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風
景
で
も
、
食
べ
物
で
も
、

温
泉
で
も
な
い
。

青
森
県
が
お
す
す
め
し
た
い
の
は
、

地
元
で
暮
ら
す
「
人
に
会
い
に
行
く
旅
」で
す
。

　

本
州
最
北
端
の
青
森
県
。
都
市
圏
か
ら
遠
く

離
れ
た
こ
の
土
地
に
は
、
固
有
の
気
候
風
土
に

根
ざ
し
た
独
特
な
文
化
や
風
習
、
そ
し
て
産
業

が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
青
森
な
ら
で
は
の
暮

ら
し
ぶ
り
と
し
て
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

い
わ
ば
文
化
的
な
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
。「
食
」
や

「
手
仕
事
」「
祭
り
」
な
ど
、
衣
食
住
の
あ
ら
ゆ

る
シ
ー
ン
で
目
に
す
る
の
は
、
長
年
の
間
、
本

州
の
端
っ
こ
で
独
自
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
、

あ
る
意
味
特
異
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
す
。
そ
し
て
、

地
元
で
は
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
普

段
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
、
外
か
ら
眺
め
る
と
非
日

常
的
だ
か
ら
こ
そ
、
観
光
の
対
象
と
し
て
輝
き

「
故
郷
」
が
無
い
こ
と
で
人
生
を

少
し
だ
け
損
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

青
森
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
訪
ね
る
、

新
し
い
旅
の
カ
タ
チ
を
提
案
し
ま
す
！

始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

大
切
な
の
は
「
人
」
を
観
光
の
主
役
と
し
て

捉
え
る
こ
と
。
県
外
か
ら
訪
れ
る
み
な
さ
ん

に
「
青
森
の
暮
ら
し
ぶ
り
」
と
出
会
っ
て
い
た

だ
く
と
い
う
新
し
い
カ
タ
チ
の
旅
に
欠
か
せ

な
い
の
は
、
県
内
で
暮
ら
し
を
営
む
地
元
の

人
た
ち
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

郷
土
料
理
に
舌
鼓
を
打
つ
だ
け
で
な
く
、

そ
の
食
材
や
料
理
の
担
い
手
と
接
す
る
こ
と
。

伝
統
工
芸
品
で
は
な
く
、
そ
の
作
り
手
と
出

会
う
こ
と
。
祭
り
を
鑑
賞
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ら
を
企
画
し
運
営
す
る
人
た
ち
と
盃
を

酌
み
交
わ
す
こ
と
。

　

青
森
で
暮
ら
し
を
営
む
人
た
ち
か
ら
、
独

特
で
は
あ
る
も
の
の
実
に
豊
か
で
魅
力
的
な

（
そ
し
て
思
わ
ず
マ
ネ
し
て
み
た
く
な
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
）
暮
ら
し
ぶ
り
が
立
ち
上
が

る
様
子
を
、
ぜ
ひ
体
験
し
て
い
た
だ
き
た
い

南部地方 下北地方 津軽地方

南部地方の暮らしぶり  ............................................................  05-06

海と呼応する浜の暮らし  .......................................................  07-10

南部駒の面影が今も残る暮らし  .....................................  11-14

暮らしを支える豊かな食材  .................................................  15-18

復活を目指す “ 南部の羊 ”  ................................................  19-20

南部の暮らしの翻訳者たち  ................................................  21-26

浜と横丁、夜の顔  .....................................................................  27-28

下北地方の暮らしぶり  ............................................................  29-30

豊かで香しい “ヒバ” とともに  ..................................................  31

下北を元気にする旗振り役  ................................................  32-34

伝統芸能を伝える精神  ..........................................................  35-36

海に支えられる下北の食文化  ..........................................  37-38

下北の食の魅力の伝道師  ............................................................  39

暮らしの魅力の発掘者たち  .........................................................  40

の
で
す
。
そ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
で
、
地

域
が
単
な
る
旅
先
か
ら
心
に
残
る
ス
ト

ー
リ
ー
へ
と
昇
華
し
、
旅
の
文
化
度
と
満

足
度
が
飛
躍
的
に
上
昇
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
何
か

の
き
っ
か
け
に
気
付
い
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
。「
あ
の
人
た
ち
は
達
者
だ
ろ
う

か
？
」
と
何
の
気
な
し
に
思
い
を
馳
せ
て

い
る
ご
自
身
の
心
に
。

　

青
森
県
は
、
県
内
各
地
で
暮
ら
す
人
た

ち
が
「
観
光
の
主
役
」
と
し
て
活
躍
す
る
状

況
を
生
み
出
す
た
め
に
、
２
０
１
３
年
か
ら

3
年
間
に
わ
た
り
準
備
を
進
め
、
プ
レ
イ

ヤ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
づ
く
り
に
は
じ
ま
っ
て
、
現
地
着
地
型

の
ツ
ア
ー
の
商
品
化
に
向
け
て
、
県
外
か

ら
の
旅
行
者
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
地
元

の
人
た
ち
を
ア
ー
カ
イ
ブ
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
数
年
、
都
市
部
に
は
帰
る
実
家
は

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
「
故
郷
」
は
な
い
「
故

郷
不
足
」
な
人
々
が
顕
在
化
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
人
々
は
、
青
森
県
だ
け
で
な
く
、

全
国
の
各
地
域
の
潜
在
的
な
フ
ァ
ン
で
あ

る
は
ず
。
そ
こ
で
「
故
郷
が
無
い
こ
と
で

人
生
を
少
し
だ
け
損
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
？
」と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
、
青
森

県
が
受
け
皿
と
な
っ
て
「
故
郷
」を
提
供
す

る
こ
と
で
、
新
た
な
価
値
と
市
場
を
生
み

出
し
ま
す
。
そ
の
延
長
線
上
で
、
青
森
県

の
フ
ァ
ン
が
一
定
の
〝
層
〟と
な
っ
て
立
ち

現
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

県
外
在
住
の
青
森
県
出
身
者
は
青
森
に
帰

る
こ
と
を
「
帰
青
」
と
表
現
し
ま
す
。
ど
な

た
で
も
、
ま
る
で
「
帰
青
」
し
た
か
の
よ
う

な
感
覚
を
味
わ
え
る
新
し
い
旅
を
、
大
切

に
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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南部地方

気
候
風
土
、
そ
し
て
地
理
。
青
森
県
の
暮

ら
し
ぶ
り
が
、
と
き
に
奇
妙
で
と
き
に
豊

か
に
感
じ
ら
れ
る
理
由
は
、
青
森
県
な

ら
で
は
の
環
境
を
紐
解
く
と
納
得
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

な
ん
と
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

青
森
県
に
は
海
が
4
つ
も
あ
る
の
で
す
。

向
か
っ
て
東
に
太
平
洋
、
西
に
日
本
海
、

北
に
は
津
軽
海
峡
が
横
た
わ
り
、
陸
奥
湾

を
抱
え
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
生
息

す
る
魚
介
類
は
そ
れ
ぞ
れ
の
海
ご
と
に
異

な
る
の
で
、
青
森
県
の
食
卓
に
は
本
当
に

多
種
多
様
な
海
の
幸
が
並
び
ま
す
。

　

豊
か
な
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
一
方
、
残

念
な
こ
と
に
冬
場
は
過
酷
で
す
。
農
産
物

が
ほ
ぼ
と
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
春
か
ら

秋
に
か
け
て
収
穫
し
た
野
菜
や
山
菜
を
、

漬
物
に
し
て
発
酵
さ
せ
た
り
、
高
濃
度
の

塩
に
漬
け
た
り
、
乾
燥
さ
せ
た
り
と
、
保

存
し
て
食
べ
つ
な
ぐ
知
恵
を
、
人
々
は
連

綿
と
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。

　

気
候
も
実
に
独
特
で
す
。
日
本
海
側
の

津
軽
地
方
は
豪
雪
地
帯
で
は
あ
る
も
の
の
、

日
本
海
を
北
上
す
る
温
暖
な
対
馬
暖
流
の

お
か
げ
で
夏
は
温
暖
。
白
神
山
地
や
八
甲

田
山
に
積
も
る
雪
に
よ
る
養
分
豊
か
な
水

の
影
響
も
あ
り
、
お
米
が
本
当
に
よ
く
と

れ
る
豊
か
な
土
地
で
す
。
ゆ
え
に
ラ
テ
ン

な
ノ
リ
の
人
々
が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る

…
だ
か
ら
、
青
森
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
面
白
い
！

小川原湖

八戸市

名久井岳

馬淵川

太平洋
太平洋に面した八戸沖は、黒潮と親潮がぶつ
かる世界最大級の漁場。脂の乗った北限のサ
バ（「八戸前沖さば」「銀鯖」）や、水揚げされ
たその日の午後に店頭や食卓に並ぶ鮮度抜群
のイカ（昼イカ「赤とんぼ」）といったブラン
ドも確立されるなど海産物が豊富です。
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下北半島

下北地方

津軽地方

の
は
気
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
…
？　

太
平

洋
側
の
南
部
地
方
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
気

団
か
ら
吹
き
寄
せ
る
偏
東
風
「
ヤ
マ
セ
」の

影
響
で
夏
場
は
日
照
量
が
少
な
く
、
冷
涼
。

米
の
代
わ
り
に
小
麦
や
大
豆
や
蕎
麦
な
ど

の
雑
穀
が
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
ま

し
た
。
幾
度
も
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
て
き
た

土
地
だ
け
に
、
前
も
っ
て
備
え
て
お
く
気

質
や
、
何
事
も
コ
ツ
コ
ツ
と
積
み
上
げ
る

性
質
が
、
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
見
え
隠

れ
し
ま
す
。
一
方
、
下
北
地
方
は
、
南
部
地

方
よ
り
も
さ
ら
に
気
象
条
件
が
過
酷
な
た

め
、
救
荒
作
物
と
し
て
明
治
時
代
に
ジ
ャ

ガ
イ
モ
が
導
入
さ
れ
、
今
で
も
イ
モ
の
食

文
化
が
根
付
い
て
い
ま
す
。

　

青
森
県
が
抱
え
る
歴
史
的
な
背
景
も
、

そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
独
特
な
も
の
に
し
て

い
る
要
因
で
す
。
例
え
ば
下
北
半
島
。
津

軽
海
峡
を
渡
っ
て
入
っ
て
き
た
ア
イ
ヌ
の

文
化
や
、
江
戸
時
代
の
北
前
船
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
上
方
の
文
化
が
い
ま
だ
に

祭
り
や
行
事
を
通
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
し
、
津
軽
や
南
部
地
方
を
は
じ
め
、

幕
末
に
会
津
か
ら
移
封
さ
れ
た
斗
南
藩
の

影
響
も
受
け
な
が
ら
、
独
自
の
文
化
圏
を

確
立
し
て
い
ま
す
。

　

地
理
、
気
候
風
土
、
そ
し
て
歴
史
。
そ

れ
ら
の
要
因
が
重
な
っ
て
受
け
継
が
れ
て

き
た
青
森
県
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
の

主
人
公
は
、
間
違
い
な
く
「
人
」
で
す
。
こ

れ
か
ら
ご
紹
介
す
る
人
た
ち
の
背
後
か
ら
、

ど
ん
な
暮
ら
し
ぶ
り
が
立
ち
現
わ
れ
て
く

る
の
で
し
ょ
う
か
。

弘前市

十和田湖

白神山地

青森市

津軽半島

岩木山

八甲田

釜臥山

岩木川

十三湖

陸奥湾
下北半島と津軽半島に抱きかかえられ
る陸奥湾は、全国屈指のホタテの産地。
八甲田から流れる養分たっぷりの水の
おかげでアマモが豊富なため、タイや
タラをはじめとした様々な魚が年間を
通じて産卵にやってきます。

津軽海峡
津軽海峡は「大間のマグロ」で有名です
が、潮の流れの強さを利用して養殖さ
れる「海峡サーモン」も。そして活魚と
して水揚げされるゆえに、なんと肝ま
で刺身として堪能できる鮟鱇など、世
界的にも珍しい海の幸も。

日本海
白神山地のブナの森が育んだ栄養たっ
ぷりの水が川となってダイレクトに流
れ込む日本海はプランクトンが豊富な
ため、ヒラメやメバル、ソイやアブラ
メ（アイナメ）など、魚種が実に豊富。
海藻類も多様にして多量なので、それ
を餌とするサザエやアワビはサイズが
大きいことで有名で、夏場には本マグ
ロの産地としても名を馳せます。
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圧
巻
で
す
。
ア
ー
ト
で
す
。
納
屋
の
軒

下
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
無
数
の
干
し
柿
は
、

し
か
し
、
美
し
さ
を
求
め
て
こ
う
な
っ
た

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
風
通
し
に
よ
る
乾

燥
の
能
率
と
空
間
利
用
の
効
率
と
を
緻
密

に
計
算
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
オ
ブ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で

す
。「
機
能
美
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
光
景
は
ま
さ
に
そ
れ
。

　

夏
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
気
団
か
ら
吹
く

「
ヤ
マ
セ
」
の
影
響
で
低
温
と
日
照
不
足
が

が
続
き
、
度
重
な
る
大
飢
饉
に
襲
わ
れ
た

と
い
う
背
景
が
あ
る
か
ら
か
？　

あ
る
い

は
鎌
倉
時
代
か
ら
８
０
０
年
も
こ
の
地
を

治
め
て
き
た
南
部
氏
の
、
実
直
な
コ
ン
セ

プ
ト
が
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
か
ら
か
？

　

そ
の
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
南
部

地
方
の
暮
ら
し
は
緻
密
で
質
実
。
思
い
描

い
た
「
結
果
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
労

力
を
い
と
わ
ず
に
継
続
的
に
コ
ツ
コ
ツ
と

南
部
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り

緻密で質実、圧倒的な働きぶり。

その結果から生まれる美しい暮らし。

南部
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南
部
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
ま
と
め
ま
す
と
…

■ 港と市場を中心に営まれる“浜”の暮らし ➡ P07-10

青森県第2の都市である八戸市は、漁業、工業、商業の港

として稼働し続ける“浜文化”の中心地。江戸時代から貿

易と漁業の港として栄えた鮫の港や、毎年3月中旬から12

月にかけて毎週日曜日に開催される「八戸館鼻岸壁朝市」、

そして市場を中心にして栄え続ける陸奥湊の街などを訪

れれば、八戸市が全国津々浦々から訪れた人々が交錯す

るコスモポリス的な街だったことがうかがえます。

■ 右を向いても左を見ても“馬”だらけ ➡ P11-14

古くは平安時代から名馬の産地として名を馳せてきた南部

地方。名馬の産地ならではの、馬にまつわる習慣が衣食住

のいたるところに残っています。毎年2月に行われる民族

芸能「えんぶり」では、たてがみ付きの馬の頭を模した烏帽

子を舞手がかぶります。十和田市や五戸町を中心に馬肉鍋

を始めとした馬肉食の文化も残っています。あるいは、視

界を埋め尽くすほど広大な芝生の絨毯の向こうで太平洋の

海原が青く輝く名勝「種差海岸」も、実はかつての馬の放牧

地。長い歳月をかけて馬とともにあったこの地方には、暮

らしぶりの端々に“馬”の面影が見え隠れしています。

■ 厳しい気候のもとで育まれた独特な食文化 ➡ P15-20

南部地方は、一部の地域を除き「ヤマセ」の影響で、豆類や

麦や蕎麦など、米以外の雑穀を駆使して食文化を営んでき

ました。例えば、小麦粉で煎餅をつくって保存しておき汁

物に割り入れる「せんべい汁」や、小麦粉をぬるま湯で練っ

たものを“ひいたりつまんだり”して鍋に入れる「ひっつみ」

など、雑穀を美味しく食べる知恵は枚挙にいとまがありま

せん。また、さらに夏場に気温が上がらない気候が適して

いるため、かつて盛んだった羊の飼育にも復活の兆しがみ

られます。一方、南部地方を代表する山、名久井岳の山麓

エリアを貫き、八戸港へと流れる馬淵川の流域は、土壌が

肥沃で、昔から良質な「にんにく」や「ながいも」を生産し

てきました。盆地のため、作物の甘さやうま味を引き出す

寒暖の差が大きいので、美味しい果樹もとれます。そのた

め３世代以上にわたって育てられてきた伝統野菜や果物も

少なくありません。

■ 使われ続けて今に残る工芸品のテマとヒマ ➡ P26

南部地方の伝統工芸の特徴は、ものを大切にしてとこと

ん使い切る精神かもしれません。庶民が暮らしの中で編

み出して、日々使われながら、今に残されてきたものがと

ても多いのです。今まで捨てられていたものや、古くなっ

たものを材料として使わざるを得ないという意味で「限

定から生まれた工芸」でもあります。「マイナス」からスタ

ートしても、美しく機能的な道具を生み出す南部地方の

テマヒマの世界を、ちょっと覗いてみませんか。

積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
る
機
能
美
が
、
衣

食
住
を
問
わ
ず
し
て
随
所
に
見
て
取
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
美
し
く
整
え
ら
れ
た
生
け

