
─
─

建
物
の
特
徴

１
─
地
域
に
根
付
く
木
々
を
囲
ん
で
建
つ
庁
舎

　

な
が
く
こ
の
地
域
の
人
々
を
見
守
っ
て
き
た
ト
チ

の
樹
や
桜
の
並
木
、
高
さ
20
ｍ
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

イ
チ
ョ
ウ
の
樹
を
残
し
、
庁
舎
に
取
り
込
む
こ
と

で
、
こ
の
地
域
の
歴
史
や
風
土
を
感
じ
ら
れ
る
庁

舎
を
目
指
し
ま
し
た
。

２
─
南
部
町
の
風
土
に
よ
り
そ
っ
た

　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
う
ま
れ
る
庁
舎

　

庁
舎
と
地
域
交
流
施
設
を
﹁
い
ち
ょ
う
ロ
ー
ド
﹂

で
つ
な
ぎ
、
い
ち
ょ
う
広
場
、
並
木
の
あ
る
町
民
広

場
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
様
々
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

を
創
出
す
る
空
間
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
芝
生
の
町
民
広
場
の
周
辺
は
屋
根
の

あ
る
テ
ラ
ス
や
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
で
囲
み
、
散
歩
や
休

憩
、
軽
運
動
な
ど
気
軽
に
利
用
で
き
る
空
間
と
し

ま
し
た
。

３
─
人
と
人
を
つ
な
ぎ
、

　
　

ま
ち
育
て
の

　
　

起
点
と
な
る
庁
舎

　

庁
舎
と
地
域
交
流
施
設

を
70
ｍ
の
﹁
い
ち
ょ
う
ロ
ー

ド
﹂
で
つ
な
ぎ
、
展
示
や

多
様
な
イ
ベ
ン
ト
、
町
民

の
情
報
発
信
や
交
流
の
場

と
し
ま
し
た
。
２
階
に
は

開
放
感
の
あ
る
ガ
ラ
ス
張

り
の
会
議
室
、
３
階
に
は

名
久
井
岳
を
望
む
こ
と
が

で
き
る
広
々
と
し
た
テ
ラ
ス
を
設
け
、
自
然
に
交
流

や
に
ぎ
わ
い
が
生
ま
れ
る
空
間
が
随
所
に
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

４
─
南
部
町
の
歴
史
や
風
土
を

　
　

感
じ
ら
れ
る
デ
ザ
イ
ン

　

レ
ン
ガ
、
南
部
ア
カ
マ
ツ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
素

材
を
活
か
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
風
格
を
も
た
せ
、
南

部
町
の
歴
史
や
風
土
が
感
じ
ら
れ
、並
木
や
イ
チ
ョ

ウ
の
樹
と
調
和
す
る
計
画
と
し
ま
し
た
。

５
─
負ふ

か荷
低
減
に
配
慮
し
た
快
適
な
庁
舎

　

高
気
密
、
高
断
熱
、
高
効
率
な
機
器
を
採
用
、

冷
暖
房
負
荷
の
低
減
を
図
り
ま
し
た
。
ま
た
、
季

節
ご
と
の
卓
越
風
を
考
慮
し
た
平
面
形
状
と
開
口

部
の
配
置
を
行
い
、﹁
い
ち
ょ
う
ロ
ー
ド
﹂
の
上
部

に
は
バ
ラ
ン
ス
式
自
然
換
気
窓
を
設
置
、
煙
突
効

果
を
利
用
し
た
自
然
に
空
気
の
流
れ
る
空
間
を
つ

く
る
ほ
か
、
執
務
室
に
は
輻ふ

く
し
ゃ射
式
床
冷
暖
房
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
空
気
の
ム
ラ
、
ド
ラ
フ

ト
感
を
低
減
し
、
快
適
な
環
境
づ
く
り
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
動
線
や
平
面
、
景
観
・
立
面
、

防
災
、
環
境
配
慮
な
ど
、
細
部
に
至
る
ま
で
緻ち
み
つ密

な
設
計
・
施
工
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

３階展望テラス／南西方向に名久井岳を
望む展望テラスは、町のＰＲスポットに
もなるように計画されている

いちょうホール／遮音性に優れた可動
間仕切りにより、２分割利用も可能

３階議場／議場内の腰壁に県
産材の南部アカマツを使用

２階庁議室から下の吹き抜けを望む

いちょうロード／庁舎と地域交流
施設（いちょうホール・実習室・
町民室・和室など）を結ぶ70ｍの
通路
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東
北
中
世
史
を
書
き
換
え
る

聖
寿
寺
館
跡

　

室
町・戦
国
時
代
（
15
世
紀
前
半
~
16
世
紀
前
半
）、

北
東
北
で
最
大
の
勢
力
を
誇
っ
た
三
戸
南
部
氏
の
居

館
が
あ
っ
た
場
所
が
﹁
聖し
ょ
う
じ
ゅ
じ
た
て
あ
と

寿
寺
館
跡
﹂
で
す
。
聖
寿

寺
館
は
奥
州
街
道
と
鹿
角
街
道
の
合
流
点
近
く
に
築

か
れ
、
館
の
東
側
の
堀
底
は
奥
州
街
道
と
し
て
利
用

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
南
側
に
は
馬
淵
川
が
流
れ
、
水

陸
両
交
通
の
要よ

う
し
ょ
う
衝
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
第
24
代
当
主
・
南
部
晴
政
治
世
の
天
文
８
年

（
１
５
３
９
）、
家
臣
の
放
火
に
よ
り
焼
失
し
、
居
城
は

三
戸
、
福
岡
、
盛
岡
へ
と
移
り
ま
し
た
。

　

南
部
町
で
は
平
成
５
年
（
１
９
９
３
）
か
ら
聖
寿

寺
館
跡
の
発
掘
調
査
を
開
始
し
、
三
戸
南
部
氏
の
強

大
な
勢
力
を
示
す
遺
構
や
遺
物
が
次
々
と
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
中
で
も
令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
）
の

調
査
で
は
、
従
来
の
想
定
を
覆
く
つ
が
えす
大
発
見
が
相
次
ぎ
、

新
た
な
歴
史
の
解
明
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

﹁
南
部
屋
形
聖
寿
寺
館
ガ
イ
ド
の
会
﹂
会
長
の
坂
本

瑞
男
さ
ん
は
、﹁
教
科
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
三
戸
南

部
氏
の
暮
ら
し
や
繁
栄
ぶ
り
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で

す
。
そ
し
て
、
次
の
世
代
に
そ
の
誇
り
を
伝
え
る
こ
と

も
、
我
々
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂
と
力
を
込
め

ま
す
。

　

町
で
は
地
域
の
小
学
生
を
対
象
と
し
た
体
験
発
掘

や
奥
州
街
道
ウ
ォ
ー
ク
、
研
究
者
を
招
い
て
郷
土
の

歴
史
や
伝
統
・
文
化
を
学
ぶ
講
座
を
開
催
す
る
な
ど
、

貴
重
な
歴
史
遺
産
の
保
護
や
継
承
、
町
の
魅
力
発
信

に
つ
な
が
る
取
り
組
み
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

祝
祭
の
場「
畑
福
」と

恵
光
院

　

霊
峰
・
名
久
井
岳
を
間
近
に
望
む
南
部
町
に
は
、

山
岳
信
仰
が
根
づ
い
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
農
業
が

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
る奥州街道と八戸街道の分岐「追分石」

聖寿寺館跡をガイドする坂本瑞男さん（達者達人／南
部屋形聖寿寺館ガイドの会会長）

正寿寺にある南部利康霊屋（国重文）

「歴史の道100選」に選ばれた奥州街道
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恵光院木造女神坐像（県重宝）

長谷ぼたん園

長谷の「畑福」にある農神様を祀る石の御堂

盛
ん
な
こ
の
地
で
は
、
山
は
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す

一
方
、
自
然
の
脅
威
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
山

に
宿
る
神
を
鎮
め
る
た
め
、
神
祭
は
欠
か
せ
な
い
も
の

で
し
た
。

　
﹃
南
部
町
史
﹄に
、興
味
深
い
記
述
が
あ
り
ま
す
。﹁
畑

福
（
ハ
タ
フ
ク
）﹂
と
い
う
名
の
場
所
が
複
数
存
在
し
、

い
ず
れ
も
恵
ま
れ
た
農
地
で
あ
る
こ
と
、﹁
畑
福
﹂
は

﹁
旗
鉾
（
ハ
タ
ホ
コ
）﹂
と
も
言
い
、
神
を
招
く
目
印
と

な
る
ハ
タ
を
、ホ
コ
（
棒
の
古
語
）
の
先
端
に
結
び
つ
け
、

そ
れ
を
立
て
て
神
事
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
祭
を
し
た

場
所
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

大
向
字
長
谷
の
﹁
畑
福
﹂
は
、
名
久
井
岳
北
西
の

中
腹
に
あ
る
恵け
い
こ
う
い
ん

光
院
の
か
つ
て
の
寺
領
地
。
恵
光
院

は
盛
岡
に
移
転
し
た
長
谷
寺
の
跡
地
に
残
り
、
堂
宇

や
寺
宝
な
ど
を
引
き
継
い
だ
こ
と
か
ら
、
地
域
で
は
長

谷
寺
の
通
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
平
安

時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
作
と
み
ら
れ
る
長
谷

十
一
面
観
音
像
と
木
造
女
神
坐
像
が
あ
り
、
青
森
県

重
宝
彫
刻
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

恵
光
院
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
近
く
に
農
神
様

を
祀
る
御
堂
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
そ
の
場
所
へ
。
緩

や
か
な
傾
斜
地
の
畑
中
央
に
、
自
然
石
を
積
ん
だ
小

さ
な
丘
が
造
ら
れ
、
そ
の
上
に
石
の
御
堂
が
立
っ
て
い

ま
し
た
。
五
穀
豊
穣
を
願
う
人
々
の
手
に
よ
っ
て
信
仰

は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
馬
の
里
」か
ら

「
菊
の
里
」へ

　

古
く
か
ら
馬
の
産
地
と
し
て
有
名
だ
っ
た
南
部
地

方
。
江
戸
時
代
に
は
南
部
九
牧
と
呼
ば
れ
る
９
つ
の

藩
営
牧
場
が
設
置
さ
れ
、
馬
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
南
部
九
牧
の
一
つ
﹁
相あ
い
な
い
の

内
野
﹂
は
、
南
部
地
区

の
北
東
部
、
相
内
地
区
の
山
中
に
あ
り
、
精
鋭
高
級

馬
約
40
頭
前
後
を
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
適
度
な
傾

斜
は
、
健
康
で
丈
夫
な
馬
を
育
て
る
の
に
適
し
て
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
在
は
山
林
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

牧
野
を
囲
む
土
塁
や
堀
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
良
馬
を
育
ん
だ
相
内
地
区
は
、
菊
の
里
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
説
に
よ
る
と
、
江
戸

時
代
に
南
部
藩
主
が
京
都
の
九
条
家
か
ら
観
賞
用
と

し
て
﹁
阿あ

ぼ
う
き
ゅ
う

房
宮
﹂
を
株
分
け
し
て
も
ら
い
、
南
部
町

に
植
え
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
菊
の

花
は
霜
に
当
た
る
と
変
色
す
る
た
め
、
初
霜
が
降
り

る
の
が
他
の
地
区
よ
り
遅
い
相
内
地
区
で
盛
ん
に
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

食
用
菊
と
し
て
の
阿
房
宮
は
香
り
と
甘
み
が
あ
り
、

し
ゃ
き
し
ゃ
き
と
し
た
食
感
が
特
徴
で
、
天
ぷ
ら
や
お

ひ
た
し
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
料
理
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
生

食
の
ほ
か
、
蒸
し
て
乾
燥
さ
せ
た
干
し
菊
も
あ
り
、
一

年
中
食
べ
ら
れ
ま
す
。
近
年
は
生
産
者
も
生
産
量
も

減
少
し
て
い
ま
す
が
、
収
穫
さ
れ
る
10
月
下
旬
か
ら

11
月
上
旬
に
は
、
畑
の
一
角
が
黄
色
に
彩
ら
れ
た
風
景

を
、
所
々
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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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
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１　聖寿寺館跡発掘調査区。背後に見える山は名久井岳

2　聖寿寺館跡空撮写真（北西から)

３　方形区画南西角の溝跡

４　犬形土製品

５　24代南部晴政（もりおか歴史文化館所蔵）

６　馬顎骨出土状況

●
─
─
─
─
─

奥
州
屈
指
の
格
式
を
誇
る
戦
国
大
名

　

約
５
０
０
年
前
の
戦
国
時
代
、
当
時
、
東
北
北

部
最
大
の
戦
国
大
名
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
の
が

三
戸
南
部
氏
で
す
。
南
部
氏
一
族
は
青
森
県
全
域

か
ら
岩
手
県
中
部
・
秋
田
県
鹿
角
地
方
へ
も
勢
力

を
伸
ば
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
聖
寿
寺
館
（
小
向

地
区
）
で
は
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
東
北
地

方
の
戦
国
史
を
一
新
す
る
よ
う
な
新
事
実
が
明
ら

か
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
（
１
）。

　

聖
寿
寺
館
跡
は
馬ま
べ
ち淵

川
の
左
岸
（
上
流
か
ら

下
流
を
見
た
左
側
）、
奥
州
街
道
と
鹿
角
街
道
が

交
差
す
る
交
通
の
要よ
う
し
ょ
う
衝
に
位
置
し
て
い
ま
す
（
２
）。

曲く
る
わ輪

の
北
、
東
、
南
は
３
本
の
直
線
の
堀
で
﹁
コ

の
字
形
﹂
に
区
画
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
戦
国

時
代
の
﹁
城
﹂
と
い
う
よ
り
、
室
町
時
代
の
﹁
守

護
居
館
﹂
に
近
く
、
令
和
２
年
（
２
０
２
０
）
の

調
査
で
は
曲
輪
北
東
部
に
１
辺
１
０
０
メ
ー
ト
ル

四
方
の
武
家
居
館
と
考
え
ら
れ
る
方
形
区
画
も
新

た
に
確
認
さ
れ
ま
し
た
（
３
）。
当
時
、
室
町
幕
府

の
足
利
将
軍
邸
を
頂
点
と
す
る
権
威
の
象
徴
で
も

あ
っ
た
﹁
方ほ
う
け
い
き
ょ
か
ん

形
居
館
﹂
を
南
部
氏
一
族
の
中
で
三
戸

南
部
氏
だ
け
が
導
入
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い

事
実
で
す
。

　