垣
が
、
実
は
い
ざ
と
い
う
時
に
食
用
に
で

き
る
作
物
だ
っ
た
…
と
い
う
類
の
話
は
、

こ
の
地
方
に
事
欠
き
ま
せ
ん
。

　

と
に
も
か
く
に
も
働
き
者
。
宿
題
は
一

週
間
前
に
済
ま
せ
る
よ
う
な
、
緻
密
で
質

実
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

6



Na n b u

マ
（
山
）」と
呼
ば
れ
る
南
部
地
方

の
山
間
部
に
対
し
て
、
沿
岸
部
は

「
ハ
マ
（
浜
）」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
特
に
八
戸

市
は
、
漁
業
、
工
業
、
商
業
の
港
と
し
て
稼

働
し
続
け
る
〝
浜
文
化
〟
の
中
心
地
。
早
け

れ
ば
、
深
夜
の
2
時
か
ら
始
ま
る
と
い
う

八
戸
の
浜
の
朝
。
よ
う
や
く
一
日
を
終
え

よ
う
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
時

間
か
ら
稼
働
す
る
浜
特
有
の
活
気
は
八
戸

の
名
物
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
そ
の
エ
ン
ジ

ン
は
間
違
い
な
く
佐
々
木
さ
ん
の
よ
う
な

「
イ
サ
バ
の
カ
ッ
チ
ャ
」
と
称
さ
れ
る
人
た

ち
。
浜
を
代
表
す
る
働
き
者
「
イ
サ
バ
の

カ
ッ
チ
ャ
」の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
次
の
ペ
ー

ジ
で
少
し
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

こ
の
笑
顔
と
威
勢
の
良
さ
で
、

浜
の
文
化
を
牽
引
し
て
い
ま
す
。

「
イ
サ
バ
の
カ
ッ
チ
ャ
」
佐
々
木
留
美
子 

さ
ん

海
と
呼
応
す
る
浜
の
暮
ら
し

ヤ
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ほっかむり
耳や首を寒さから守るという機能が支持され、
マストアイテムに。サイズは大小2通り。人
気は大きい方の78cm×78cmサイズで、ウー
ル製が俄然人気だそう。人気は暖色系の派手
な色。自ら手編みするケースも。

長靴
水だけでなく寒さからも守ってくれる機能
的な長靴。「特に中が蒸れにくい裏張り素材
のタイプが人気」（靴のミウラ）とのこと。1足
7000円から9000円ほどと高価だが、商売道
具に妥協は不要。冬用はソールにスパイク付
きがマスト。

割烹着
水濡れや魚の汚れから衣服を守るために皆が
着用。腕まくりしやすいように袖はゴムのリ
ブ付きで、襟は「V」ネックのほうが苦しくな
い。「生地は乾きの早い化繊で、細かな小紋
の花柄、着丈は80-85cmが売れ筋」（河村呉服
店）とか。

背負カゴ
売り物や商売道具を運ぶために欠かせない商
売道具。この上に発泡スチロール箱を3段ほ
ど積んで背負うケースも。竹で編んだものが
多く、裏側に布を貼って補強するという進化
系も。ちなみに肩パッドはオプション。

サ
バ
と
は
「
五
十
集
」
と
書
い
て

「
品
物
が
集
ま
る
場
所
」
つ
ま
り

「
市
場
」
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
カ
ッ
チ
ャ

と
は
「
お
母
さ
ん
」
。
し
か
し
単
な
る
〝
市

場
の
お
母
さ
ん
〟
た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

圧
倒
的
な
働
き
ぶ
り
で
地
元
経
済
を
下
支

え
し
、
ひ
た
む
き
な
生
き
様
で
町
を
元
気

に
し
、
独
特
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
注
目
を

受
け
て
い
た
り
も
す
る
の
で
す
。
…
そ
う
、

浜
の
文
化
を
牽
引
し
て
い
る
の
で
す
、
イ

サ
バ
の
カ
ッ
チ
ャ
は
。

　

で
、
ど
の
く
ら
い
働
き
者
な
の
か
？ 

と

い
う
と
午
前
2
時
に
起
床
し
て
か
ら
就
寝

す
る
ま
で
ほ
ぼ
働
い
て
い
る
！　

と
い
う

ぐ
ら
い
。
そ
し
て
、
ど
の
ぐ
ら
い
町
を
元

気
に
し
て
い
る
の
か
？　

と
い
う
と
カ
ッ

チ
ャ
め
あ
て
の
県
外
か
ら
の
観
光
客
が
絶

え
間
な
い
！ 

と
い
う
ぐ
ら
い
。
ど
れ
だ

け
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
独
特
な
の
か
？　

と

い
う
と
イ
サ
バ
の
カ
ッ
チ
ャ
に
な
り
き
る

「
イ
サ
バ
の
カ
ッ
チ
ャ
コ
ン
テ
ス
ト
」
な
る

イ
ベ
ン
ト
が
毎
年
10
月
上
旬
に
開
催
さ
れ

る
！ 

と
い
う
ぐ
ら
い
。

　

割
烹
着
に
身
を
包
み
、
長
靴
を
履
き
、

カ
ゴ
を
背
負
い
、
頭
に
は
ほ
っ
か
む
り
…
。

色
や
柄
や
材
質
こ
そ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
る
け
れ
ど
、
イ
サ
バ
の
カ
ッ
チ
ャ
の
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
方
向
性
は
、
南
部
地
方
の

暮
ら
し
ぶ
り
の
特
徴
と
み
ご
と
に
一
致
し

て
「
機
能
」
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。〝
市

場
で
働
く
〟
こ
と
を
貫
き
通
し
た
イ
サ
バ

の
カ
ッ
チ
ャ
の
機
能
美
と
出
会
う
な
ら
、

陸
奥
湊
駅
前
に
あ
る
「
八
戸
市
営
魚
菜
小

売
市
場
」へ
！

イサバのカッチャ、

ファッションチェック！

ここで会える！ かも？

01 八戸市営魚菜小売市場（陸奥湊駅前朝市）
八戸市湊町久保38-1　☎ 0178-33-6151

3時〜昼ごろ※各店舗によって異なります
日、第2土、1/1〜2休

イサバのカッチャコンテスト事務局（靴のミウラ）
八戸市湊町柳町1-5　☎ 0178-33-1492

6時〜17時　日休　担当：三浦辰男さん

イ
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「陸奥湊駅前朝市」の中心となるのが「八戸市営魚菜小売市場」。早朝3時から
営業が始まり、イサバのカッチャたちが季節の鮮魚や手作りの惣菜を販売し
ます。「威勢がいい」といわれるイサバのカッチャですが、みなさん声をかけれ
ば朗らか。

宮本則男さんは八戸酒造の酒蔵見学の名物ガイド。実は本職は経理です。笑。
04 八戸酒造　八戸市湊町本町9　☎ 0178-33-1171　10時〜16時　土日祝休

（酒蔵見学の所要時間は30〜60分、見学料は1名500円）※11月〜3月の酒造期
のうち吟醸仕込みの時期は見学できません

八戸酒造の創業は1775年。240年以上もの長きにわたって浜の人々の晩酌の時
間を支えてきました。主力銘柄の「陸奥八仙」は、お米のうま味と爽やかな甘
味を兼ね備えた香り豊かな味わい。

八戸市内で営業する銭湯は34軒（2015年1月現在）。早朝から開いている銭湯
が多いのは、港や市場で働く人々の浜の暮らしに寄り添うため。「松竹湯」の脱
衣所はごろ寝もOKです。
03 松竹湯　八戸市湊町本町12　☎ 0178-33-1209　 9時〜21時 月休

JR八戸線陸奥湊駅前に佇むここは「日本一早く開く（？）観光案内所」。地元の
60〜70歳代の有志が入れ替わり立ち替わりして、珈琲や果物で旅人をおもて
なし。
02 イサバと朝市の陸奥湊観光案内所　八戸市湊町久保44　 6時〜12時 日休

ヒラメにマグロに、鮮度抜群なイカなどなど…。店頭に並ぶ、200〜300円程度
の刺身のパック（6〜10切れ入り）を購入し、市場に併設された食堂でご飯と
味噌汁を調達すれば、浜の暮らしぶりを堪能できる素敵な朝ごはんに。

イサバのカッチャたちが闊歩する陸奥湊で、

浜ならではの暮らしぶりを体験

浜
の
〝
日
常
〟
感
が
漂
う
朝
市

日
本
一
早
く
か
ら
開
く
観
光
案
内
所

浜
に
は
銭
湯
も
た
く
さ
ん
！

浜
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
う
酒
蔵

海
と
呼
応
す
る
浜
の
暮
ら
し

9
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本
を
代
表
す
る
漁
港
、
国
内
屈
指

の
工
業
港
＆
国
際
貿
易
港
を
抱

え
て
い
る
た
め
、
人
の
出
入
り
が
と
か
く

激
し
い
八
戸
の
街
。
情
報
も
行
き
交
え
ば
、

文
化
も
交
錯
す
る
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の

街
は
ま
さ
に
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
。
当
然
な
が

ら
経
済
だ
っ
て
港
を
中
心
に
動
く
…
と
い

う
わ
け
で
、
市
場
を
訪
れ
れ
ば
、
浜
な
ら

で
は
の
暮
ら
し
の
文
化
を
間
違
い
な
く
体

験
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

冬
季
を
除
く
3
月
中
旬
か
ら
12
月
に
か

け
て
の
毎
週
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
「
八

戸
館
鼻
岸
壁
朝
市
」は
、
ま
さ
に
八
戸
の
港

町
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
触
れ
ら
れ

る
絶
好
の
機
会
で
す
。

　

な
ん
と
毎
回
の
来
場
者
は
1
万
人
以
上

浜
の
暮
ら
し
は

市
場
で
わ
か
る
！

来
場
者
は
毎
週
1
万
人
!?

巨
大
朝
市
で

南
部
地
方
を
俯
瞰
す
る

05 八戸舘鼻岸壁朝市
協同組合湊日曜朝市会

☎ 0178-27-3868
午前3時（日の出）〜9時頃　毎週日曜日（3月中旬〜12月）

http://minatonichiyouasaichikai.com/

と
も
い
わ
れ
る
こ
の
朝
市
は
、
南
部
地
方

の
地
元
の
人
々
が
普
段
使
い
す
る
暮
ら

し
に
根
付
い
た
市
場
。
全
長
８
０
０
ｍ
の

岸
壁
に
は
、
３
０
０
以
上
の
店
舗
が
立
ち

並
び
、
海
産
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
野

菜
や
果
物
、
山
菜
や
き
の
こ
な
ど
の
ほ
か
、

八
戸
せ
ん
べ
い
汁
を
始
め
と
し
た
惣
菜
や
、

コ
ー
ヒ
ー
や
生
ジ
ュ
ー
ス
を
味
わ
え
る
屋

台
も
。
南
部
地
方
の
山
の
暮
ら
し
と
浜
の

暮
ら
し
と
を
と
も
に
体
験
で
き
る
シ
ョ
ウ

ケ
ー
ス
と
表
現
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ピ
ー
ク
は
朝
の
6
時
か
ら
7
時
に
か
け

て
。
9
時
過
ぎ
に
は
片
付
け
が
始
ま
り
ま

す
の
で
、
早
起
き
し
て
お
出
か
け
く
だ
さ

い
！

海
と
呼
応
す
る
浜
の
暮
ら
し

日

10
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訪
れ
る
人
々
の
心
を
掴
み
、

地
元
に
と
っ
て
の
心
の
原
風
景
を
、

い
つ
も
変
わ
ら
ず

ご
覧
に
入
れ
て
い
ま
す
。

南
部
駒
の
面
影
が
今
も
残
る
暮
ら
し

11
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07 種差海岸インフォメ−ションセンター
八戸市鮫町棚久保14-167
☎ 0178-51-8500 

9時〜17時（12月から3月は〜16時）
年末年始休
http://tanesashi.info/

界
を
埋
め
尽
く
す
ほ
ど
広
大
な
芝

生
の
絨
毯
の
向
こ
う
で
、
太
平
洋

の
海
原
が
青
く
輝
く
…
。
種
差
海
岸
の
こ

の
風
景
は
、
訪
れ
た
人
に
何
ら
か
の
感
想

を
述
べ
さ
せ
し
め
る
よ
う
で
、
数
々
の
文

筆
家
が
著
作
の
中
で
こ
の
絶
景
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
司
馬
遼
太
郎

が
名
作
『
街
道
を
ゆ
く
』
の
中
に
残
し
た
文

章
は
次
の
通
り
。

「
ど
こ
か
の
天
体
か
ら
人
が
き
て
地
球
の
美

し
さ
を
教
え
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
め

に
な
っ
た
と
き
、
一
番
に
こ
の
種
差
海
岸

に
案
内
し
て
や
ろ
う
と
お
も
っ
た
り
し
た
」

　

古
く
か
ら
名
馬
の
産
地
だ
っ
た
南
部
地

方
で
は
、
海
岸
部
で
も
馬
の
放
牧
が
行
わ

れ
、
馬
が
踏
み
し
め
草
を
食
む
こ
と
で
草

原
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
訪
れ
る
人
々
と
放
牧
さ
れ
た
馬
と

が
混
在
す
る
光
景
は
、
１
９
６
５
（
昭
和

40
）年
ご
ろ
ま
で
種
差
海
岸
の
風
物
詩
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　

シ
ー
ズ
ン
と
も
な
れ
ば
、
ニ
ッ
コ
ウ
キ

ス
ゲ
や
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
な
ど
の
高
山
植
物

と
、
ハ
マ
ナ
ス
な
ど
の
海
浜
植
物
と
を
、
同

時
に
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
こ
の
海
岸
は
、

訪
れ
た
人
を
魅
了
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
八
戸
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
心
の
原

風
景
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

視

12



安
時
代
末
期
、
源
氏
の
武
将
が
乗

っ
た
馬
の
多
く
は
奥
州
（
南
部
）

産
だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
あ
の
源
義
経
が
難

所
「
鵯
越
」
を
鹿
の
ご
と
く
越
え
た
と
き
に

乗
っ
て
い
た
馬
も
南
部
の
馬
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
人
々
に
と
っ
て
、
馬
は
兵
力
で
あ
る

と
同
時
に
、
移
動
手
段
や
農
作
業
の
動
力

と
し
て
も
活
躍
し
た
イ
ン
フ
ラ
で
し
た
。馬

の
産
地
と
し
て
一
大
ブ
ラ
ン
ド
を
築
き
上

げ
た
南
部
地
方
は
、
今
で
い
う
と
こ
ろ
の
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
や
自
動
車
産
業
の
メ
ッ

カ
と
し
て
、
時
の
為
政
者
が
必
ず
治
め
て

お
き
た
い
土
地
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

時
代
と
と
も
に
暮
ら
し
か
ら
馬
そ
の
も

の
は
消
え
て
い
き
ま
し
た
が
、
南
部
地
方

な
ら
で
は
の
馬
と
と
も
に
あ
っ
た
暮
ら
し

ぶ
り
は
今
も
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。

「
観
光
と
い
う
分
野
で
あ
れ
ば
〝
馬
の
新
し

い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
〟を
構
築
で
き
る
の
で
は
な

い
か
？
」

そ
ん
な
思
い
を
胸
に
、
十
和
田
市
で
乗
馬

倶
楽
部
を
経
営
し
て
い
る
の
が
、
十
和
田

乗
馬
倶
楽
部
の
中
野
渡
利
彦
会
長
。

　