こ
の
三
戸
南
部
氏
の
中
央
志
向
を
端
的
に
示
し

て
い
る
の
が
、
平
成
30
年
（
２
０
１
８
）
に
出
土

し
た
安
産
祈
願
の
お
守
り
と
考
え
ら
れ
る
犬
形
土

製
品
で
す
（
４
）。
国
内
の
出
土
傾
向
か
ら
都
周
辺

で
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
関
東
・
甲

●
小
特
集

　
国
史
跡
・
聖
寿
寺
館
跡
が
語
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
部
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
史
跡
対
策
室　

布
施
和
洋

信
地
方
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
南
部
氏
が

日
本
海
経
由
で
都
と
直
接
交
渉
を
持
っ
て
い
た
証

拠
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
南
部
氏
当
主
が
上
じ
ょ
う
ら
く
洛
の
際
、

奥
方
の
た
め
に
求
め
た
お
土
産
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
─
─
─
─
─

ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
て
い
た

　
　
　﹁
戸へ
だ
ち立
の
馬
﹂

　

犬
形
土
製
品
は
東
北
地
方
で
は
４
点
の
出
土
が

確
認
さ
れ
て
お
り
、
南
部
氏
と
上
杉
氏
、
伊
達
氏

の
城
館
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
東
北
地
方
を

代
表
す
る
戦
国
大
名
３
者
の
共
通
点
は
、
任
官
な

ど
で
室
町
幕
府
と
交
渉
を
行
う
た
め
に
、
京
都
直

通
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

犬
形
土
製
品
と
の
関
連
は
不
明
で
す
が
、
天
文

８
年
（
１
５
３
９
）
７
月
、24
代
南
部
彦
三
郎
（
５
）

は
上
洛
し
、
馬
を
献
上
し
た
際
、
室
町
幕
府
12
代

将
軍
足あ
し
か
が
よ
し
は
る

利
義
晴
に
謁え
っ
け
ん見

し
、﹁
晴
﹂
の
一
字
を
与
え

ら
れ
、
南な
ん
ぶ
は
る
ま
さ

部
晴
政
と
改
名
し
て
い
ま
す
（﹃
大お
お
だ
ち館

常じ
ょ
う
こ
う
に
っ
き

興
日
記
﹄）。
当
時
、
地
方
の
有
力
領
主
た
ち
は
、

領
国
支
配
に
室
町
幕
府
の
権
威
を
利
用
す
る
た
め
、

上
洛
の
際
に
将
軍
へ
馬
な
ど
を
献
上
し
、
名
前
を
一

2 4



チャンネル

M
00

C
00

K
00

Y
00

M
50%

C
50%

K
50%

Y
50%

４　犬形土製品

５　24代南部晴政（もりおか歴史文化館所蔵）

7　聖寿寺館跡瑠璃釉水注（右）
北京市出土瑠璃釉水注（左）

６　馬顎骨出土状況

８　東北最大級の門柱跡

字
賜
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
晴
政
と
同
様
に
将

軍
義
晴
か
ら
﹁
晴
﹂
の
字
を
与
え
ら
れ
た
戦
国
大

名
の
中
に
は
、
伊
達
政ま
さ
む
ね宗

の
祖
父
・
晴は
る
む
ね宗

や
武
田

晴は
る
の
ぶ信
（
信
玄
）、
上
杉
謙け
ん
し
ん信
の
兄
・
長
尾
晴は
る
か
げ景
が

見
え
ま
す
。

　

当
時
の
南
部
氏
の
主
要
産
業
は
馬
の
飼
育
で
し

た
。
特
に
青
森
県
東
部
か
ら
岩
手
県
北
部
に
か
け

て
は
﹁
戸へ

﹂
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、﹁
戸
﹂

で
生
産
さ
れ
た
馬
は
﹁
戸
立
の
馬
﹂
と
呼
ば
れ
、

都
で
数
倍
の
価
格
で
取
引
さ
れ
ま
し
た
。
聖
寿
寺

館
跡
で
も
南
側
の
堀
跡
か
ら
複
数
の
馬
の
骨
が

出
土
し
て
い
ま
す
（
６
）。
都
の
貴
族
の
日
記
に
は
、

応
永
25
年
（
１
４
１
８
）
８
月
10
日
、﹁
関
東
大
名

南
部
上
洛
。
馬
百
疋
。
金
千
両
室
町
殿
へ
獻
之
﹂

（﹁
看か
ん
も
ん
に
っ
き

聞
日
記
﹂）
と
あ
り
、
聖
寿
寺
館
の
13
代
南

部
守も
り
ゆ
き行
が
４
代
将
軍
足
利
義よ
し
も
ち持
に
馬
１
０
０
頭
を

献
上
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

馬
は
現
代
で
例
え
る
な
ら
ば
乗
用
車
で
す
。
馬

の
焼
き
印
は
さ
な
が
ら
﹁
車
の
エ
ン
ブ
レ
ム
﹂
の
よ

う
な
も
の
で
、
車
１
台
の
価
格
が
２
０
０
万
円
と

す
る
と
、
そ
の
数
倍
の
１
千
万
円
ク
ラ
ス
の
高
級

外
国
車
の
生
産
工
場
が
こ
の
地
に
複
数
存
在
し
た

よ
う
な
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
戸
﹂
に
よ
っ
て
馬
の
焼

き
印
は
異
な
り
、
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

現
代
に
例
え
る
と
、一
戸
が
﹁
ベ
ン
ツ
﹂、二
戸
が
﹁
Ｂ

Ｍ
Ｗ
﹂、
三
戸
が
﹁
ポ
ル
シ
ェ
﹂、
四
戸
が
﹁
フ
ェ
ラ
ー

リ
﹂
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
守
行
の
馬
１
０
０

頭
の
献
上
は
、
さ
な
が
ら
﹁
ベ
ン
ツ
﹂
１
０
０
台
を

連
ね
た
パ
レ
ー
ド
を
都
の
大
通
り
で
開
催
し
た
よ

う
な
も
の
で
し
た
。

●
─
─
─
─
─

東
北
最
大
級
、
最
大
規
模
の

　
　
　
発
掘
が
相
次
ぐ

　

聖
寿
寺
館
跡
で
は
、
高
級
馬
の
返
礼
品
と
も
考

え
ら
れ
る
大
陸
産
の
高
級
陶
磁
器
が
大
量
に
出
土

し
て
い
ま
す
。
中
で
も
瑠る

り璃
色
の
水
差
し
は
極
め

て
貴
重
で
、
国
内
で
は
沖
縄
県
の
首し
ゅ
り
じ
ょ
う

里
城
と
青
森

県
の
聖
寿
寺
館
跡
の
２
例
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
（
７
）。

　

さ
ら
に
、
中
央
の
情
報
を
い
ち
早
く
入
手
し
て

い
た
三
戸
南
部
氏
は
、
15
世
紀
末
か
ら
16
世
紀
前

半
に
か
け
て
、
聖
寿
寺
館
を
大
改
修
し
、
最
新
設

備
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
が
近
年
の
調
査
で
明
ら

か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
﹁
館
の
顔
﹂
と
も
い

う
べ
き
出
入
口
は
、
全
国
的
に
も
早
い
段
階
で
通

路
を
２
カ
所
で
直
角
に
折
り
曲
げ
る
構
造
の
﹁
枡ま
す

形が
た
こ
ぐ
ち

虎
口
﹂
に
改
修
し
た
上
、
東
北
最
大
の
版は
ん
ち
く築
土

橋
、東
北
最
大
級
の
門
（
８
）
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
城
館
中
心
部
で
は
東
北
最
大
規
模
と
な
る

掘
立
柱
建
物
と
２
階
建
て
と
考
え
ら
れ
る
特
殊
建

物
な
ど
も
建
設
し
て
い
ま
し
た
。
中
心
建
物
の
大

型
化
か
ら
は
、
津
軽
制
圧
後
の
家
臣
団
の
増
加
が

読
み
取
れ
、三
戸
南
部
氏
が
戦
国
大
名
化
し
て
い
っ

た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

2 5 ───────新 し い 人 々
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馬
淵
川
が
拓
い
た

美
田
の
里
・
苫
米
地

　

福
地
地
区
の
馬
淵
川
北
部
に
あ
っ
た
旧
地
引
村
。

そ
の
中
心
地
だ
っ
た
苫と
ま
べ
ち

米
地
は
、
ア
イ
ヌ
語
の
﹁
ト
マ

ム
（
沼
地
）・
ペ
ツ
（
川
）﹂
が
地
名
の
由
来
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
昭
和
初
期
ま
で
は
馬
淵
川
が
氾は
ん
ら
ん濫

を
繰
り

返
す
湿
地
帯
で
し
た
。
ま
た
、
古
く
か
ら
田
ん
ぼ
が

開
け
て
い
ま
し
た
が
、
河
岸
段
丘
に
よ
り
馬
淵
川
か

ら
引
水
で
き
ず
、
水
源
は
溜
池
や
井
戸
の
み
で
し
た
。

　

昭
和
４
年
（
１
９
２
９
）、
地
引
村
の
夏
堀
源
太

郎
村
長
は
村
の
有
志
と
地
引
耕
地
整
理
組
合
を
設

立
し
、
区
画
整
理
と
畑
地
改
田
、
灌
漑
用
水
路
整

備
を
行
い
ま
し
た
。
５
年
の
歳
月
を
経
て
昭
和
９
年

（
１
９
３
４
）、
湿
地
は
１
６
３
町
歩
の
美
田
に
生
ま
れ

変
わ
り
、﹁
苫
米
地
米
﹂
と
呼
ば
れ
る
良
質
米
の
産
地

と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
南
部
藩
に
献
上
さ
れ
た

﹁
御
前
米
﹂、
そ
の
歴
史
を
引
き
継
ぐ
地
域
ブ
ラ
ン
ド

米
﹁
ふ
く
ち
こ
が
ね
﹂
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

平
成
の
大
合
併
で
南
部
町
が
生
ま
れ
、
新
た
な
町

の
ブ
ラ
ン
ド
米
と
し
て
平
成
23
年
（
２
０
１
１
）
に
商

標
登
録
さ
れ
た
の
が
、﹁
南
部
達
者
米
﹂
で
す
。
こ
れ

は
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
通
常
の
５
割
以
下
に
減
ら

し
、
青
森
県
の
特
別
栽
培
認
証
を
受
け
た
農
家
が
生

産
し
た
米
。
平
成
29
年
（
２
０
１
７
）
か
ら
販
売
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
生
産
者
の
一
人
で
、
販
売
も
手
が

け
る
有
限
会
社
山
金
代
表
取
締
役
の
山
道
金
太
郎
さ

ん
は
、﹁
品
種
は
﹃
つ
が
る
ロ
マ
ン
﹄
で
、
適
度
な
粘
り

と
甘
味
が
特
徴
で
す
。
南
部
達
者
米
を
通
じ
て
、
南

部
町
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
地
域
の
農
業

を
元
気
に
し
た
い
で
す
﹂と
、期
待
を
込
め
て
語
り
ま
す
。

　

高
効
率
で
高
品
質
な
米
づ
く
り
と
担
い
手
確
保

の
た
め
、
馬
淵
川
沿
い
の
水
田
地
帯
で
は
、
大
区
画

化
を
中
心
と
し
た
圃
場
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

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

馬淵川と福地橋（少し上流の吊り橋・苫米地橋は
平成24年の台風で流失した）

御嶽神社「地引耕地整理揚水記念の碑」

苫米地の稲刈り風景

「南部達者米」と山道金太郎さん、長男の金也さん
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「ふくちホワイト」の選別作業をする庭田豊さん

「とまべちまつり」の山車を飾ってある作業小屋と
夏堀德八志さん（達者達人）

バーデパークの「ふくちアイスアリーナ」の賑わい

事
業
を
推
進
す
る
福
地
土
地
改
良
区
は
、
平
成
28
年

（
２
０
１
６
）
に
全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
の

功
労
者
表
彰
で
金
章
を
受
け
ま
し
た
。

「
ふ
く
ち
ホ
ワ
イ
ト
六
片
種
」

発
祥
の
地

　

鎌
倉
時
代
に
幕
府
が
牧
を
設
け
、
馬
産
地
と
し
て

栄
え
た
南
部
地
方
。
一
説
に
よ
る
と
、
馬
に
と
っ
て
ニ

ン
ニ
ク
は
万
能
薬
だ
っ
た
た
め
、
ニ
ン
ニ
ク
栽
培
が
始

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
か
ら
２
０
０

年
以
上
前
、
苫
米
地
地
区
の
農
家
の
人
た
ち
が
お
伊

勢
参
り
を
し
た
際
、
種
子
を
手
に
入
れ
栽
培
し
た
の

が
始
ま
り
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

苫
米
地
で
生
産
さ
れ
る
ニ
ン
ニ
ク
は
、
色
が
白
く
、

大
型
で
、
甘
味
が
あ
り
、﹁
苫
米
地
ニ
ン
ニ
ク
﹂
と
呼

ば
れ
特
に
評
判
が
高
く
、
戦
後
は
行
商
人
を
通
じ
て

八
戸
市
な
ど
に
売
ら
れ
ま
し
た
。
青
森
県
農
業
試

験
場
は
苫
米
地
ニ
ン
ニ
ク
を
県
の
奨
励
品
種
に
選
び
、

﹁
ふ
く
ち
ホ
ワ
イ
ト
六
片
種
﹂
と
命
名
。
昭
和
38
年

（
１
９
６
３
）
か
ら
全
県
に
栽
培
が
普
及
し
ま
し
た
。

　

生
産
者
の
庭
田
豊
さ
ん
は
﹁
有
機
質
の
多
い
土
壌

と
冬
の
寒
さ
、
春
か
ら
の
温
暖
な
気
候
、
豊
富
な
地

下
水
が
揃
う
苫
米
地
は
、
ニ
ン
ニ
ク
栽
培
の
適
地
で

す
。
種
子
更
新
も
順
調
に
進
み
、
高
品
質
を
保
っ
て

い
ま
す
﹂
と
話
し
、原
産
地
で
の
生
産
に
誇
り
を
持
ち
、

栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
普
段
か
ら
ニ
ン
ニ
ク
は

よ
く
食
べ
、
健
康
維
持
に
役
立
て
て
い
る
そ
う
で
、
丸

ご
と
油
で
揚
げ
た
り
、
豚
汁
に
粒
の
ま
ま
入
れ
た
り
、

醤
油
漬
け
に
し
た
り
と
、
産
地
な
ら
で
は
の
お
い
し
い

食
べ
方
も
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

健
康
増
進
施
設「
バ
ー
デ
パ
ー
ク
」と

町
に
活
気
を
も
た
ら
す
イ
ベ
ン
ト

　