実
娘
で
十
和
田
乗
馬
倶
楽
部
の
代
表
取

締
役
を
務
め
る
上
村
鮎
子
さ
ん
と
と
も
に

２
０
０
３
年
か
ら
女
性
限
定
の
競
技
流
鏑

馬
「
桜
流
鏑
馬
（
さ
く
ら
や
ぶ
さ
め
）」
の
取

組
み
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
普
及
に
努
め
て
き

ま
し
た
。
１
０
０
０
年
以
上
も
の
間
、
女
人

禁
制
だ
っ
た
流
鏑
馬
の
世
界
に
女
性
が
入

る
こ
と
に
は
関
係
者
か
ら
反
発
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、徐
々
に
理
解
者
や
賛
同
者
が

増
え
、
今
で
は
全
国
各
地
に
流
鏑
馬
女
子

Na n b u

南
部
駒
の
面
影
が
今
も
残
る
暮
ら
し

南
部
の
馬
文
化
を
「
観
光
」
と
い
う

新
し
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で

次
の
時
代
に
継
承
し
て
い
ま
す
。

「
十
和
田
乗
馬
倶
楽
部
」
中
野
渡
利
彦 

さ
ん

部
の
支
部
が
で
き
る
ほ
ど
に
。
２
０
１
６

年
3
月
に
は
、
長
年
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、

「
桜
流
鏑
馬
」
が
「
第
20
回
ふ
る
さ
と
イ
ベ

ン
ト
大
賞
」の
最
高
賞
で
あ
る
内
閣
総
理
大

臣
賞
受
賞
と
い
う
快
挙
も
成
し
遂
げ
て
い

ま
す
。

　

十
和
田
乗
馬
倶
楽
部
の
人
気
コ
ン
テ
ン

ツ
は
、
馬
に
ま
た
が
っ
て
牧
場
の
外
に
出

る
ホ
ー
ス
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
。
民
泊
を
活
用

し
た
長
期
滞
在
に
よ
る
馬
文
化
の
体
験
プ

ロ
グ
ラ
ム
も
検
討
中
で
す
。

ここで会える！ かも？

16 十和田乗馬倶楽部
十和田市三本木佐井幅115-2
☎ 0176-26-2945
http://towada-joba.com/

平

13



青森県の馬文化

馬
に
ち
な
ん
だ
ゆ
る
キ
ャ
ラ
／
十
和
田
市
・
七
戸
町
・
五
戸
町

『
三
本
木
農
業
高
校
、
馬
術
部
』（
映
画
）
／
十
和
田
市

乗
馬
体
験
・
乗
馬
ク
ラ
ブ
／
県
内

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
遊
具U

M
A

／
十
和
田
市

み
よ
こ
レ
デ
ィ
ー
（
ミ
ス
コ
ン
）
／
七
戸
町

馬
そ
り
体
験
／
県
内

星
野
リ
ゾ
ー
ト
青
森
屋
の
南
部
曲
屋
＆
馬
ソ
リ
／
三
沢
市

八
幡
馬
／
八
戸
市

三
本
木
バ
オ
リ
／
十
和
田
市

き
み
が
ら
ス
リ
ッ
パ
／
十
和
田
市

馬
具
屋
／
板
柳
町
（
津
軽
地
方
）

馬
具
屋
が
つ
く
る
鞄
／
弘
前
市
（
津
軽
地
方
）

南
部
七
戸
左
駒
／
七
戸
町

馬
肉
鍋
／
県
内

馬
刺
／
県
内

馬
肉
燻
製
／
県
内

馬
肉
ラ
ー
メ
ン
／
七
戸
町

駒
饅
頭
／
七
戸
町

義
経
鍋
／
五
戸
町

菊
駒
酒
造
／
五
戸
町

八
戸
酒
造
（
駒
井
酒
造
）
／
八
戸
市

盛
田
庄
兵
衛
（
駒
泉
）
／
七
戸
町

ポ
ニ
ー
温
泉
／
十
和
田
市

五
戸
ま
き
ば
温
泉
／
五
戸
町

こ
ま
温
泉
浴
場
／
三
戸
町
・
五
戸
町

絵
馬
カ
ー
ド
／
七
戸
町

う
ま
っ
こ
カ
ー
ド
／
五
戸
町

「
駒
街
道
」
馬
の
彫
刻
／
十
和
田
市

「
道
の
駅
し
ち
の
へ
」
の
馬
の
彫
刻
／
七
戸
町

ウ
マ
ジ
ン
／
十
和
田
市

フ
ラ
ワ
ー
ホ
ー
ス
／
十
和
田
市

三
浦
牧
場
の
日
本
一
の
馬
の
絵
／
五
戸
町

博物館

加工品

ART 食エンターテインメント クラフト（ものづくり）

「駒」のつく酒＆酒蔵

十
和
田
市
馬
事
公
苑 

称
徳
館
／
十
和
田
市

馬
油
／
五
戸
町

高
校
・
大
学
に
馬
術
部
／
十
和
田
市

教育

温泉（の名前）

商店街のポイントカード

加
賀
美
流
騎
馬
打
毬
／
八
戸
市

桜
流
鏑
馬
／
十
和
田
市

流
鏑
馬
／
八
戸
市
・
十
和
田
市

馬
力
大
会
／
県
内

絵
馬
型
風
流
山
車
／
七
戸
町

八
戸
三
社
大
祭
／
八
戸
市

馬
市
祭
り
／
五
所
川
原
市
・
つ
が
る
市
（
津
軽
地
方
）

馬
ね
ぶ
た
／
つ
が
る
市
（
津
軽
地
方
）

駒
フ
ェ
ス
タ
／
十
和
田
市

え
ん
ぶ
り
／
南
部
地
方

南
部
手
踊
り

：

南
部
馬
方
三
下
り
／
南
部
地
方

南
部
駒
踊
／
南
部
地
方

荒
馬
／
今
別
町
（
津
軽
地
方
）

櫛
引
八
幡
宮
／
八
戸
市

氣
比
神
社
／
お
い
ら
せ
町

花
松
神
社
／
七
戸
町

駒
形
神
社
／
南
部
地
方

蒼
前
様
／
南
部
地
方

馬
頭
観
音
／
県
内

お
し
ら
さ
ま
／
県
内

南
部
小
絵
馬
／
南
部
地
方

軍
馬
補
充
部
／
十
和
田
市

大
正
天
皇
の
馬
車
／
七
戸
町

南
部
一
族

南
部
九
牧

南
部
馬

八
戸
市
森
林
組
合
の
馬
搬
／
八
戸
市

八
戸
家
畜
市
場
／
南
部
町

種
差
海
岸
（
牧
場
跡
）
／
八
戸
市

諏
訪
牧
場
（
競
走
馬
）
／
七
戸
町

南
部
曲
屋
育
成
廐
舎
／
七
戸
町

寒
立
馬
／
東
通
村

JBBA

種
馬
場
／
七
戸
町

馬
淵
川
（
川
）

馬
場
町
・
博
労
町
（
地
名
）

駒
木
山
（
山
）

「
戸
」
の
つ
く
地
名
（
三
戸
、
五
戸
、
六
戸
、
七
戸
、
ハ
戸
）

※

地
形
・
地
名
は
こ
の
他
に
も
多
数
あ
り

信仰歴史流通生産地形・地名 伝統芸能 祭り・競技

Na n b u

名馬の産地として全国から羨望を受け続けてきた歴史もあるため、馬を丁重に扱い、馬に感謝するという精神が育まれたのかもしれません。そのため、南部地方の暮
らしぶりを眺めてみると、いたるところで“馬”と出くわすことになるのです。祭り、神事、芸能などの伝統行事はもちろんのこと、玩具や工芸や郷土の菓子など庶民
の暮らしぶりの中にも“馬”の面影が。“馬”を入口にして旅することで、南部地方の暮らしぶりが身近かに感じられるのではないでしょうか。
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し
い
気
候
と
風
土
ゆ
え
、
飢
饉
と

は
常
に
背
中
合
わ
せ
だ
っ
た
南
部

地
方
。
食
べ
つ
な
ぐ
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た

知
恵
や
、
生
き
る
た
め
の
執
念
が
、
郷
土
料

理
に
は
凝
縮
し
て
い
ま
す
。

　

藩
政
時
代
、
南
部
氏
の
城
下
町
と
し
て
栄

え
た
三
戸
町
。
こ
の
町
で
も
そ
ん
な
知
恵
と

執
念
を
、食
か
ら
嗅
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

豆
腐
を
冬
の
寒
風
で
凍
結
乾
燥
さ
せ
る

「
凍
み
豆
腐
」
や
、
凍
て
つ
く
川
の
水
で
だ
い

こ
ん
を
何
度
も
晒
し
、
冷
気
に
当
て
て
乾
燥

さ
せ
る
「
寒
干
し
だ
い
こ
ん
」
な
ど
は
、
こ

の
土
地
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
保
存
の
知
恵
。

水
で
練
っ
た
小
麦
粉
を
汁
物
の
具
と
し
て
主

食
代
わ
り
に
食
べ
る
「
ひ
っ
つ
み
」
は
、
お

米
が
と
れ
な
い
地
域
だ
か
ら
こ
そ
誕
生
し
た

料
理
の
知
恵
。
先
達
の
教
え
を
忠
実
に
守
り

な
が
ら
、
郷
土
の
伝
統
の
味
と
加
工
・
調
理

の
技
を
伝
え
続
け
て
い
る
「
貝
守
や
ま
ゆ
り

Na n b u

暮
ら
し
を
支
え
る
豊
か
な
食
材

会
」
は
、
貝
守
地
区
内
全
戸
の
女
性
が
参
加

し
て
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
町
内
の
農
産
物
直
売
所
「
Ｓ
Ａ

Ｎ
・
Ｓ
Ｕ
Ｎ
産
直
ひ
ろ
ば
」
で
定
期
的
に
料

理
を
提
供
・
販
売
中
。
名
物
も
多
々
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、〝
じ
ゅ
ね
〟
と
呼
ば
れ
る
エ
ゴ

マ
の
実
を
擦
り
潰
し
、
小
麦
粉
の
団
子
に
塗

っ
て
焼
く
「
じ
ゅ
ね
餅
」
は
、
胡
麻
ほ
ど
小

さ
な
粒
の
「
じ
ゅ
ね
」
が
完
熟
す
る
タ
イ
ミ

ン
グ
を
見
計
ら
っ
て
収
穫
し
た
あ
と
、
一
つ

ひ
と
つ
選
別
す
る
な
ど
、
相
当
な
テ
マ
ヒ
マ

が
か
か
り
ま
す
。
会
員
が
春
先
に
摘
ん
で
年

会
費
代
わ
り
に
納
め
る
よ
も
ぎ
の
若
葉
は
、

こ
れ
ま
た
大
人
気
の
「
よ
も
ぎ
餅
」
へ
と
出

世
し
て
一
年
中
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

代
表
の
中
澤
幸
子
さ
ん
を
筆
頭
に
繰
り
出

さ
れ
る
美
味
し
く
も
た
く
ま
し
い
知
恵
を
味

わ
っ
て
、
南
部
地
方
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ

り
の
深
み
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

美
味
し
く
も
、
た
く
ま
し
い
。

食
べ
つ
な
ぐ
知
恵
を
、

今
も
伝
え
続
け
て
い
ま
す
。

「
貝
守
や
ま
ゆ
り
会
」
中
澤
幸
子 

さ
ん

厳

ここで会える！ かも？ 　 13 SAN・SUN産直ひろば　三戸町川守田西張渡39-1　☎ 0179-22-3266　 9時〜18時　1/1休　http://sansun.hi-net.ne.jp/

※貝守やまゆり会の出店スケジュールはお電話にてお問い合わせください
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戸
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会

に
勤
務
す
る
木
村
聡
さ
ん
は
、
今

や
国
内
最
大
級
の
集
客
を
誇
る
〝
ま
ち
お

こ
し
イ
ベ
ン
ト
〟「
Ｂ
ー
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」

の
生
み
の
親
。
た
っ
た
２
日
間
の
イ
ベ
ン

ト
に
数
十
万
人
が
集
ま
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ

り
を
毎
年
叩
き
出
す
「
Ｂ
ー
１
グ
ラ
ン
プ

リ
」の
発
想
は
、
実
は
木
村
さ
ん
が
八
戸
の

日
常
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
着
目
し
た
こ
と
か

ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
「
八
戸
せ
ん
べ
い
汁
」
。
肉
や
魚
、

野
菜
や
き
の
こ
な
ど
で
出
汁
を
引
い
た
汁

に
、
小
麦
粉
と
塩
で
つ
く
る
鍋
用
の
南
部

せ
ん
べ
い
を
割
り
入
れ
て
煮
込
ん
で
食
べ

る
、
八
戸
な
ら
で
は
の
郷
土
料
理
で
す
。

　

今
で
は
親
し
み
を
込
め
て
「゙
汁
研
（
じ

る
け
ん
）」
と
称
さ
れ
る
「
八
戸
せ
ん
べ
い

汁
研
究
所
」
を
木
村
さ
ん
が
立
ち
上
げ
た

の
は
２
０
０
３
年
の
こ
と
。
そ
の
前
年
に

東
北
新
幹
線
が
八
戸
へ
延
伸
し
た
こ
と
を

受
け
、
八
戸
の
認
知
度
を
上
げ
る
術
を
考

え
て
い
た
木
村
さ
ん
。

「
当
時
は
〝
は
ち
の
へ
〟
と
い
う
読
み
方
す

ら
認
知
さ
れ
て
お
ら
ず
〝
は
っ
と
〟
と
か
〝

は
っ
こ
〟
と
読
む
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
ね
え
…
。
読
み
方
す
ら

知
ら
な
い
街
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
す

か
？
」

　

ま
ず
は
八
戸
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、

誰
も
来
て
く
れ
な
い
。
イ
カ
や
サ
バ
の
美

味
し
さ
は
八
戸
の
自
慢
で
し
た
が
、
当
時
、

県
外
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
隣
の
町
に
も

知
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た

Na n b u

八
戸
せ
ん
べ
い
汁
で
、

八
戸
の
街
を
、

わ
く
わ
く
さ
せ
て
い
ま
す
。

「
八
戸
せ
ん
べ
い
汁
研
究
所
」
木
村 

聡 

さ
ん

「
八
戸
せ
ん
べ
い
汁
」
に
、
木
村
さ
ん
は
大

き
な
可
能
性
を
感
じ
ま
し
た
。

「
調
べ
れ
ば
、
せ
ん
べ
い
汁
は
２
０
０
年

以
上
も
前
の
江
戸
時
代
か
ら
八
戸
の
人
々

の
間
で
食
べ
継
が
れ
て
き
た
郷
土
の
ソ
ウ

ル
フ
ー
ド
だ
っ
た
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
隣
町
で
す
ら
そ
の
存
在
を
知
ら

な
い
。
…
な
ぜ
か
？　

そ
れ
は
せ
ん
べ
い

汁
が
家
庭
で
食
べ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
晩
ご
は
ん
に
登
場
す

る
ん
で
す
。
ご
飯
と
焼
き
魚
や
刺
身
が
あ

っ
て
、
味
噌
汁
が
時
々
せ
ん
べ
い
汁
に
な

る
…
と
い
う
よ
う
な
本
当
に
家
庭
の
食
事

な
ん
で
す
」。

　

ご
く
日
常
の
家
庭
の
料
理
が
観
光
の
コ

ン
テ
ン
ツ
と
な
る
な
ん
て
、
当
時
は
誰
も

信
じ
な
か
っ
た
そ
う
。「
せ
ん
べ
い
汁
な
ん

て
お
客
さ
ん
に
お
出
し
す
る
も
の
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
？
」「
恥
ず
か
し
い
か
ら
せ
ん