南
部
町
民
の
健
康
づ
く
り
の
拠
点
で
あ
る
バ
ー
デ

パ
ー
ク
は
、
ド
イ
ツ
の
温
泉
保
養
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入

れ
た
運
動
浴
プ
ー
ル
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
、
ア
イ

ス
ア
リ
ー
ナ
、
宿
泊
施
設
な
ど
を
備
え
た
複
合
施
設

で
す
。
バ
ー
デ
パ
ー
ク
を
運
営
す
る
南
部
町
健
康
増

進
公
社
で
は
、
健
康
増
進
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
も
開

催
し
て
い
ま
す
。
例
年
６
月
に
行
わ
れ
る
﹁
ふ
く
ち

里
山
あ
る
き
﹂
は
、
バ
ー
デ
パ
ー
ク
を
発
着
点
に
８
キ

ロ
と
16
キ
ロ
の
２
コ
ー
ス
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
す
る
イ
ベ
ン

ト
で
す
。
幅
広
い
世
代
の
参
加
者
が
運
動
に
親
し
ん

だ
り
、
交
流
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
機
会
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

毎
年
７
月
上
旬
に
開
催
さ
れ
、
県
南
地
方
最
初
の

夏
ま
つ
り
と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
ジ
ャ
ッ
ク
ド
ま
つ
り
﹂

も
、
年
代
を
問
わ
ず
た
く
さ
ん
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

﹁
ジ
ャ
ッ
ク
ド
﹂と
は
県
南
地
方
の
方
言
で﹁
た
く
さ
ん
﹂

と
い
う
意
味
。
花
火
大
会
や
タ
レ
ン
ト
シ
ョ
ー
、
郷
土

芸
能
の
発
表
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
、
２
日

間
で
７
万
人
が
来
場
し
ま
す
。
９
月
に
は
苫
米
地
地
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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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「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
。
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ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

将
来
的
な
人
口
減
少
や
長
寿
化
の
中
で
、

多
様
化
す
る
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
つ
つ
、

町
民
が
住
み
続
け
ら
れ
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
町
に
住
む
人
と
訪
れ
る
人
が
安
全
・
安
心
や
幸
せ
を
実
感
し
、

未
来
に
希
望
が
持
て
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

●
南
部
町
の
将
来
像
～
10
年
後
の
ま
ち
の
姿
～

み
ん
な
が
つ
な
が
り

達
者
に
暮
ら
す 

笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

南
部

　

本
町
に
は
先
人
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
歴
史
・

文
化
、
伝
統
、
風
習
な
ど
が
各
地
域
に
根
付
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、ま
ち
で
の
暮
ら
し
を
"
達
者
"

（
※
）
に
営
む
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
"
南
部
町
ら
し

さ
"
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
ま
ち
の
姿
が

変
わ
っ
て
い
く
中
で
も
子
や
孫
に"
南
部
町
ら
し
さ
"

を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
で
、
世
代
や
時
代
が
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
こ
の
先 

10 

年
か
け
て
、
町
民
だ
け

で
な
く
、
ま
ち
を
訪
れ
る
人
や
ま
ち
を
想
う
す
べ

て
の
人
の
心
を
つ
な
ぎ
、
ま
ち
に
か
か
わ
る
す
べ
て

【
第
２
次
南
部
町
総
合
振
興
計
画
】

共
に
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に

の
人
々
が
笑
顔
で
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。

※ 

達
者
／
学
問
・
技
芸
な
ど
の
道
に
熟
達
し
て
い
る
人
。
達
人
。
物
事
に

慣
れ
て
い
て
、
巧
み
な
さ
ま
。
か
ら
だ
が
丈
夫
で
健
康
な
さ
ま
。

●
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

１
．
達
者
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

達
者
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
従
来
の
達
者
村

事
業
を
ベ
ー
ス
に
、
農
業
振
興
や
観
光
振
興
な
ど

を
通
じ
て
、
地
域
活
性
化
を
一
体
的
に
推
進
す
る

た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　

交
流
人
口
や
関
係
人
口
を
増
や
す
こ
と
が
、
将

来
的
な
移
住
者
の
増
加
に
つ
な
が
り
、
本
町
が
抱

え
る
人
口
問
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　

特
に
、
ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
な
が
る
特
産
品
や
地

域
学
な
ど
に
精
通
し
た
"
達
人
"
と
呼
ば
れ
る
人

の
育
成
・
発
掘
に
つ
い
て
は
、﹁
人
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
﹂
と
の
関
連
性
が
強
い
も
の
で
す
。

２
．
人
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

人
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
人
生
１
０
０
年

時
代
を
見
据
え
て
、
希
望
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
経
済
や
社
会
を
実

現
す
る
と
と
も
に
、
町
内
だ
け
に
限
ら
ず
広
く
世

界
で
活
躍
す
る
町
民
を
応
援
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
す
。 

　

町
民
が
自
己
実
現
を
果
た
す
こ
と
で
定
住
の
促

進
が
図
ら
れ
、
地
域
の
担
い
手
と
な
る
人
材
が
増

え
、
地
域
内
の
消
費
が
促
進
さ
れ
る
と
、
地
域
産

業
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

　

地
域
活
性
化
を
図
る
﹁
達
者
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂

と
、生
活
の
基
盤
を
整
え
る﹁
暮
ら
し
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
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基
本
目
標
─
─
─
─
─
１　

産
業
振
興
で
活
力
と
交
流
に

満
ち
た
ま
ち

　

安
全
・
安
心
な
食
料
生
産
拠
点
を
目
指
す
農
業

振
興
を
基
本
に
、
農
業
や
商
業
、
工
業
、
観
光
な

ど
の
各
産
業
間
の
連
携
を
強
化
し
、
活
力
あ
る
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

　

町
内
外
の
人
々
が
様
々
な
機
会
を
通
し
て
活
発

に
交
流
す
る
、
ふ
れ
あ
い
に
満
ち
た
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
ま
す
。

［
政
策
１
］
地
域
を
支
え
る
農
業
の
振
興

［
政
策
２
」
賑
わ
い
と
暮
ら
し
を
支
え
る
商
工
業
の

振
興

［
政
策
３
］
新
た
な
活
力
を
生
み
出
す
雇
用
対
策
の

推
進

［
政
策
４
］
交
流
を
促
進
す
る
観
光
・
交
流
産
業
の

振
興

基
本
目
標
─
─
─
─
─
２　

保
健
・
医
療
・
福
祉
が
充
実
し
て

安
全
・
安
心
・
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

　

保
健
・
医
療
・
福
祉
が
連
携
し
た
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
機
能
が
拡
充
さ
れ
、
町
民
一
人
ひ
と

り
が
健
や
か
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

［
政
策
５
］
健
康
に
暮
ら
せ
る
保
健
・
医
療
・
福
祉

の
充
実

［
政
策
６
］
便
利
で
暮
ら
し
や
す
い
生
活
基
盤
の
充

実［
政
策
７
］
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
防
災
・
安
全
の
充

実基
本
目
標
─
─
─
─
─
３　

環
境
と
共
生
し
て

幸
せ
を
実
感
で
き
る
ま
ち

　

豊
か
な
自
然
、
美
し
い
景
観
を
守
り
、
環
境
に

配
慮
し
た
快
適
で
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
ま
す
。

ク
ト
﹂
と
が
相
ま
っ
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し

て
い
く
た
め
の
原
動
力
と
な
る
も
の
で
す
。

３
．
暮
ら
し
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

暮
ら
し
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
町
民
に
と
っ

て
安
全
・
安
心
は
も
と
よ
り
、
経
済
的
か
つ
、
快

適
で
豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
す
。

　

多
様
化
す
る
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対

応
し
た
生
活
の
基
盤
を
整
え
る
こ
と
で
、
移
住
と

定
住
の
促
進
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

健
康
で
文
化
的
な
暮
ら
し
は
、﹁
人
づ
く
り
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
で
自
己
実
現
を
果
た
す
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
す
。
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ま
ち
の
発
展
に
向
け
た
計
画
的
か
つ
調
和
の
と

れ
た
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

［
政
策
８
］
豊
か
で
か
け
が
え
の
な
い
自
然
環
境
の

形
成

［
政
策
９
］
快
適
で
住
み
や
す
い
生
活
環
境
の
形
成

［
政
策
10
］
適
正
な
土
地
利
用
の
推
進

基
本
目
標
─
─
─
─
─
４　

明
日
を
担
う
人
を
育
て

　一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
活
か
す
ま
ち

　

町
民
が
、
同
世
代
あ
る
い
は
世
代
間
で
、
自
主

的
に
生
涯
学
習
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。 

　

古
く
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
文
化
や
伝
統
を
守
り

後
世
に
伝
え
る
た
め
の
活
動
や
、
新
し
い
文
化
を

創
造
す
る
た
め
の
活
動
な
ど
、
様
々
な
場
面
で
人

づ
く
り
を
支
援
し
、一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
大
切
に

す
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。 

［
政
策
11
］
未
来
を
担
う
人
づ
く
り
の
推
進

［
政
策
12
］
貴
重
な
地
域
文
化
の
継
承
と
新
た
な

文
化
の
創
造

基
本
目
標
─
─
─
─
─
５　

協
働
と
参
画
に
よ
り

町
民
が
主
役
に
な
る
ま
ち

　

自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
つ
く
る
と
い

う
意
識
を
醸
成
し
な
が
ら
、
町
民
一
人
ひ
と
り
が

生
き
生
き
と
し
て
、
地
域
や
世
代
で
連
携
し
な
が

ら
、
町
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
ま
す
。 

［
政
策
13
］
地
域
を
活
性
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
推
進

［
政
策
14
］
協
働
と
参
画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推

進［
政
策
15
］
男
女
共
同
参
画
社
会
と
人
権
尊
重
社

会
の
構
築

基
本
目
標
─
─
─
─
─
６　

計
画
的
・
効
率
的
な

行
財
政
運
営
を
目
指
す
ま
ち

　

健
全
で
安
定
し
た
行
財
政
運
営
を
継
続
し
、
町

民
に
対
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
を
目
指

し
ま
す
。

［
政
策
16
］
効
率
的
な
行
財
政
運
営
と
広
域
行
政

の
推
進
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●
─
─
─
─
─
議
会

町
民
に
開
か
れ
た
議
会

　

町
議
会
で
は
、平
成
30
年
４
月
に
策
定
し
た
﹁
第

２
次
南
部
町
総
合
振
興
計
画
﹂
に
基
づ
き
、
次
の

世
代
を
担
う
若
い
世
代
を
後
押
し
す
る
た
め
、
少

子
高
齢
化
対
策
や
移
住
・
定
住
対
策
な
ど
の
諸
問

題
の
解
決
を
図
り
、﹁
み
ん
な
が
つ
な
が
り
達
者
に

暮
ら
す　

笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち
﹂
づ
く
り
に
向
け

て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
南
部
町
役
場
新
庁
舎
が
完
成
し
、
今
後
、

議
会
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く
こ
と
か

ら
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
導
入
し
た
議
会
運
営
の

効
率
化
を
図
る
な
ど
、
町
民
に
開
か
れ
た
議
会
を

目
指
し
ま
す
。

南
部
町
議
会
議
員
名
簿
（
敬
称
略
）

令
和
5
年
10
月
１
日
~
令
和
9
年
９
月
30
日

議
長　
　
工
藤　

正
孝

副
議
長　
西
野
耕
太
郎

議
員　
　
川
守
田　

稔

〃　
　
　

馬
場　

又
彦

〃　
　
　

根
市　
　

勲

〃　
　
　

中
舘　

文
雄

〃　
　
　

八
木
田
憲
司

〃　
　
　

山
田　

賢
司

〃　
　
　

滝
田　
　

勉

〃　
　
　

坂
本　

典
男

〃　
　
　

久
保　

利
樹

〃　
　
　

松
本　

啓
吾

〃　
　
　

工
藤　
　

愛

〃　
　
　

小
橋　

昭
裕

〃　
　
　

夏
堀　

剛
充

〃　
　
　

沼
畑　

俊
吉

議長　工藤　正孝 副議長　西野耕太郎
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町
で
は
、
平
成
30
年
度
（
２
０
１
８
年
４
月
）

か
ら
10
年
間
を
基
本
構
想
期
間
と
す
る
﹁
第
２
次

南
部
町
総
合
振
興
計
画
﹂
を
策
定
し
ま
し
た
。
３

つ
の
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
６
つ
の
基
本
目
標
を
掲

げ
て
数
々
の
施
策
を
展
開
し
、
人
口
減
少
・
少
子

●
─
─
─
─
─
行
政

町
民
と
対
話
す
る
行
政総務班 

広報防災班 

管財班 

運転管理室 

企画調整班 

財政班 

地方創生推進班

達者村推進班

住民税班 

資産税班 

収納対策班 

戸籍住基班 

生活衛生班 

地域福祉班

介護保険班

地域包括支援センター

健康対策班

国保後期班

子育て支援班

農政班 

農村整備班 

商工班 

観光班 

管理班 

建設班 

下水道班 

出納班

管理班 

医事班 

総務課 

企画財政課

交流推進課

税務課 

住民生活課 

剣吉支所

福地支所

南部支所

福祉介護課

健康こども課

農林課 

商工観光課

建設課

出納室

国民健康保険南部町医療センター

町営地方卸売市場 

 

副町長

院　長

町　長

総務班 

学校教育班

史跡対策班 

社会教育班

社会体育班

庶務班 

議事班 

管理班 

農地調整振興班

監査委員書記

学務課 

社会教育課 

議会事務局 

農業委員会事務局 

 

選挙管理委員会事務局

教育委員会

議　　会 

農業委員会 

監査委員

選挙管理委員会 

　教育長

　　　　　　　　　　　　　（議会事務局併任）

（総務課併任）

高
齢
化
な
ど
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
多
様
化
す
る
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
対
応
し
つ
つ
、
町
民
が
住
み
続
け
ら
れ
る
持
続