べ
い
汁
な
ん
て
Ｐ
Ｒ
し
な
い
で
！
」
と
い

う
声
ま
で
出
ま
し
た
。
し
か
し
「
誰
も
知

ら
な
い
か
ら
こ
そ
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
」
と

木
村
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

大
切
な
の
は
せ
ん
べ
い
汁
を
通
し
て
八

戸
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
。
ま
ず
は
、
歴

史
・
食
文
化
・
飲
食
店
な
ど
「
八
戸
せ
ん
べ

い
汁
」
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
徹
底
的
に
調

査
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
も
し
ろ
い
工
夫
を

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
か
つ
継
続
的
に
実
践
す
る

こ
と
で
マ
ス
コ
ミ
へ
の
露
出
を
増
や
し
続

け
ま
し
た
。
鍋
料
理
に
せ
ん
べ
い
を
入
れ

て
煮
込
む
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
さ
も
手
伝
っ

て
、
今
ま
で
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
美
味
を

八戸せんべい汁研究所
http://www.senbei-jiru.com/
ご当地グルメでまちおこしの祭典！B-1グランプリ
http://b-1grandprix.com/

体
験
し
た
人
た
ち
が
自
ら
発
信
、
せ
ん
べ

い
汁
と
と
も
に
八
戸
の
認
知
度
も
徐
々
に

上
が
り
、
今
や
せ
ん
べ
い
汁
に
よ
る
八
戸

市
の
経
済
効
果
は
年
間
５
０
０
億
円
を
超

え
る
と
い
う
試
算
も
（
総
務
省
調
べ
）。

「
そ
の
結
果
に
得
た
も
の
が
と
て
も
大
き

か
っ
た
」
と
木
村
さ
ん
。「
八
戸
の
せ
ん
べ

い
汁
は
、
そ
の
瞬
間
に
〝
料
理
〟
か
ら
地
元

の
〝
誇
り
〟へ
と
出
世
し
た
ん
で
す
」。

　

木
村
さ
ん
は
、
青
森
な
ら
で
は
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
観
光
資
源
と
し
て
捉
え
た
、
ま

さ
に
元
祖
。「
と
に
か
く
楽
し
く
、
常
に
遊

び
心
を
忘
れ
ず
に
、
自
分
た
ち
も
楽
し
め

る
こ
と
を
継
続
す
る
こ
と
」
を
胸
に
刻
み

な
が
ら
、「
八
戸
せ
ん
べ
い
汁
」
を
ツ
ー
ル

と
し
て
八
戸
を
わ
く
わ
く
さ
せ
続
け
て
い

ま
す
。

暮
ら
し
を
支
え
る
豊
か
な
食
材

八

ここで会える！ かも？ 　 08 八戸観光コンベンション協会　http://www.hachinohe-cb.jp/
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士
山
に
も
例
え
ら
れ
「
南
部
小

富
士
」
と
も
呼
ば
れ
る
名
久
井
岳

（
６
１
５
ｍ
）
。
こ
の
山
麓
エ
リ
ア
を
貫
き
、

八
戸
港
へ
と
流
れ
る
馬
淵
川
は
、
度
々
氾

濫
を
お
こ
し
て
人
々
を
悩
ま
せ
た
も
の
の
、

実
は
そ
の
お
か
げ
で
山
の
養
分
が
運
ば
れ
、

南
部
町
な
ど
の
流
域
一
帯
に
は
肥
沃
な
土

壌
が
広
が
り
ま
し
た
。
盆
地
の
た
め
、
作

物
の
甘
味
や
う
ま
味
を
引
き
出
す
寒
暖
の

差
が
激
し
く
、
年
間
を
通
し
て
（
特
に
冬

場
は
）日
照
量
が
多
い
た
め
、
野
菜
だ
け
で

な
く
果
物
の
栽
培
も
盛
ん
。
な
ん
と
「
バ

ナ
ナ
と
み
か
ん
と
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
以
外
は

何
で
も
作
れ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
洋

梨
「
ゼ
ネ
ラ
ル
・
レ
ク
ラ
ー
ク
」
の
産
地
と

し
て
も
全
国
的
に
有
名
で
す
。

　

一
般
的
に
は
、
同
じ
場
所
で
同
じ
作
物

を
育
て
続
け
る
と
、
作
物
の
生
育
が
遅
れ

た
り
、
病
気
が
増
え
た
り
す
る
連
作
障
害

が
起
き
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
が
、
南

部
町
に
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
３
世
代
以
上
に
わ
た
っ

て
育
て
ら
れ
て
き
た
伝
統
野
菜
や
果
物
も

少
な
く
な
い
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
こ
こ
数
年
で
注
目
度
が
急
上

昇
し
て
い
る
「
南
部
太
ね
ぎ
」
。
そ
の
名

の
と
お
り
大
人
の
腕
ほ
ど
の
太
さ
に
も
な

る
「
ね
ぎ
」
で
、
甘
み
が
あ
り
、
葉
っ
ぱ
ま

Na n b u

暮
ら
し
を
支
え
る
豊
か
な
食
材

「
食
材
王
国
」
南
部
町
で
、

農
家
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、

観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
化
し
て
い
ま
す
。

「
沼
畑
総
合
フ
ァ
ー
ム
」
沼
畑
俊
吉 

さ
ん

「
青
森
な
ん
ぶ
の
達
者
村
」 

根
市
大
樹 

さ
ん

富
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根市大樹さんは、南部地方の
地元紙の記者を経て「青森な
んぶの達者村」へ。農家の日常
やアツい思いを都市部の生活
者へ伝えることで、南部町を盛
り上げようと尽力しています。

Na n b u

で
食
べ
ら
れ
る
南
部
町
の
在
来
種
で
す
。

２
０
１
２
年
ま
で
た
だ
一
人
の
生
産
者
が

普
通
の
「
ね
ぎ
」と
し
て
栽
培
し
て
い
ま
し

た
が
、
実
は
そ
れ
が
昭
和
初
期
に
遡
る
在

来
種
で
あ
る
こ
と
が
判
明
。
地
元
の
県
立

名
久
井
農
業
高
校
の
先
生
と
生
徒
が
種
を

一
部
譲
り
受
け
て
増
や
し
、
今
で
は
町
内

の
若
手
農
家
10
人
ほ
ど
が
中
心
に
な
っ
て
、

出
荷
体
制
を
整
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
南
部
町
な
ら
で
は
の
農
作
物
を

軸
に
し
て
、
地
元
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
紹
介

す
る
取
り
組
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
青

森
な
ん
ぶ
の
達
者
村
」事
業
。
収
穫
体
験
や

農
家
ス
テ
イ
な
ど
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
用
意

し
、
農
作
物
の
都
市
部
へ
の
流
通
と
、
旅

行
者
の
都
市
部
か
ら
の
流
入
を
積
極
的

に
支
援
す
る
バ
ー
チ
ャ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
で
す
。

事
務
局
長
の
根
市
大
樹
さ
ん
に
よ
れ
ば

「
生
産
者
が
売
り
場
に
立
っ
た
り
、
作
物

か
ら
作
り
手
の
思
い
や
日
常
を
感
じ
取
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
や
が
て
お
客
さ

ま
が
生
産
者
の
フ
ァ
ン
に
な
る
ケ
ー
ス
も
。

食
材
か
ら
人
へ
関
心
が
移
り
変
わ
る
と
い

う
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
」
と

の
こ
と
。「
日
本
一
お
も
し
ろ
い
村
」
を
目

指
す
「
達
者
村
」が
見
せ
て
く
れ
る
も
の
は
、

ま
さ
に
農
業
王
国
な
ら
で
は
の
観
光
の
進

化
系
で
す
。

長芋 
雪のように白く、サクサクっとしたよい
歯応えで、濃い風味も特徴です。太くて逞
しい見た目から「ガンク（首）ミジカ（短
い）」とも呼ばれています。

八助  
重さは約80ｇ、大きさは5㎝前後と大ぶり
な「あんず」。果肉は肉厚かつ緻密で、シャ
リシャリした歯応えは八助ならでは。甘味
酸味ともに多く、梅干しのように塩漬にし
て食べられてきました。

妙丹柿 
宝珠形をした小形の渋柿で、糖
が多く果肉が粘質であること、
繊維や種子が少なく滑らかな食
感であることなどから、高級な
干し柿として流通しています。

阿房宮
南部地方に古くから伝わる食用菊。この地
方ではさまざまな菊料理が食卓を飾ってき
ましたが、菊の風味を手軽に味わえるのは
なんといっても味噌汁。お椀に花びらを散
らせばそれだけで美味＆美しい…。

にんにく 
県内では南部町（旧福地村）で栽培が始ま
ったにんにくは、日本トップクラスの生
産量と品質が自慢。在来種の「福地ホワイ
ト六片」は、良食味で、白く美しい肉質を
持つ大玉種です。

ここで会える！ かも？

14 達者村（青森なんぶの達者村）
南部町大向泉山道9-11
☎ 080-9072-8766
http://tassyamura.com/

18



真
左
の
堰
合
勝
美
さ
ん
は
、
階
上

町
で
食
用
の
羊
を
飼
育
す
る
生
産

者
。

太
平
洋
沿
岸
の
こ
の
町
は
か
つ
て
食
用
羊

の
飼
育
が
盛
ん
で
し
た
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

気
団
か
ら
吹
き
下
ろ
す
季
節
風
「
ヤ
マ
セ
」

の
影
響
で
夏
場
は
気
温
が
上
が
ら
ず
、
日

本
海
の
湿
っ
た
空
気
を
八
甲
田
が
遮
る
た

め
に
冬
場
は
乾
燥
す
る
と
い
う
独
特
な
気

候
が
、
涼
し
く
乾
燥
し
た
気
候
を
好
む
羊

た
ち
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
環
境
だ
か
ら

で
す
。

　

最
盛
期
に
は
10
軒
ほ
ど
の
農
家
が
サ
フ

ォ
ー
ク
種
と
呼
ば
れ
る
食
用
羊
を
飼
育
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
毎
年
6
月
に
町
内

で
開
催
さ
れ
る
「
臥
牛
山
祭
り
」
で
は
、
地

元
の
サ
フ
ォ
ー
ク
種
の
肉
が
振
る
舞
わ
れ

Na n b u

地
域
の
か
つ
て
の

〝
名
物
〟
を
、

復
活
さ
せ
て
い
ま
す
。

〝
南
部
羊
〟
生
産
者

堰
合
勝
美 

さ
ん 

＆ 

関
口
博
樹 

さ
ん

る
な
ど
、
食
用
羊
は
町
の
人
々
が
大
切
に

繋
い
で
き
た
食
文
化
だ
っ
た
の
で
す
。
が
、

現
在
、生
産
者
は
堰
合
勝
美
さ
ん
た
だ
一
人
。

　

生
産
量
が
少
な
い
た
め
に
売
り
先
も
限

ら
れ
て
お
り
、
寄
る
年
波
に
羊
の
飼
育
を

続
け
る
こ
と
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
堰
合

さ
ん
。
い
よ
い
よ
羊
の
飼
育
に
ケ
リ
を
つ

け
よ
う
か
…
と
い
う
思
い
が
強
ま
っ
て
き

た
２
０
１
５
年
春
、
関
口
博
樹
さ
ん
（
写
真

右
）が
名
乗
り
を
上
げ
ま
し
た
。

　

２
０
０
６
年
に
関
東
か
ら
階
上
町
に
移

住
し
て
き
た
関
口
さ
ん
は
、
勤
務
先
の
「
道

の
駅
は
し
か
み
」で
堰
合
さ
ん
の
ラ
ム
肉
の

美
味
し
さ
に
出
会
い
ま
す
。

　
「
堰
合
さ
ん
が
階
上
町
唯
一
の
羊
の
生

産
者
で
、
な
お
か
つ
後
継
者
が
い
な
い
と

い
う
現
状
を
知
っ
た
の
は
２
０
１
５
年
の

春
。
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
の
で
す
。
羊
肉

食
は
階
上
町
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
の
文
化
。

そ
れ
を
絶
や
し
た
く
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
か
つ
て
の
〝
名
物
〟
を
復
活
さ
せ
る

こ
と
で
階
上
町
を
元
気
に
し
た
い
。
堰
合

さ
ん
が
愛
を
込
め
て
羊
を
育
て
て
き
た
そ

の
方
法
を
受
け
継
ぎ
た
い
…
」

　

そ
ん
な
思
い
が
燃
料
と
な
っ
て
、
関
口

さ
ん
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

「
階
上
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
」
を
設
立
。
町
営
の
ス
キ
ー
場
だ
っ
た
土

地
を
借
り
、
羊
の
畜
舎
を
新
た
に
建
設
し

た
う
え
で
、
夢
の
実
現
へ
と
一
歩
を
踏
み

出
し
ま
し
た
。
わ
ず
か
10
頭
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
る
食
用
羊
の
飼
育
が
、
南
部
地
方
な

ら
で
は
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
食
文
化
を

域
外
の
人
々
に
伝
え
る
日
は
、
思
い
の
ほ

か
遠
く
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

復
活
を
目
指
す
〝
南
部
の
羊
〟

写

ここで会える！ かも？

15 階上フロンティア
八戸市売市鴨ヶ池32-4  ☎ 090-7553-9726
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Na n b u
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正
真
正
銘
の
〝
地
酒
〟
で
、

十
和
田
の
暮
ら
し
ぶ
り
の

素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
。

「
鳩
正
宗
」 
佐
藤 

企 

さ
ん

Na n b u

８
９
９
年
に
創
業
し
た
十
和
田

市
の
酒
蔵
「
鳩
正
宗
」
。
こ
こ
で

杜
氏
と
し
て
酒
造
り
を
一
手
に
担
う
佐
藤

企
さ
ん
は
、
鳩
正
宗
で
は
初
と
な
る
十
和

田
市
出
身
の
杜
氏
で
す
。

「
地
酒
は
食
文
化
の
結
晶
。
こ
の
土
地
で
し

か
造
れ
な
い
酒
を
造
ろ
う
」

　

先
代
蔵
元
の
こ
ん
な
言
葉
が
、
こ
の
道

を
歩
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
う
佐
藤

さ
ん
。
杜
氏
に
な
っ
た
２
０
０
４
年
、
い

ち
早
く
着
手
し
た
の
は
、
農
業
を
営
む
佐

藤
さ
ん
の
ご
実
家
の
自
家
栽
培
米
と
、
地

元
十
和
田
市
を
流
れ
る
奥
入
瀬
川
の
伏
流

水
を
使
っ
て
、
十
和
田
市
出
身
の
佐
藤
さ

ん
が
醸
す
と
い
う
、
正
真
正
銘
の
〝
地
酒
〟

造
り
。「
佐
藤
企
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
鳩

正
宗
の
主
力
銘
柄
で
す
。

　

そ
ん
な
地
酒
の
素
晴
ら
し
さ
を
地
域
の

方
々
に
知
っ
て
欲
し
い
と
の
思
い
か
ら
、

佐
藤
さ
ん
は
２
０
１
２
年
に
、
十
和
田
市

現
代
美
術
館
に
も
常
設
展
示
の
あ
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
山
本
修
路
さ
ん
と
と
も
に

「
酒
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま

し
た
。
春
の
田
植
え
、
秋
の
稲
刈
り
、
冬
の

仕
込
み
…
と
い
う
酒
造
り
の
過
程
を
、
子

ど
も
た
ち
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
住
民
と

と
も
に
行
っ
て
出
来
上
が
っ
た
お
酒
は
、

そ
の
名
も
「
天
祈
り
（
て
の
り
）」。
山
本
さ

ん
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
「
青
森
ト
ド
マ
ツ
」を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
ラ
ベ
ル
を
冠
し
て
毎
年