可
能
な
ま
ち
づ
く
り
、
町
に
住
む
人
と
訪
れ
る
人

が
安
全
・
安
心
や
幸
せ
を
実
感
し
、
未
来
に
希
望

南部町行政組織図（令和３年８月１日現在）

教育長　高橋力也町長　工藤祐直副町長　佐々木俊昭

が
持
て
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
常
に

行
政
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
を
行
い
、
住
民
に
信
頼
さ

れ
る
行
政
機
関
の
確
立
を
図
り
な
が
ら
、
効
果
的

な
財
政
運
営
に
よ
り
、
町
の
持
続
的
な
発
展
に
努

め
ま
す
。
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11.80
11.78
11.73

32.39
32.32
32.05

6.27
6.28
6.27

63.32
63.14
63.27

7.59
7.48
7.62

31.75
32.12
32.18

153.12
153.12
153.12

資料‥税務課(固定資産税概要調書)

令和３年
令和４年
令和５年

年　度

年　度

年　度

内訳
田 畑 宅地 山林 原野 その他 計

出典‥気象庁(観測点：三戸)

気　　象

令和4年
日最高気温
月 平 均
(℃)

日最低気温
月 平 均
(℃)

月  合  計
(h)

降水量
月 合 計
(mm)

降　雪
月 合 計
(cm)

日平均風速
月 平 均
(m/s)

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

2.1
2.8
8.8
17.9
23.4
23.9
27.7
27.8
26.7
18.5
14.5
4.3

-7.3
-6.5
-2.3
2.1
8.2
13.2
19.0
18.7
14.4
6.1
0.6
-3.8

119.8
114.3
171.4
230.6
256.9
161.9
140.0
104.2
162.1
126.1
145.8
89.2

44.0
18.0
107.0
56.0
45.5
111.0
154.0
467.0
128.5
73.5
59.5
76.5

85
52
55
0
0
0
0
0
0
0
0
26

1.7
1.9
1.9
2.0
1.7
1.5
1.1
1.0
1.0
1.1
1.3
1.5

日照時間

資料‥県人口移動統計調査

自然動態
出生 死亡 増減

男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数
令和２年
令和３年
令和４年

35
37
22

37
31
34

152
160
186

170
159
175

322
319
361

-117
-123
-164

-250
-251
-305

72
68
56

-133
-128
-141

社会動態
転入 転出 増減

男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数
令和２年
令和３年
令和４年

213
192
186

197
184
218

410
376
404

227
211
217

234
221
203

461
432
420

-14
-19
-31

-37
-37
15

-51
-56
-16

3 5 ───────新 し い 人 々
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資料‥住民生活課（住民基本台帳）

資料‥国勢調査

◎令和5年10月1日現在

■人口：16,659人   ■世帯数：7,484戸   ■人口密度(1k㎡当たり)：108.8人   ■世帯当たり構成員数：2.23人

7,895人 8,764人

■ 旧名川町 ■ 旧南部町 ■ 旧福地村

180

258

264

316

280

283

478

491

589

596

713

691

767

579

376

229

138

360

307

613

577

469

357

377

295

254

310

276

251

183

730

638

851

683

569

557

517

257

年　度 ロタBCG 二種混合 四種混合 ポリオ MR ヒブ 肺炎球菌日本脳炎 水　痘 子宮頸がん

ー
ー
63
148
143

136
117
119
106
95

348
283
321
286
265

3
0
0
0
0

176
189
175
171
169

550
547
560
374
467

336
281
297
286
259

335
284
295
285
256

161
162
157
146
152

243
189
222
209
181

4
15
36
74
244

B型肝炎

年　度 健康診査 胃がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 肺がん 前立腺がん 骨密度

年　度

学童クラブ 児童館 こども園

数 児童数（人） 数 児童数（人） 数 児童数（人）

平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

8
8
8
8
8

219
220
242
259
231

2(2)
2(2)
廃止
廃止
廃止

0
0
ー
ー
ー

3
3
4
4
4

326
357
341
342
342

年　度
小学校幼稚園 中学校 高等学校

学校数数 児童数（人）園児数（人） 学級数
平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

8
8
8
8
8

1
1
1
1
1

85
83
69
64
54

53(11)
56(14)
56(14)
57(16)
56(15)

資料：健康こども課

資料：健康こども課

資料：健康こども課

資料：学校基本調査

受診者数

接種者数

718
669
663
650
632

学校数 生徒数（人）学級数
4
4
4
4
4

学校数
1
1
1
1
1

学科数
3
3
3
2
2

21(5)
20(5)
20(4)
21(6)
20(6)

406
387
383
374
341

生徒数（人）学級数
9
9
8
7
6

261
263
245
216
175

※（　）はうち休止施設 ※町内施設利用人数

※令和2年度より幼稚園は、こども園に移行　　※小・中学校の（　）は特別支援学校

※令和4年度分は見込値

※令和元年度までは保育園

平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

1,730
1,689
1,652
1,584
1,492

1,523
1,414
1,322
1,304
1,234

2,600
2,546
2,589
2,490
2,462

1,065
1,081
1,024
1,066
1,002

798
760
791
679
641

3,369
3,234
3,105
3,034
2,923

1,045
1,028
1,002
957
894

117
100
119
106
95

平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

89
66
79
68
60

令和2年10月1日 ■人口：16,809人（男 7,884人、女8,925人）■世帯数：6,263戸

6,761

7,360

7,948
8,694

9,250
9,871

10,38510,802

11,623 11,230

11,895

2,468

R2

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0
H27H22H17H12H7H2S60S55S50S45

2,541
2,617

2,736
2,781

2,845

2,774

2,778

2,781

2,810

2,702

4,325

4,862

5,3905,834

6,104
6,344

6,727
6,932

7,071
7,164

7,213

1,691

R2

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0
H27H22H17H12H7H2S60S55S50S45

1,786
1,8471,936

1,9471,930

1,922
1,894

1,852
1,835

1,778

5,723

6,0906,515

7,024
7,242

6,826

6,271

6,319

6,194
6,053

5,889

2,104

R2

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0
H27H22H17H12H7H2S60S55S50S45

2,092
2,1362,134

2,1361,908

1,637
1,560

1,465
1,311

1,134
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資料‥住民生活課（住民基本台帳）

資料‥国勢調査

◎令和5年10月1日現在

■人口：16,659人   ■世帯数：7,484戸   ■人口密度(1k㎡当たり)：108.8人   ■世帯当たり構成員数：2.23人

7,895人 8,764人

■ 旧名川町 ■ 旧南部町 ■ 旧福地村

180

258

264

316

280

283

478

491

589

596

713

691

767

579

376

229

138

360

307

613

577

469

357

377

295

254

310

276

251

183

730

638

851

683

569

557

517

257

年　度 ロタBCG 二種混合 四種混合 ポリオ MR ヒブ 肺炎球菌日本脳炎 水　痘 子宮頸がん

ー
ー
63
148
143

136
117
119
106
95

348
283
321
286
265

3
0
0
0
0

176
189
175
171
169

550
547
560
374
467

336
281
297
286
259

335
284
295
285
256

161
162
157
146
152

243
189
222
209
181

4
15
36
74
244

B型肝炎

年　度 健康診査 胃がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 肺がん 前立腺がん 骨密度

年　度

学童クラブ 児童館 こども園

数 児童数（人） 数 児童数（人） 数 児童数（人）

平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

8
8
8
8
8

219
220
242
259
231

2(2)
2(2)
廃止
廃止
廃止

0
0
ー
ー
ー

3
3
4
4
4

326
357
341
342
342

年　度
小学校幼稚園 中学校 高等学校

学校数数 児童数（人）園児数（人） 学級数
平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

8
8
8
8
8

1
1
1
1
1

85
83
69
64
54

53(11)
56(14)
56(14)
57(16)
56(15)