春
に
販
売
さ
れ
ま
す
。

　
「
天
祈
り
」
と
は
、
十
和
田
地
方
の
農
家

の
風
習
で
、
収
穫
の
終
わ
っ
た
秋
ご
ろ
に

感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
田
畑
に
酒
食
を

並
べ
て
行
う
打
ち
上
げ
の
よ
う
な
宴
の
こ

と
。
そ
ん
な
地
域
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
結
晶

化
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
「
酒
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」に
は
、
県
外
か
ら
参
加
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。
地
酒
を
通
し
て
、
十
和
田
市
な

ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
酔
い
し
れ
て
み

ま
せ
ん
か
？

1

ここで会える！ かも？

17 鳩正宗
十和田市三本木字稲吉176-2
☎ 0176-23-0221
http://www.hatomasa.jp

南
部
の
暮
ら
し
の
翻
訳
者
た
ち
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ア
ー
ト
が
持
つ
〝
共
感
力
〟
を
使
っ
て
、
十
和
田
市
の
魅
力
を
伝
え
て
い
ま
す
。

十
和
田
市
現
代
美
術
館 

の
皆
さ
ん

Na n b u

ー
ト
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
「A

rts Tow
ada

（
ア
ー

ツ
・
ト
ワ
ダ
）」
の
拠
点
施
設
と
し
て
誕
生
し

た
「
十
和
田
市
現
代
美
術
館
」
。〝
ま
ち
づ
く

り
〟
を
目
的
と
し
た
美
術
館
な
の
で
、
そ
の

建
築
も
街
と
の
繋
が
り
や
屋
外
へ
の
連
続

性
を
意
識
し
て
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

韓
国
を
拠
点
に
活
動
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、

チ
ェ
・
ジ
ョ
ン
フ
ァ
に
よ
る
「
フ
ラ
ワ
ー
・
ホ

ー
ス
」
を
始
め
と
し
た
大
型
の
イ
ン
ス
タ
レ

ー
シ
ョ
ン
が
館
内
だ
け
で
な
く
屋
外
に
も

展
示
さ
れ
て
い
た
り
、
公
園
そ
の
も
の
が
草

間
彌
生
の
大
規
模
な
作
品
だ
っ
た
り
す
る
こ

と
で
も
有
名
で
す
が
、
例
え
ば
、
商
店
街
に

ア
ー
ト
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
り
、
館
内

に
作
品
を
常
設
展
示
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
山
本
修
路
さ
ん
が
ラ
ベ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
や

酒
づ
く
り
携
わ
っ
て
い
る
日
本
酒
「
天
祈
り

（
て
の
り
）」
が
地
元
の
酒
屋
さ
ん
で
手
に
入

っ
た
り
と
、「
ア
ー
ト
」
と
「
十
和
田
の
街
の

暮
ら
し
ぶ
り
」
と
が
絶
妙
に
溶
け
合
う
様
子

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

２
０
０
９
年
の
特
別
展
か
ら
残
さ
れ
て

い
る
チ
ェ
・
ジ
ョ
ン
フ
ァ
作
の
華
々
し
い
シ

ャ
ン
デ
リ
ア
の
よ
う
な
作
品
は
、
ス
ナ
ッ

ク
な
ど
の
飲
食
店
が
入
居
す
る
「
昭
和
小

路
」
の
ネ
オ
ン
と
一
体
に
な
っ
て
、
ま
る
で

街
そ
の
も
の
が
「
ア
ー
ト
」
の
よ
う
に
も
見

え
て
き
ま
す
。

ア

ここで会える！ かも？

18 十和田市現代美術館
十和田市西二番町10-9
☎ 0176-20-1127　

9時〜17時（最終入館16時半）
月休（祝日の場合は翌日休）
http://towadaartcenter.com

奈良美智「夜露死苦ガール2012」前にて撮影

南
部
の
暮
ら
し
の
翻
訳
者
た
ち
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「（せんべいの）ミミ」を入れるパッケージは「耳」!? 「八
戸せんべい汁」の具として欠かせない南部せんべいを
円形に整形する際に出る“ミミ”の部分に付加価値を付
けて商品化するための山本さんの作品です。

2016年2月に「八戸ポータルミュージアム はっち」に
て開催された「まちぐみ展」の様子。期間中は3000人
以上が来場し、「なんか楽しい」まちぐみの活動を体験
していました。

悪代官に帯を解かれるマネキンを設置するというディ
スプレイは、市内の呉服店の店頭をリニューアルした
際のアイデア。思わず目を引く仕掛けを街中に散りば
めることで、八戸を「なんか楽しく」するアイデアが
かたちになっています。

アイデアをかたちにするための作業場としてだ
けでなく、お弁当と漬物を持参して、近所のお
かあさんが晩ごはんを食べるために訪れたりも。
活動拠点でもある「まちぐみラボ」にはさまざま
な市民が、さまざまな目的で訪れます。

Na n b u

目
に
見
え
る
か
た
ち
で
、

八
戸
に
〝
な
ん
か
楽
し
そ
う
〟
を
、

増
や
し
て
い
ま
す
。

「
ま
ち
ぐ
み
」
山
本
耕
一
郎 

さ
ん

ー
ト
と
は
、
人
が
何
か
を
感
じ
、

心
が
動
く
き
っ
か
け
を
つ
く
る

営
み
」

　

そ
ん
な
思
い
を
原
動
力
に
し
て
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
山
本
耕
一
郎
さ
ん
が
「
ま

ち
ぐ
み
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち

上
げ
た
の
は
２
０
１
４
年
の
こ
と
。「
組

長
」
で
あ
る
山
本
さ
ん
を
筆
頭
に
「
組
員
」

は
小
学
生
～
70
代
ま
で
２
８
０
名
以
上

（
２
０
１
６
年
2
月
現
在
）
。
八
戸
が
好
き

で
、
八
戸
で
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
し
た
い

と
思
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
地
元
の
方
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県
外
在
住
者
で
も
「
組

員
」と
し
て
参
加
可
能
で
す
。

　
「
ま
ち
ぐ
み
」
の
目
的
は
「
ま
ち
な
か
に

ここで会える！ かも？

09 まちぐみラボ
八戸市十八日町45

（だいたい）10時〜（おおよそ）17時半　火休
http://machigumi.main.jp/
※お問い合わせは「八戸ポータルミュージア
ムはっち」事務室（☎ 0178-22-8228）まで

〝
な
ん
か
楽
し
そ
う
〟
を
つ
く
り
だ
す
」
こ

と
。
手
段
は
ア
ー
ト
か
？ 

と
思
い
き
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
手
口
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
使

っ
て
、
八
戸
の
街
の
装
い
に
少
し
ず
つ
変

化
を
加
え
る
活
動
を
市
民
の
力
で
実
行
し

て
い
ま
す
。

　

大
切
な
の
は
〝
と
に
か
く
行
動
す
る
〟こ

と
。
手
始
め
に
誰
も
が
立
ち
寄
れ
る
拠
点

「
ま
ち
ぐ
み
ラ
ボ
」
を
中
心
市
街
地
に
用
意
。

商
店
街
の
外
観
や
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
り
、
名
物
の
南
部
せ
ん

べ
い
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
り
、

八
戸
ら
し
さ
を
活
か
し
た
〝
八
戸
新
名
物
〟

を
考
え
た
り
…
。
そ
ん
な
活
動
を
生
み
出

す
こ
と
や
、
実
行
す
る
活
動
自
体
が
彼
ら

の
〝
ア
ー
ト
〟な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
ま
ち
ぐ
み
と
は
、
八
戸
で
暮
ら
す
市
民
ひ

と
り
一
人
が
少
し
ず
つ
力
を
出
し
合
っ
て
、

気
楽
に
、
そ
し
て
直
接
的
に
ま
ち
づ
く
り

に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
場
と
機
会
で
す
。

自
分
も
役
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
ダ
イ
レ

ク
ト
に
感
じ
、
自
分
の
ま
ち
を
自
慢
し
た

く
な
る
市
民
が
増
え
る
と
素
敵
だ
な
ぁ
」

と
山
本
さ
ん
。
自
ら
も
県
外
か
ら
の
移
住

者
。
よ
そ
者
が
感
じ
る
〝
こ
の
ま
ち
に
足

り
な
い
こ
と
〟を
、
市
民
と
一
緒
に
作
り
出

し
て
い
く
山
本
さ
ん
の
背
中
が
ま
ち
ぐ
み

を
牽
引
し
て
い
ま
す
。

　

静
か
に
、
少
し
ず
つ
、
で
も
確
実
に
、
八

戸
が〝
な
ん
か
楽
し
そ
う
〟に
な
っ
て
い
ま
す
。

南
部
の
暮
ら
し
の
翻
訳
者
た
ち

ア
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Na n b u

八
戸
と
い
う
街
の
〝
本
質
〟
を
、

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、

引
き
出
し
続
け
て
い
ま
す
。

今
川
和
佳
子 
さ
ん

真
中
央
の
今
川
和
佳
子
さ
ん
は
、

こ
の
日
、
八
戸
市
の
大
久
喜
地
区

に
あ
る
漁
師
の
作
業
場
を
訪
れ
て
い
ま
し

た
。
真
鱈
の
漁
に
使
う
全
長
数
百
メ
ー
ト

ル
に
も
な
る
延
縄
の
針
に
、
餌
と
な
る
イ

カ
の
ぶ
つ
切
り
を
付
け
る
作
業
が
淡
々
と

進
ん
で
い
ま
し
た
。
膨
大
な
量
の
仕
事
が

確
実
か
つ
正
確
に
片
付
い
て
い
く
様
子
を

眺
め
て
い
る
と
、
美
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

「
八
戸
ポ
ー
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

は
っ
ち
」

で
、
八
戸
に
滞
在
し
て
作
品
制
作
を
す
る

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
サ
ポ
ー
ト
を
担
当
し
て

い
た
今
川
さ
ん
が
、
今
注
目
し
て
い
る
の

は
こ
の
作
業
場
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

〝
浜
の
仕
事
ぶ
り
〟。

　

浜
の
仕
事
と
は
、
曜
日
や
時
間
で
は
な

く
、
海
の
状
況
や
天
候
、
そ
し
て
潮
の
満

ち
引
き
な
ど
と
呼
応
し
な
が
ら
営
ま
れ
る

も
の
。
陸
で
の
仕
事
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
の
も
と
で
、
日
々
地
道

な
仕
事
を
丁
寧
に
繰
り
返
す
と
い
う
浜
の

人
々
の
心
意
気
と
暮
ら
し
ぶ
り
に
、
今
川

さ
ん
は
尊
さ
と
八
戸
ら
し
さ
を
感
じ
る
と

言
い
ま
す
。

　

今
川
さ
ん
が
「
は
っ
ち
」在
職
時
代
か
ら

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
続
け
て
い
る
「
酔
っ
払

い
に
愛
を
～
横
丁
オ
ン
リ
ー
ユ
ー
シ
ア
タ

ー
～
」
は
、
横
丁
を
劇
場
に
見
立
て
、
ダ
ン

ス
や
演
劇
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー

ツ
を
、
店
や
路
地
で
同
時
多
発
的
に
披
露

す
る
名
物
イ
ベ
ン
ト
。
昭
和
の
最
盛
期
に

は
大
小
8
つ
も
の
劇
場
が
ひ
し
め
き
合
っ

て
い
た
と
い
う
中
心
市
街
地
の
横
丁
。
往

時
の
豊
潤
な
時
間
の
流
れ
と
、
街
と
人
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
う
一
度
可

視
化
し
た
い
と
い
う
想
い
を
燃
料
に
し
て

続
け
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ

く
ら
い
の
熱
量
で
浜
な
ら
で
は
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
表
に
出
し
た
い
、
と
今
川
さ
ん
。

「
八
戸
の
浜
も
横
丁
も
、
水
産
業
で
一
時
代

を
築
い
た
漁
師
さ
ん
た
ち
の
お
か
げ
で
成

り
立
っ
て
き
た
場
所
。
そ
ん
な
八
戸
な
ら

で
は
の
場
所
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ
こ
を
拠

点
に
文
化
や
芸
術
活
動
を
掘
り
下
げ
る
こ

と
に
、
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
て
い
ま
す
」

　

浜
の
中
心
地
で
も
あ
る
陸
奥
湊
地
区
の

八
戸
酒
造
（
P9
参
照
）
を
拠
点
に
し
て
、
こ

れ
か
ら
始
ま
る
今
川
さ
ん
の
企
画
の
数
々

が
き
っ
と
新
し
い
八
戸
名
物
に
な
る
日
も

遠
く
な
い
は
ず
。

ここで会える！ かも？

04 八戸酒造
八戸市湊町本町9　
☎ 0178-33-1171
http://www.mutsu8000.com/

南
部
の
暮
ら
し
の
翻
訳
者
た
ち

写
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Na n b u

南
部
の
暮
ら
し
の
翻
訳
者
た
ち

能
的
で
美
し
い
南
部
地
方
の
伝

統
工
芸
。
そ
れ
を
支
え
る
の
は
、

ど
こ
ま
で
も
モ
ノ
を
大
切
に
思
う
心
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、「
南
部
裂
織
」
の
材
料
は
着
古

し
た
着
物
や
古
く
な
っ
た
布
。
布
が
貴
重

だ
っ
た
江
戸
時
代
、
農
家
の
女
性
た
ち
は

使
い
古
し
た
布
を
細
く
テ
ー
プ
状
に
裂
い

て
緯
（
よ
こ
）
糸
に
、
麻
袋
を
解
い
た
糸
を

経
（
た
て
）
糸
に
し
て
織
り
込
み
、
こ
た
つ

掛
け
や
敷
物
、
仕
事
着
、
小
物
に
至
る
ま

で
様
々
な
生
活
必
需
品
へ
と
姿
を
変
え
て
、

暮
ら
し
の
中
で
活
用
し
ま
し
た
。
手
動
の

暮
ら
し
の
中
で
生
ま
れ
、

使
わ
れ
な
が
ら
今
に
残
る
、

伝
統
工
芸
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
ま
す
。

「
カ
ネ
イ
リ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
」

金
入
健
雄 

さ
ん

き
み
が
ら
ス
リ
ッ
パ

機
（
は
た
）
で
織
る
裂
織
は
、
機
を
一
回
動

か
す
毎
に
2
～
3
㎜
ず
つ
延
ば
し
て
い
く

た
め
、
こ
た
つ
掛
け
な
ら
完
成
ま
で
に
ひ

と
冬
を
費
や
し
た
そ
う
。

　

材
料
も
自
ら
捻
出
し
、
気
が
遠
く
な
る

よ
う
な
時
間
を
費
や
し
て
ひ
と
つ
の
モ
ノ

を
生
み
出
す
そ
の
執
念
。
い
わ
ば
リ
サ
イ

ク
ル
で
は
あ
る
も
の
の
、
確
実
に
美
し
く

仕
上
げ
る
と
い
う
「
美
」
に
対
す
る
継
続
的

な
追
求
力
。
使
わ
れ
続
け
て
い
る
か
ら
こ

そ
今
な
お
残
っ
て
い
る
文
化
と
し
て
の
持

久
力
。
雅
な
雰
囲
気
は
持
ち
併
せ
て
い
な
い

け
れ
ど
、
眺
め
る
だ
け
で
も
感
じ
る
温
か
み
。

　

そ
ん
な
南
部
地
方
の
伝
統
工
芸
の
力
を
、

金
入
健
雄
さ
ん
は
全
国
に
伝
え
よ
う
と
尽

力
し
て
い
ま
す
。
自
ら
立
ち
上
げ
た
ブ
ラ

ン
ド
「
東
北
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
は
、
東
北
全

域
の
工
芸
品
に
込
め
ら
れ
た
暮
ら
し
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
、
現
代
の
暮
ら
し
に
寄
り
添

う
よ
う
に
翻
訳
、
自
ら
の
セ
レ
ク
ト
シ
ョ

ッ
プ
を
通
じ
て
発
信
し
て
い
ま
す
。

　

東
北
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
心
（
思

想
）
と
腕
（
技
術
）
を
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
＆

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
、
全
国
へ
。
ウ
ェ
ブ
コ

マ
ー
ス
を
活
用
し
、
食
品
も
含
め
て
全
国

へ
青
森
の
魅
力
を
広
め
続
け
て
い
ま
す
。

機

ここで会える！ かも？

10 カネイリ ミュージアムショップ
八戸市三日町11-1八戸ポータルミュージアム（はっち）1F
☎ 0178-20-9661　 10時〜19時　第2火曜日休
http://www.kaneiri.co.jp/shop/