資料：健康こども課

資料：健康こども課

資料：健康こども課

資料：学校基本調査

受診者数

接種者数

718
669
663
650
632

学校数 生徒数（人）学級数
4
4
4
4
4

学校数
1
1
1
1
1

学科数
3
3
3
2
2

21(5)
20(5)
20(4)
21(6)
20(6)

406
387
383
374
341

生徒数（人）学級数
9
9
8
7
6

261
263
245
216
175

※（　）はうち休止施設 ※町内施設利用人数

※令和2年度より幼稚園は、こども園に移行　　※小・中学校の（　）は特別支援学校

※令和4年度分は見込値

※令和元年度までは保育園

平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

1,730
1,689
1,652
1,584
1,492

1,523
1,414
1,322
1,304
1,234

2,600
2,546
2,589
2,490
2,462

1,065
1,081
1,024
1,066
1,002

798
760
791
679
641

3,369
3,234
3,105
3,034
2,923

1,045
1,028
1,002
957
894

117
100
119
106
95

平成30年
令和元年
令和２年
令和３年
令和４年

89
66
79
68
60

令和2年10月1日 ■人口：16,809人（男 7,884人、女8,925人）■世帯数：6,263戸

6,761

7,360

7,948
8,694

9,250
9,871

10,38510,802

11,623 11,230

11,895

2,468

R2

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0
H27H22H17H12H7H2S60S55S50S45

2,541
2,617

2,736
2,781

2,845

2,774

2,778

2,781

2,810

2,702

4,325

4,862

5,3905,834

6,104
6,344

6,727
6,932

7,071
7,164

7,213

1,691

R2

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0
H27H22H17H12H7H2S60S55S50S45

1,786
1,8471,936

1,9471,930

1,922
1,894

1,852
1,835

1,778

5,723

6,0906,515

7,024
7,242

6,826

6,271

6,319

6,194
6,053

5,889

2,104

R2

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

0
H27H22H17H12H7H2S60S55S50S45

2,092
2,1362,134

2,1361,908

1,637
1,560

1,465
1,311

1,134

3 7 ───────新 し い 人 々
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就業者数

（単位：百万円）
産業別総生産

（従業者数：人）

資料：世界農林業センサス・農林業センサス

産業分類
事業所数 従業者数 事業所数 就業者数 事業所数 事業所数 就業者数

総　　数
農　　業
林　　業
漁　　業
鉱　　業
建設業
製造業

電気・ガス・水道業
情報通信業
運輸(通信業)
卸売・小売業
金融・保険業

不動産業・物品賃貸業
飲食店・宿泊業
医療・福祉
教育・学習支援
複合サービス業
サービス業

他に分類されないもの

第１次産業 第２次産業 第３次産業

農　業 林　業 水産業 小　計 卸売・小売業
平成29年
平成30年
令和元年

7,765
7,615
4,617

96
100
103

0
0
0

7,861
7,715
4,720

鉱　業
162
134
121

製造業
4,672
4,061
4,022

建設業
2,503
3,321
5,446

小　計
7,338
7,516
9,589

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業

1,482
1,400
1,435

3,107
3,102
3,035

運輸・郵便業
1,114
1,078
1,168

宿泊・飲食
サービス業

344
322
282

情報通信業
0
0
0

595
612
592

金融・
保険業

第３次産業

その他
サービス業

平成29年
平成30年
令和元年

不動産業

5,413
5,346
5,322

公　務

3,039
3,062
3,056

教　育

2,714
2,690
2,688

保健衛生・
社会事業
7,341
7,408
7,632

1,660
1,631
1,610

専　　門・
科学技術、
業 務 支 援
サービス業

497
486
485

小　計

27,305
27,138
27,305

産業計

42,504
42,370
41,614

輸入品に
課される
税・関税

217
271
241

(控除)
総資本形成
に係る消費税

690
619
556

総生産

42,031
42,021
41,300

※四捨五入のため、計と内訳との合計が一致しない場合があります。 資料：青森県企画政策部（市町村民経済計算）

資料：経済センサス－基礎調査・経済センサス－活動調査

年　度

年　度

年　度

戸数（戸）
農業就業人口（自営農業に主として従事した世帯員数）（人）
男 女 計

専業農家 兼業農家 計 15～64歳 65歳以上 計 15～64歳 計 15～64歳 65歳以上65歳以上 計
平成17年 485  769 732 1,501  917
平成22年 519  639 678 1,317  693
平成27年 526

1,153
 937
 705

1,638
1,456
1,231  474 617 1,091  551

  895
  794
  655

1,812
1,487
1,206

1,686
1,332
1,025

1,627
1,472
1,272

3,313
2,804
2,297

平成28年 令和3年

561
12
2
1
1
67
47
0
1
8

169
5
6
27
76
9
11
80
39

4,102
95
11
29
9

505
614
0
0
94
934
20
10
94

1,161
101
51
217
157

613
10
2
1
1
74
67
0
1
12
200
7
11
38
54
4
14
94
23

4,044
65
16
5
10
525
762
0
0
92
908
42
18
151
1,057
7
60
227
99

平成21年 平成26年

649
12
2
1
1
80
75
0
1
11
210
8
13
43
54
4
14
96
24

4,334
115
17
28
12
562
838
0
2
93
941
43
14
201
1,005
15
71
271
106

752
11
2
1
1

101
73
0
0
13
254
12
15
56
44
5
14
104
46

4,342
132
17
65
6

696
605
0
0

119
1,046
57
33
236
801
19
70
227
213
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至 

八
戸
市
中
心
街

剣吉駅
チェリータウン桜場

スパークながわ

南部町医療センター

福地体育センター

南部町民
体育館

南部町立町民ホール「楽楽ホール」

名川B&G海洋センター

福地支所

南部支所

南部町役場

▲名久井岳

史跡聖寿寺館跡案内所

新青森
七戸十和田

青い森鉄道線

森
い
青

  

線
道
鉄
森
い
青

  

線
道
鉄

北
海
道
新
幹
線

Event Calendar

２月上旬　南部地方えんぶり 4月下旬　南部町春まつり ５月中旬～5月下旬　ぼたんまつり

９月８日～10日　名川秋まつり８月上旬　南部まつり７月上旬　ジャックドまつり

６月中旬～７月中旬　名川さくらんぼ狩り

９月中旬　とまべちまつり

９月下旬　南部七唄七踊り全国大会 11月中旬～下旬　あおもり鍋自慢
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新しい人々
L i f e s t y l e  o f  N A N B U

南部町の固有の風土を守りながら生きる人 と々、
移住してきた人々が共創する新しい生活。