丸みを帯びたフォルムとチェック柄がキュートなこのスリッパ。「きみがら」とは「とうも
ろこしの皮」。これを捨てるのはもったいないと、農家の奥様たちがスリッパを編み始め
たのが1940年代後半のこと。空気を履いているような軽さと、夏は涼しく冬は足に馴染み
暖かい！

金入さんが手にしているのは、南部裂織作家の井上澄子さんとともにプロデュースした
商品。古布を細く裂いて織り込む南部裂織は、本来仕上がりを想像できませんが、偶然タ
ータンチェックのように仕上がった織物を参考にして、横糸には色と材質が同じ布を使い、
縦糸は一定のパターンで色を変えることで、狙い通りの柄を織り上げました。

八
幡
馬

南部藩の総鎮守、櫛引八幡宮に奉納される馬を象った八幡馬。本来は赤・黒・白の3色を使
います。金入さんのプロデュースのもとで、グラフィックデザイナーの田名部敏文さんと、
八幡馬作家の高橋利典さんとがコラボレーション。ご覧のようなポップな八幡馬が生まれ
ました。
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Na n b u

戸
線
「
鮫
駅
」は
、
江
戸
時
代
に
は

貿
易
港
・
漁
港
と
し
て
栄
え
、
八

戸
発
祥
の
地
と
も
さ
れ
る
街
の
入
口
。「
魚
」

が
「
交
」
わ
る
と
書
く
だ
け
に
、
往
時
は

漁
獲
と
お
金
を
手
に
し
た
漁
師
た
ち
が
行

き
交
う
繁
華
な
町
。
腹
巻
き
に
札
束
を
差

し
込
ん
だ
漁
師
た
ち
が
豪
快
に
飲
み
歩
き
、

威
勢
は
よ
い
け
れ
ど
治
安
が
良
い
と
は
言

い
が
た
い
雰
囲
気
に
満
ち
て
い
た
そ
う
。

　

そ
ん
な
漁
師
た
ち
を
温
か
く
迎
え
て
鼓

舞
し
て
き
た
居
酒
屋
や
ス
ナ
ッ
ク
は
今
も

健
在
。
地
元
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
賑
や

か
で
す
が
、
一
介
の
旅
行
者
に
と
っ
て
は

入
り
づ
ら
い
…
。
と
は
い
え
、
な
ん
だ
か

と
っ
て
も
気
に
な
る
こ
の
状
況
に
、
救
い

の
一
手
が
あ
り
ま
し
た
。
八
戸
で
地
元
な

ら
で
は
の
着
地
型
旅
行
商
品
を
数
多
く
手

掛
け
て
い
る
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
町
田
直
子
さ
ん

が
企
画
し
て
い
る
「
鮫
銀
座
☆
漁
師
の
隠

れ
家
は
し
ご
酒
ツ
ア
ー
」。
本
八
戸
駅
を
夕

方
に
出
発
し
、
鮫
の
街
の
居
酒
屋
や
ス
ナ

ッ
ク
を
3
軒
は
し
ご
し
た
後
に
終
電
で
戻

っ
て
く
る
と
い
う
約
3
時
間
30
分
の
ツ
ア

ー
内
容
で
、
店
を
日
々
切
り
盛
り
す
る
マ

マ
さ
ん
た
ち
の
、
浜
な
ら
で
は
の
生
き
様

に
溶
け
込
む
こ
と
の
で
き
る
絶
好
の
チ
ャ

ン
ス
で
す
！

ここで会える！ かも？

06 鮫銀座☆漁師の隠れ家はしご酒ツアー
ACツーリズム　☎ 0178-85-0137

http://actourism.jp/
ツアー行程：本八戸駅集合⇒八戸線の鮫駅
⇒雰囲気の異なる3軒の飲食店をはしご酒
⇒八戸線で鮫駅から本八戸駅へ⇒解散（約
3時間30分）

八

浜
と
横
丁
、
夜
の
顔

漁
師
の
隠
れ
家
を
訪
れ
て
、

浜
の
飲
み
文
化
に
溶
け
込
む
。

「
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
」 

町
田
直
子 

さ
ん
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Na n b u

港町の飲み文化を、
五感を駆使して、ご案内します。

「八戸観光コンベンション協会」坂本亘 さん

来るもの拒まず！
の精神で、
お客さんの心を
解してます。

「洋酒喫茶プリンス」

佐々木良蔵 さん

ぁ、初めて訪れる街で、地元

の人々に愛される飲み屋へ

と確実に行くことができたらなぁ…。

そんな淡い希望を、かたちにしてく

れるのがこの方、坂本亘さん。八戸観

光コンベンション協会が主催する街

歩きツアー「ガイド付き横丁探訪」の

案内人です。

　夜の帳が下りるころ、謎の横丁探

偵「ニセダ トモカサ」へと変身した坂

本さんは、飲み屋が軒を連ねる中心

戸の大人なら必ず1度は来た

ことがあるというほどの名

店が、この店です」と坂本さんに案内

されたのが「洋酒喫茶プリンス」。ノ

ックをすれば、奥様のチョイスだと

いう素敵なシャツを身にまとったマ

スター佐々木良蔵さんが出てきてく

れました。

　名物は、八戸種差海岸をイメージ

したという鮮やかなグリーンのカク

テル「種差」や、クリスタルブルーの

カクテルに夕日を模した赤いグレナ

デンシロップが落とされる「蕪島」な

ど、八戸の名所をイメージしたオリ

ジナルカクテルたち。…と言いたい

ところですが、やはりこの店の名物

はマスターとママのお人柄。常に明

るく、若干高めなテンションをキー

プするおふたりの温度に引き寄せら

れて、連日満席！

「八戸の重鎮たちがフツーにカウン

ターに座っていることが多いので、

私はあまり居心地がよくないです

（笑）」とは横丁の案内人、坂本亘さん

の弁（笑）。ちなみに、飲み物はオー

ル500円。

ここで会える！ かも？

12 ガイド付き横丁探訪
催行日：月〜土　時間：19時〜（約40分）　料金：1000円／1名　定員：10名
※要予約「はちのへLocal旅」HPからお申し込みいただけます。
https://navi.hachinohe-cb.jp/localtabi/
問合せ：八戸観光コンベンション協会
☎ 0178-41-1661　8時半〜17時　土日祝＆12/29〜1/3休

ここで会える！ かも？

11 洋酒喫茶プリンス
八戸市長横町18（れんさ街） 
☎ 0178-44-1827 

17時〜24時　無休（12月31日〜1月1日休）

市街地の8つの横丁を約40分で練り歩

き、地元の人も気づかぬようなおも

しろスポットに目を向けながら、地

元の呑ん兵衛のみなさんが行きつけ

にする名店や毎晩予約で埋まる人気

店などを詳しく解説、旅人がお気に

入りの一軒を見つけやすいように案

内してくれます。

　楽しげで朗らかな“酔いどれサウン

ド”が漏れ出す横丁の路地を歩きつつ、

港町八戸の飲み文化を全身で吸収し

てください。…酔い旅を！

あ

八

浜
と
横
丁
、
夜
の
顔
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風
雪
が
吹
き
す
さ
ぶ
中
、
雪
原
に
横
た

わ
っ
て
い
る
の
は
建
材
と
し
て
珍
重
さ
れ

る
ヒ
バ
の
木
の
丸
太
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
斧
に
も
似
た
形
を
し
て
い
る

こ
と
で
〝
ま
さ
か
り
〟
と
も
呼
ば
れ
る
下

北
半
島
は
、
そ
の
面
積
の
大
半
を
森
林
が

占
め
て
お
り
、
青
森
県
の
県
木
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
ヒ
バ
の
一
大
産
地
。

　

ヒ
バ
が
材
木
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
は
、
２
０
０
年
～
３
０
０
年
と

い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
月
日
が
か
か

り
ま
す
。
下
北
の
厳
寒
の
中
で
、
少
し
ず

つ
確
実
に
成
長
し
て
い
く
姿
は
、
下
北
の

人
た
ち
の
精
神
性
や
暮
ら
し
ぶ
り
に
重
な

る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

　

ご
覧
の
と
お
り
、
真
冬
は
雪
と
氷
に
閉

ざ
さ
れ
る
た
め
、
陸
路
で
の
ア
ク
セ
ス
は

決
し
て
良
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

が
奏
功
し
て
、
入
っ
て
き
た
文
化
が
よ
く

残
っ
て
い
る
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
津
軽

海
峡
を
渡
っ
て
入
っ
て
き
た
ア
イ
ヌ
の
文

静かに、しかし力強く、確実に。

まるでヒバの木のような暮らしぶり。

下
北
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り

下北
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下
北
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
ま
と
め
ま
す
と
…

■ あちこちで垣間見ることができるヒバに囲まれた暮らし

➡ P31

ヒバは、年輪が緻密で、湿気や腐れに強く、耐久性が極め

て高いため、平安時代の代表的な建築とされる中尊寺金色

堂を始めとして、全国の寺社の建築に使われています。さ

らには、特有の天然成分「ヒノキチオール」を含む「ヒバ油」

は、防カビ・防腐・防虫・防臭効果や鎮静効果など、機能面で

も注目されています。下北地方のヒバ産業の歴史は藩政時

代にまで遡ります。北前船の寄港により大量のヒバが高値

で取引されて賑わっていた佐井村やむつ大畑町などの街並

をゆっくり歩いて見ると、今でも北前船で栄えた時代の暮

らしぶりを垣間見ることができます。さらに、ヒバ産業の

振興は、明治以降も営林署が中心になって進められ、明治・

大正期から昭和40年代までは、山から木を運び出すための

森林鉄道も走っていました。現在は、産業としては往時の

勢いは薄れているものの、ヒバのある暮らしをまるごと体

験できる施設や、テープ状にしたヒバを編み上げる篭の職

人、外壁がヒバ材の家並みなど、あちらこちらでヒバが身

近かな暮らしを垣間見ることができます。

■ 文化的な保護区ともいえます。 ➡ P35-36

下北半島は、藩政時代、物資や情報が行き交っていた文物

の大動脈の沿線にあったため、上方と物資や文化をやり取

りする北前船の寄港地が下北半島に点在し、文物が頻繁か

つ大量に入ってきました。例えば、毎年8月から9月にかけ

て下北の各地で行われる例大祭。神楽や神輿、そして木製

の車輪を付けた大きな山車が村内を運行するこの祭りは、

京都の祇園祭の名残を今にとどめているともいわれていま

す。そのように、流入した諸文化が北前船の来航が途切れ

たあとも残り、さらには独自の文化として進化しているの

です。

■ 唯一無二の海産物に恵まれています ➡ P33-34,37-38

下北半島は四方を海に囲まれているという特異な立地条

件にあります。そのため、海産物はバリエーション豊かで、

質も高いし量も潤沢。例えば大間のマグロは全国的な知名

度の高さを誇りますが、ホタテは陸奥湾で養殖が盛んです

が、太平洋沿岸では天然に近い状態で育てる地まき養殖も

行われています。津軽海峡の潮の流れを使った「海峡サー

モン」や、漁場が近くにあるがゆえに生きたまま水揚げさ

れる「風間浦鮟鱇」など、唯一無二の海産物が下北半島の沿

岸部で漁獲されます。夏季限定ではありますが、佐井村や

大間町のウニは、それをめがけて県外からの観光客が訪れ

るほどの人気ぶりです。

化
は
「
下し

も

風ふ

呂ろ

」
や
「
尻し

つ

労か
り

」
な
ど
の
地
名

に
、
北
前
船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
上

方
の
文
化
は
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
芸
能
や

食
文
化
に
、
幕
末
に
会
津
か
ら
移
封
さ
れ

た
斗
南
藩
の
文
化
も
随
所
に
垣
間
見
ら
れ

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
独
自
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
受
け
継

い
で
い
る
下
北
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
覗

い
て
み
ま
し
ょ
う
。
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ヒ
バ
の
あ
る
暮
ら
し
を
、

あ
の
手
こ
の
手
で

提
案
し
ま
す
。

「
わ
い
ど
の
木
」
村
口
要
太
郎 

さ
ん

北
半
島
は
国
内
屈
指
の
ヒ
バ
の

産
地
。
ヒ
バ
の
専
門
店
「
わ
い
ど

の
木
」
を
営
む
村
口
要
太
郎
さ
ん
の
願
い

は
、
水
や
湿
気
に
強
く
、
抗
菌
性
や
防
虫
・

防
臭
効
果
も
認
め
ら
れ
る
ヒ
バ
を
暮
ら
し

の
中
で
身
近
か
な
存
在
に
す
る
こ
と
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
・
シ
カ
ゴ
建
築
デ
ザ
イ
ン
博

物
館
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
た

「
Ｊ
Ａ
Ｌ
国
際
線
の
お
箸
」
や
製
材
時
に
出

る
お
が
粉
を
固
め
て
防
湿
＆
消
臭
を
狙
っ

た
「
ヒ
バ
爆
弾
」
な
る
商
品
な
ど
、
食
器
か

ら
家
具
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
ヒ
バ
製
品

を
開
発
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
元
の
職
人

が
テ
ー
プ
状
に
整
え
た
ヒ
バ
材
を
手
で
編

み
上
げ
た
ヒ
バ
製
の
籠
な
ど
も
、
店
舗
に

は
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。
4
月
か
ら
11
月

に
か
け
て
は
総
ヒ
バ
づ
く
り
の
宿
泊
施
設

で
滞
在
し
な
が
ら
木
工
体
験
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。「
わ
い
ど
の
木
」
の
皆
さ
ん
と

時
を
過
ご
す
こ
と
で
、
ヒ
バ
の
香
り
に
包

ま
れ
な
が
ら
下
北
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
間
違

い
な
く
味
わ
え
ま
す
。

S h i m o k i t a

豊
か
で
香
し
い
〝
ヒ
バ
〟
と
と
も
に

ここで会える！ かも？

23 わいどの木
風間浦村易国間大川目6-7
☎ 0175-35-2147

9時〜17時　土日祝休　
http://ydonoki.jp/

下

31



北
半
島
の
北
部
、
津
軽
海
峡
に

面
す
る
む
つ
市
大
畑
地
区
。
長

岡
俊
成
さ
ん
は
、
３
５
０
年
以
上
も
の

間
、
地
元
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
っ
て
き
た

曹
洞
宗
「
円
祥
山
大
安
寺
」
で
副
住
職
を

務
め
て
い
ま
す
。
長
岡
さ
ん
は
大
学
卒
業

後
、
東
京
で
の
広
告
制
作
会
社
勤
務
を
経

S h i m o k i t a

下
北
を
元
気
に
す
る
旗
振
り
役

ここで会える！ かも？

19 薬研温泉カフェ　kadar（カダール）
むつ市大畑朝比奈岳1-21
☎ 0175-31-0714  

11時〜17時（L.O．16時半）
日曜のみ営業（月〜土は不定期営業）

イカす大畑カダル団
http://kadarudan.com/

て
２
０
１
１
年
に
帰
郷
。
本
業
と
並
行
し

て
食
材
付
き
情
報
誌
『
下
北
半
島
食
べ
る

通
信
』の
編
集
に
携
わ
る
な
ど
、
下
北
半
島

を
面
白
く
す
る
た
め
に
奔
走
中
で
す
。

　

そ
ん
な
長
岡
さ
ん
が
帰
郷
後
す
ぐ
に
取

り
組
ん
だ
の
は
、
地
元
の
若
手
10
名
と
と

も
に
進
め
た
「
イ
カ
す
大
畑
カ
ダ
ル
団
」と

い
う
名
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
。
そ
の

名
前
に
は
、
大
畑
名
産
の
イ
カ
に
ち
な
み

大
畑
の
資
源
を
「
イ
カ
す
（
活
か
し
）」、
大

畑
の
将
来
に
つ
い
て
み
ん
な
で
「
カ
ダ
リ

（
話
し
合
い
）」
、
多
く
の
人
に
「
カ
ダ
ル

（
参
加
）」
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
５
年
に
開
湯
４
０
０
年
を
迎
え

た
同
地
区
の
薬
研
温
泉
の
源
泉
か
ら
引
き

込
ん
だ
お
湯
に
足
を
浸
し
な
が
ら
、
ラ
ン

チ
を
楽
し
ん
だ
り
、
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
に

包
ま
れ
た
り
で
き
る
「
薬
研
温
泉
カ
フ
ェ

カ
ダ
ー
ル
」を
運
営
し
た
り
、
す
で
に
廃
線

と
な
っ
た
下
北
交
通
大
畑
線
の
古
い
気
動

薬
研
温
泉
を
ベ
ー
ス
に
、

旅
人
も
参
加
で
き
る
街
づ
く
り
を
、

進
め
て
い
ま
す
。

「
イ
カ
す
大
畑
カ
ダ
ル
団
」
長
岡
俊
成 

さ
ん

下

車
を
レ
ス
ト
ラ
ン
化
（
!!
）
す
る
な
ど
、
カ

ダ
ル
団
の
活
動
は
多
岐
に
渡
り
ま
す
。

　

薬
研
温
泉
や
下
北
交
通
旧
大
畑
駅
な
ど

を
舞
台
に
、
旅
人
も
「
カ
ダ
ル
」
こ
と
が
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
や
大
畑
の
自
然
・
人
・
食
に

触
れ
ら
れ
る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
中
。

詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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腹
か
ら
笑
え
る
企
画
で
、

町
の
人
も
来
訪
者
も
、
元
気
に
し
て
い
ま
す
！

「
Ｙ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
島
康
子 

さ
ん

S h i m o k i t a

下
北
を
元
気
に
す
る
旗
振
り
役

ここで会える！ かも？

21 Yプロジェクト
大間町大間蛇浦道11-7
☎ 0175-37-5073　FAX：0175-37-3926
http://yproject.co.jp/

州
の
最
北
端
に
位
置
す
る
大
間

町
の
名
物
は
、
全
国
的
な
知
名
度

を
誇
る
本
マ
グ
ロ
の
一
本
釣
り
漁
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元
の
人
々
か
ら
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
来
訪
者
か
ら
も
「
ヤ
ッ

コ
」
さ
ん
の
愛
称
で
呼
ば
れ
る
島
康
子
さ

ん
も
、
間
違
い
な
く
こ
の
町
に
は
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
一
大
名
物
。

　

島
さ
ん
が
、
ま
ち
お
こ
し
ゲ
リ
ラ
活
動

を
ビ
ジ
ネ
ス
に
す
る
会
社
「
Ｙ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」を
立
ち
上
げ
た
の
は
２
０
１
３
年
春

の
こ
と
。
名
物
の
マ
グ
ロ
や
ウ
ニ
な
ど
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
ユ
ニ
ー
ク
度
満
点
な
Ｔ

シ
ャ
ツ
や
町
の
人
も
訪
れ
た
人
も
腹
か
ら

笑
っ
て
元
気
に
な
れ
る
旅
行
商
品
な
ど
を

連
発
中
。「
笑
い
」
と
い
う
新
し
い
観
光
資

源
を
大
間
の
町
で
育
て
て
い
ま
す
。

本

　

気
に
な
る
「
Ｙ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
新
商

品
は
、
島
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
た
「
Ｙ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
メ
ン
バ
ー
や
「
お
お
ま
エ

ス
コ
ー
ト
ク
ラ
ブ
」が
ア
テ
ン
ド
す
る
「
大

間
の
浜
ま
ぢ
あ
る
き
～
漁
師
の
強
運
お
す

そ
わ
け
ツ
ア
ー
」。

　

大
間
の
町
を
牽
引
す
る
マ
グ
ロ
漁
師
た

ち
が
行
き
つ
け
に
す
る
店
や
、
勝
負
に
強

い
漁
師
た
ち
の
守
り
神
を
祀
る
神
社
な
ど

を
巡
り
、
漁
師
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
体

験
。
漁
師
た
ち
の
冬
の
マ
ス
ト
ア
イ
テ
ム

で
も
あ
る
「
ほ
っ
か
む
り
」
を
着
用
し
、
つ

ま
み
食
い
用
の
お
箸
を
そ
れ
ぞ
れ
手
に
取

っ
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

こ
の
ツ
ア
ー
に
参
加
す
れ
ば
、
大
間
と

い
う
町
の
面
白
さ
が
見
え
て
く
る
！ 

…
こ

れ
は
抱
腹
絶
倒
間
違
い
な
し
！
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「浜寿司」の握り寿司
漁師たちも行きつける、マグロの寿司でも有名な「浜寿
司」では、敢えてマグロではなく（笑）マグロの大好物
イカの握りを召し上がれ！ （※マグロは出ませんよ〜）

「一休食堂」の串おでん
漁師たちが飲んだ後にラーメンで〆る店として知られ
る「一休食堂」では、名物のアワビまたはサザエの串
おでんを堪能します。

S h i m o k i t a

「大間の浜まぢあるき〜漁師の強運おすそわけツアー」
○料金：2,500円（1名）
○実施日：通年（日休）
○実施時間：11時20分〜 / 13時30分〜
○最小催行人数：2名
○対象：5歳以上　※前日の13時までに申し込み（9時〜14時）

「宮野甘盛堂」の油パン
ツアーの集合場所にもなっている「宮野甘盛堂」では、
船上で漁師たちが食べるという「油パン」（あんドーナ
ツ）をゲット。

「しずおか」の駄菓子
「漁師の強運おすそわけツアー」だけに、駄菓子屋では
当たり付きのくじ引きで運試し。新鮮な海産物が獲れ
る漁師町にも関わらず？ なぜかタラなどの魚介系の
駄菓子が妙に豊富です！
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郷
土
の
伝
統
芸
能
を
、

数
百
年
間
受
け
継
い
で
、

今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

東
通
村 

鹿
橋
青
年
会 

の
皆
さ
ま

S h i m o k i t a

伝
統
芸
能
を
伝
え
る
精
神

能舞の上演中、観客がめいめいに舞
台の裾へ歩み寄り、ご祝儀袋をそっ
と置いて客席へ戻って行くのも東通
村ならではの暮らしぶりなのかもし
れません。
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S h i m o k i t a

北
半
島
の
太
平
洋
側
に
位
置
す

る
東
通
村
で
は
、
16
世
紀
半
ば
頃

に
修
験
者
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る

能
舞
が
、
今
で
も
集
落
ご
と
に
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。

　

村
内
で
は
集
落
ご
と
に
能
舞
が
伝
承
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
14
を
数
え
る
ほ
ど
。

写
真
は
鹿
橋
集
落
の
青
年
会
が
演
じ
る

「
鐘
巻
」
と
呼
ば
れ
る
演
目
の
1
シ
ー
ン
で

す
。
能
舞
が
披
露
さ
れ
る
の
は
、
毎
年
正

月
三
賀
日
と
小
正
月
。
特
に
正
月
と
小
正

月
は
夕
方
か
ら
深
夜
に
至
る
ま
で
、
途
中

で
中
入
り
（
宴
会
）な
ど
も
挟
み
な
が
ら
10

以
上
の
演
目
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。
毎
年
12

月
に
は
集
落
の
青
年
会
員
が
集
会
所
な
ど

に
集
ま
っ
て
「
打
ち
習
い
」と
呼
ば
れ
る
練

習
会
を
重
ね
、
郷
土
の
伝
統
芸
能
を
連
綿

と
受
け
継
い
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
承
が
始
ま
っ
た
明
確
な

時
代
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
面

や
用
具
な
ど
に
は
江
戸
時
代
の
も
の
も

い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
そ
う
。
14
世
紀
半

ば
頃
に
そ
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
、
和
歌

山
県
の
熊
野
山
、
奈
良
県
吉
野
の
金
峯
山
、

山
形
県
の
羽
黒
山
な
ど
の
名
山
を
根
拠
地

と
し
た
修
験
者
た
ち
が
全
国
へ
伝
え
た
修

験
能
。
集
落
が
一
丸
と
な
っ
て
伝
承
に
集

中
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
伝
統
を
現

代
ま
で
克
明
に
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た

の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
「
伝
承
力
」
も
ま
た
、

下
北
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
特
徴
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

下

22「東通村郷土芸能保存連
合会発表会」は毎年1月中旬
に東通村体育館で開催

東通村役場
☎ 0175-27-2111
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世
界
で
唯
一（
!?
）
の
鮟
鱇
を
、

召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
！

「
俊
鷹
丸
」
木
下
清 

さ
ん

「
ま
る
ほ
ん
旅
館
」
長
谷
雅
恵 

さ
ん

国
の
、
い
い
え
、
世
界
中
の
食
い

し
ん
坊
に
朗
報
で
す
！
な
ん
と

活
き
た
ま
ま
水
揚
げ
さ
れ
る
鮟
鱇
を
味
わ

え
ま
す
。

　

も
し
か
す
る
と
、
世
界
中
探
し
て
も
唯

一
か
も
し
れ
な
い
そ
の
鮟
鱇
が
獲
れ
る
の

は
、
津
軽
海
峡
に
面
し
た
風
間
浦
村
。
沖

合
2
㎞
、
船
で
も
わ
ず
か
10
分
の
距
離
に

鮟
鱇
の
漁
場
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
鮟
鱇
を

生
き
た
ま
ま
水
揚
げ
で
き
る
漁
法
を
採
用

し
て
い
る
こ
と
で
、
新
鮮
す
ぎ
る
状
態
で

鮟
鱇
が
食
卓
に
届
く
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
身
は
刺
身
で
も
楽
し
め
ま
す
。

　

風
間
浦
村
の
鮟
鱇
の
漁
期
は
、
毎
年
11

月
中
旬
か
ら
6
月
ま
で
。
一
般
的
に
は
海

底
を
ず
る
ず
る
と
長
距
離
引
っ
張
る
「
底

引
き
網
」
に
よ
る
漁
が
主
流
で
す
が
、
風

間
浦
村
で
は
、
餌
を
付
け
な
い
針
で
鮟
鱇

を
ひ
っ
か
け
て
釣
り
上
げ
る
「
空
釣
り
」か
、

20
㎝
四
方
と
い
う
大
き
な
目
の
網
で
獲
る

「
刺
し
網
」
の
い
ず
れ
か
で
鮟
鱇
を
漁
獲
し

S h i m o k i t a

海
に
支
え
ら
れ
る
下
北
の
食
文
化

全
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S h i m o k i t a

ここで会える！ かも？

24「俊鷹丸」木下清さん
まずはFacebookでお友達申請のうえ

「この冊子で知った」とメッセージください。
https://www.facebook.com/kiyoshi.
kinoshita.94?fref=ts

25 まるほん旅館
風間浦村下風呂113　☎ 0175-36-2330 
http://maruhonryokan.com/

ま
す
。

「
鮟
鱇
は
と
て
も
貪
欲
。
大
き
な
口
で
何
で

も
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
、
胃
袋
の
中

か
ら
ヒ
ラ
メ
な
ど
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ

る
の
で
〝
お
楽
し
み
袋
〟
と
呼
ん
で
い
ま

す
」と
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
鮟
鱇
漁
師
歴

20
年
と
い
う
木
下
清
さ
ん
。

　

と
に
も
か
く
に
も
鮮
度
抜
群
。
ゆ
え
に
、

こ
こ
で
獲
れ
る
鮟
鱇
は
、
２
０
１
４
年
に

経
産
産
業
省
の
「
地
域
団
体
商
標
」
に
も

登
録
済
み
。
12
月
か
ら
3
月
ま
で
の
鮟
鱇

が
最
も
美
味
し
い
旬
の
時
期
に
、
生
き
た

ま
ま
水
揚
げ
さ
れ
た
5
㎏
以
上
の
魚
体
で
、

な
お
か
つ
水
揚
げ
後
に
胃
袋
の
中
を
掃
除

し
た
鮟
鱇
を
「
風
間
浦
鮟
鱇
」
と
し
て
、
都

内
の
鮟
鱇
料
理
専
門
店
を
は
じ
め
、
全
国

に
出
荷
中
。「
美
味
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
の

が
一
番
嬉
し
い
」
と
木
下
さ
ん
。「
風
間
浦

を
訪
れ
た
ら
ぜ
ひ
ど
な
た
で
も
連
絡
し
て

欲
し
い
」と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
「
風
間
浦
鮟
鱇
」
、
村
内
に
あ
る
室

町
時
代
か
ら
湯
治
場
と
し
て
栄
え
て
き
た

下
風
呂
温
泉
郷
で
も
味
わ
え
ま
す
。

「
鮟
鱇
は
骨
と
唇
以
外
は
ほ
と
ん
ど
食
べ

る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
よ
」
と
教
え
て

く
れ
た
の
は
、
明
治
20
年
代
創
業
の
老
舗

温
泉
宿
「
ま
る
ほ
ん
旅
館
」
の
女
将
、
長
谷

雅
恵
さ
ん
。
訊
け
ば
、
風
間
浦
村
の
鮟
鱇

は
黄
み
が
か
っ
た
色
を
し
て
い
る
こ
と
か

ら
「
き
あ
ん
こ
う
」
と
呼
ば
れ
、
魚
体
の
黒

い
一
般
的
な
鮟
鱇
と
比
べ
て
肝
の
脂
が
上

質
で
美
味
し
い
そ
う
。

　

最
高
の
鮮
度
を
求
め
て
「
風
間
浦
鮟
鱇
」

を
味
わ
う
た
め
に
風
間
浦
村
ま
で
赴
く
価

値
は
、
俄
然
あ
り
で
し
ょ
う
。

「風間浦村鮟鱇まつり」開催！

毎年、鮟鱇が旬を迎える12月から3月の期間中、村内
の下風呂温泉にある9軒の旅館や食堂では、「風間浦
鮟鱇まつり」と称して、予約制で鮟鱇のフルコース
を提供。肝や刺身にはじまって、昔からこの地で親
しまれてきた郷土料理の共和え（身や皮を肝で和え
る）、煮こごり、鍋、焼物または唐揚げに至るまでの
全6品のフルコースを堪能できます。

詳しくは、http://www.shimohuro.com/
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根
県
出
身
の
園
山
和
徳
さ
ん
が

下
北
半
島
の
最
奥
に
位
置
す
る

佐
井
村
へ
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て

移
住
し
て
き
た
の
は
２
０
１
３
年
の
こ
と
。

佐
井
村
を
中
心
に
、
地
域
活
性
化
の
活
動

や
ツ
ア
ー
＆
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
手
掛
け

る
「
く
る
く
る
佐
井
村
」で
代
表
理
事
を
務

め
て
い
ま
す
。

　

実
は
食
材
付
き
情
報
誌
『
下
北
半
島
食

べ
る
通
信
』
の
編
集
長
で
も
あ
る
園
山
さ

ん
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
写
真
で
そ

の
手
に
握
っ
て
い
る
ア
ピ
オ
ス
の
観
光
資

源
化
。
ア
ピ
オ
ス
と
は
北
米
原
産
の
マ
メ

科
の
植
物
で
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
ス
タ

ミ
ナ
源
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
栄
養
価
が
高

く
、
県
内
で
は
「
ほ
ど
い
も
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
米
や
雑
穀
の
栽
培
が
難
し
い

下
北
半
島
で
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
救
荒
作
物

と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ア
ピ

オ
ス
も
ま
た
こ
の
地
域
に
適
し
た
作
物
と

い
う
こ
と
で
、
近
年
生
産
者
が
増
え
て
い

ま
す
。
し
か
も
、
地
元
の
畑
を
荒
ら
す
サ

ル
も
こ
の
ア
ピ
オ
ス
は
食
べ
な
い
と
あ
っ

て
、
観
光
と
絡
め
つ
つ
ア
ピ
オ
ス
の
農
業

振
興
を
図
ろ
う
と
画
策
中
！

下
北
の
食
の
魅
力
の
伝
道
師

ここで会える！ かも？

26 くるくる佐井村
佐井村大佐井112-1（アルサス内）
☎ 0175-33-0014
http://www.kurukuru-sai.com/

「下北半島食べる通信」
http://taberu.me/shimokita/

来
訪
者
を
下
北
の
食
の
底
力
で
、

ド
キ
ド
キ
さ
せ
て
い
ま
す
。

「
く
る
く
る
佐
井
村
」
園
山
和
徳 

さ
ん

S h i m o k i t a

島
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S h i m o k i t a

暮
ら
し
の
魅
力
の
発
掘
者
た
ち

膳
を
並
べ
て
い
ざ
乾
杯
。
な
ん
だ

か
と
っ
て
も
楽
し
そ
う
な
こ
の

状
況
、
実
は
、
年
に
4
回
発
行
さ
れ
る
食

材
付
き
の
情
報
誌
『
下
北
半
島
食
べ
る
通

信
』
が
企
画
し
た
、
読
者
と
一
緒
に
産
地

を
巡
っ
て
下
北
地
方
の
食
を
味
わ
い
、
生

産
者
や
地
域
の
人
々
と
交
流
す
る
と
い
う

ツ
ア
ー
の
ひ
と
コ
マ
で
す
。
左
か
ら
、
下

風
呂
温
泉
「
ま
る
ほ
ん
旅
館
」女
将
の
長
谷

雅
恵
さ
ん
（
Ｐ
38
参
照
）
、「
く
る
く
る
佐

井
村
」代
表
理
事
の
園
山
和
徳
さ
ん
（
Ｐ
39

参
照
）
、「
Ｙ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
代
表
の
島

康
子
さ
ん
（
Ｐ
33-

34
参
照
）
、「
イ
カ
す
大

畑
カ
ダ
ル
団
」の
竹
内
瑞
穂
さ
ん
（
Ｐ
32
参

照
）。
い
ず
れ
も
下
北
を
元
気
に
し
た
い
と

い
う
思
い
で
活
動
す
る
人
た
ち
で
す
。

　

そ
し
て
写
真
右
端
の
久
保
里
砂
子
さ
ん

も
ま
た
今
回
の
ツ
ア
ー
を
企
画
し
た
メ
ン

バ
ー
の
ひ
と
り
。

　

久
保
さ
ん
の
名
刺
の
肩
書
は
「
街
の
元

気
づ
く
り
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
。
今
や

移
住
定
住
の
先
進
地
と
し
て
全
国
に
名
を

馳
せ
る
島
根
県
の
江
津
市
で
は
、
商
店
街

の
22
の
空
き
店
舗
を
わ
ず
か
3
年
で
埋
め

る
な
ど
、
驚
く
べ
き
活
躍
を
続
け
る
地
元

の
若
者
た
ち
を
支
援
す
る
な
ど
、
商
店
街

の
振
興
や
ま
ち
づ
く
り
、
そ
し
て
地
域
連

携
の
分
野
で
20
年
以
上
も
活
躍
し
て
き
ま

し
た
。

　

結
婚
を
機
に
む
つ
市
へ
移
住
。
今
で
は

市
内
の
41
店
舗
の
商
店
が
参
加
し
て
、
例

え
ば
、
メ
ガ
ネ
屋
さ
ん
が
メ
ガ
ネ
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
講
座
を
行
う
な
ど
の
「
む
つ
ま
ち
ゼ

ミ
」
を
開
催
し
た
り
、
前
述
の
ツ
ア
ー
を
企

画
し
た
り
と
、
下
北
が
元
気
な
雰
囲
気
に
包

ま
れ
る
よ
う
に
と
尽
力
し
て
い
ま
す
。

　

久
保
さ
ん
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
〝

人
〟。

「
商
店
街
の
専
門
店
の
エ
ン
ジ
ン
は
〝
人
〟
。

ネ
ッ
ト
じ
ゃ
な
く
て
あ
な
た
か
ら
買
い
た

い
と
い
う
気
持
ち
で
、
お
客
さ
ん
は
店
を

訪
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

人
と
関
わ
る
と
新
た
な
価
値
を
築
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

「
例
え
ば
食
べ
物
は
産
地
で
味
わ
え
ば
も

ち
ろ
ん
美
味
し
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は

生
産
者
が
い
て
、
苦
労
や
楽
し
み
や
自
然

と
共
存
し
て
い
る
真
剣
な
営
み
が
あ
り

ま
す
。
現
地
で
そ
ん
な
人
た
ち
と
出
会
い
、

そ
の
営
み
に
触
れ
る
こ
と
が
最
高
に
贅
沢

な
旅
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　

面
白
く
な
い
と
人
は
動
か
な
い
。
そ
し

て
現
地
の
日
々
の
暮
ら
し
や
習
慣
な
ど
、

何
気
な
い
日
常
が
、
訪
れ
る
人
に
と
っ
て

は
面
白
い
。
下
北
半
島
の
面
白
さ
を
久
保

さ
ん
は
日
々
開
拓
し
て
い
ま
す
。

下
北
半
島
の
面
白
さ
を
、

毎
日
発
掘
し
て
い
ま
す
。

久
保
里
砂
子 

さ
ん

お

ここで会える！ かも？ 　 20 曹洞宗 円祥山大安寺 （『下北半島食べる通信』編集拠点）　むつ市大畑町本町80　☎ 0175-34-2926　http://www.daianji.jp/
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津軽

…
ま
さ
に
り
ん
ご
だ
ら
け
。
10
～
11
月
の

最
盛
期
、
弘
前
市
郊
外
の
市
場
に
は
り
ん

ご
を
満
載
し
た
木
箱
が
1
日
で
10
万
箱
近

く
も
集
ま
り
ま
す
。
青
森
県
の
り
ん
ご
の

生
産
量
は
毎
年
平
均
45
万
ト
ン
。
全
国
に

出
回
る
り
ん
ご
の
約
6
割
が
青
森
県
産
で
、

全
国
の
り
ん
ご
農
家
の
約
3
割
が
青
森
県

に
集
中
し
て
い
ま
す
。

　

冬
は
豪
雪
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

こ
の
地
域
は
、
日
本
海
を
北
上
す
る
対
馬

暖
流
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、
夏
の
気
温
が

思
い
の
ほ
か
高
く
、
津
軽
平
野
は
国
内
有

数
の
米
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

米
が
た
く
さ
ん
と
れ
る
の
で
、
蒸
し
た
餅

米
を
赤
ジ
ソ
や
細
か
く
刻
ん
だ
野
菜
と
混

ぜ
合
わ
せ
て
乳
酸
発
酵
さ
せ
た
「
す
し
こ
」

と
呼
ば
れ
る
〝
お
米
の
漬
物
〟
な
ど
、
津
軽

地
方
に
は
お
米
を
巡
る
珍
事
が
た
く
さ
ん
。

　

海
産
物
に
も
困
ら
な
い
豊
か
な
地
域
だ

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
津
軽
の
人
々
は
「
え

津
軽
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り

食べるのに困らない豊かな風土。

ゆえに津軽は大盤振る舞いでお祭り好き !?
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津
軽
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
ま
と
め
ま
す
と
…

■ りんごを中心に回る地域経済と生活文化 ➡ P43-52

津軽地方は経済や文化はりんごを中心に回っているかの

ようです。例えばりんごの木を剪定する「剪定鋏」は専門

の鍛冶屋の仕事。出荷の際に使われる「木箱」やりんごの

色付きを良くするために樹上のりんごにかぶせる紙製の

「袋」なども、専門業者が製造を請け負います。りんごが不

作だった次の年には飲食店からは客が減り、自動車の売

上も伸び悩む…という噂もちらほら。果実はジュースや

ジャム、アップルパイ、シードルなどに姿を変えて産業を

盛り上げています。その他、りんごを題材にした小説や映

画など、文化方面でもりんごが活躍しています。

■ 藩政時代から続くハイカラな文化 ➡ P53-54

漆を塗って乾かしてさらに研ぎ出すという工程を50回ほ

ど繰り返して作りあげる「津軽塗」や、藍で染めた紺色の

麻布に白い木綿の糸で幾何学模様の刺繍を施す「こぎん

刺し」、津軽の土や薪などの気候風土から生みだされる

「津軽焼」、名門刀鍛冶の系譜を受け継ぐ「日本刀」など藩

政時代から受け継がれる伝統工芸が今でも暮らしの中に

息づいています。

■ 独特な気候風土と地形が育む食文化 ➡ P55-62

雨が降り、山に染みて川となり、海へと注ぐ…。世界自然

遺産として登録されている白神山地は、広大なブナの原

生林の栄養をたっぷり含んだ水が平野の水田を潤し、森

の木々が燃料や道具をもたらし、山菜やきのこなど郷土

料理には欠かせない山の幸を育んでいます。さらに、白神

山地の栄養豊富な水が川となって流れ込む日本海は、多

様な魚介や海藻が育まれる“豊穣の海”。ここで獲れる海の

幸と川で獲れる淡水魚は「白神の魚」とも呼ばれています。

りんごやお米をはじめとした農産物が豊富にとれる内陸

部と、海産物のバリエーションがすこぶる豊富な日本海

沿岸部。いずれの恵みも豊かな森がカギを握っている点

が津軽地方の食文化の特徴です。

■ 一意専心な生き様が生み出す独特な暮らしぶり

➡ P63-66

2016年3月の北海道新幹線の開業に伴って注目を浴びて

いる津軽半島エリア。この地域は“奥津軽”とも呼ばれ、独

特な精神性を育む土地として、県内でも一目置かれてい

ます。一言すれば「一意専心」。他人の意見には心を曲げず、

ひたすら自分の信じた道を突き抜けるという傾向が、垣

間見られるのです。経済性や効率性といった一般的に「価

値」とされていることには目もくれず、一見すると無駄な

ことのように思えることでも、一心不乱に追い求め続け

ることを津軽弁で「やってまれ」と表現します。「やっち

ゃいましょう!」とか「さぁやろう！」という意味の言葉で、

物怖じせずにとりあえず前進する潔さにも似たニュアン

スも含んでいます。

ふ
り
こ
ぎ
」だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
い
い
振
り
を
す
る
人
」と
い
う
意
味
で
、

津
軽
人
の
気
前
の
良
さ
を
表
現
し
た
言
葉
。

津
軽
に
は
そ
の
場
が
盛
り
上
が
る
よ
う
に

と
大
盤
振
る
舞
い
を
し
て
し
ま
う
人
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
ね
ぶ
た
祭
」
の
よ
う

な
お
祭
り
好
き
で
派
手
さ
を
好
み
、
ハ
イ

カ
ラ
で
ラ
テ
ン
な
勢
い
も
随
所
に
感
じ
ら

れ
る
津
軽
地
方
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
こ
れ

か
ら
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
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Ts u g a r u

農家が干したリンゴ
原材料はりんごと塩だけ。切ったりんごを塩水へく
ぐらせて変色を止めた後は、ひたすら乾燥させて完
成。「とっても食感が悪い」と木村さんが思うほど

（笑）。でも、10回ほど噛んでいるうちに口の中の様
子が変わってくる！ まさにりんご。香りもりんご。
味もりんご。意外なほどのりんご感に感動します。
ふじ、王林、ジョナゴールド、むつ、星の金貨、かが
やき、千雪、つがる、黄王、スターキングなど、品種
ごとに10種以上がラインアップ。品種ごとに味も香
りも、酸味も甘みも異なるのは驚き。1個580円

ん
ご
を
は
じ
め
と
し
て
、
米
や
大

豆
な
ど
を
大
規
模
に
手
掛
け
る

「
風
丸
農
場
」
。
農
場
主
の
木
村
才
樹
さ
ん

に
訊
け
ば
、
特
に
り
ん
ご
の
園
地
は
規
模

が
大
き
く
「
面
積
で
は
日
本
で
一
番
大
き

な
り
ん
ご
農
家
か
も
し
れ
な
い
」そ
う
。

　

木
村
さ
ん
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
生

活
者
と
生
産
者
が
一
緒
に
つ
く
る
新
し
い

農
業
で
す
。

　

例
え
ば
「
み
ん
た
ば
！
」
と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
。
こ
れ
は
「
み
ん
な
の
田
畑
」
の

略
で
す
が
、
要
は
企
業
や
学
生
グ
ル
ー
プ

な
ど
の
団
体
が
田
畑
の
オ
ー
ナ
ー
と
な
り
、

土
に
触
れ
る
や
す
ら
ぎ
や
収
穫
の
喜
び
、

そ
し
て
み
ん
な
で
食
べ
る
喜
び
な
ど
、
農

業
の
楽
し
み
を
味
わ
い
な
が
ら
、
人
材
の

育
成
や
組
織
の
強
化
に
役
立
て
つ
つ
、
そ

れ
が
地
域
課
題
の
解
決
や
食
・
環
境
問
題

の
解
決
に
つ
な
が
る
よ
う
な
農
作
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
で
す
。

　

さ
ら
に
、
都
市
部
の
フ
ァ
ン
が
増
え
続

け
て
い
る
と
い
う
「
農
家
が
干
し
た
リ
ン

ゴ
」
な
ど
の
農
作
物
の
加
工
品
の
製
造
も

手
掛
け
て
い
ま
す
。
り
ん
ご
を
干
し
た
だ

け
、
も
ち
ろ
ん
砂
糖
も
不
使
用
…
と
い
う

こ
の
商
品
は
、
噛
む
ほ
ど
に
り
ん
ご
そ
の

も
の
の
味
わ
い
が
広
が
る
逸
品
。
地
域
一

帯
に
降
っ
た
雹
に
よ
っ
て
傷
付
き
、
売
り

物
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
ん

ご
を
、
苦
肉
の
策
で
干
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

大
ヒ
ッ
ト
商
品
へ
と
成
長
し
た
の
だ
と
か
。

「
今
、
生
産
者
は
〝
も
の
づ
く
り
〟
と
同
時

に
〝
関
係
づ
く
り
〟
を
す
る
時
代
。
こ
れ
か

ら
の
農
業
は
、
生
産
者
と
生
活
者
が
丁
寧

な
関
係
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
ん
だ
よ
ね
」。

　

木
村
さ
ん
が
そ
ん
な
取
り
組
み
を
続

け
て
い
る
理
由
は
た
だ
ひ
と
つ
。
そ
れ
は
、

冬
場
に
農
家
が
出
稼
ぎ
す
る
必
要
を
無
く

す
た
め
。
そ
ん
な
木
村
さ
ん
に
は
、
日
本

海
に
面
し
た
鯵
ヶ
沢
町
の
「
風
丸
農
場
」で

会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

農
作
物
づ
く
り
だ
け
で
は
な
く
、

生
活
者
と
の
関
係
づ
く
り
に
も
と

取
り
組
ん
で
い
い
ま
す
。

「
風
丸
農
場
」
木
村
才
樹 

さ
ん

り
ん
ご
を
軸
に
回
る
経
済
と
文
化

ここで会える！ かも？

52 風丸農場
鰺ヶ沢町大字建石町大曲1-1
☎ 0173-82-5421 
http://www.kazemaru-nojo.com/

り
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シードルは、左から「スイート」「ドライ」、季節限定の「グレース」と「ハー
ヴェスト」の4種。タンクを密閉して二次発酵させる自然な製法でつくられ
ると同時に「無ろ過製法」ゆえ、りんごならではの果実感を楽しめます。そ
れぞれ750ml（1,450円）と375ml（830円）の2サイズ展開。

Ts u g a r u

業
」
と
は
「
ア
グ
リ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
。

そ
の
〝
カ
ル
チ
ャ
ー
〟
の
部
分
に

焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
後
継
者
不
足
問

題
に
取
り
組
む
り
ん
ご
農
家
が
、
高
橋
哲

史
さ
ん
で
す
。

　

弘
前
市
の
郊
外
に
あ
る
弘
前
市
り
ん
ご

公
園
の
敷
地
内
に
、り
ん
ご
の
木
々
に
囲
ま

れ
る
よ
う
に
し
て
佇
む
白
い
三
角
形
の
建

物
は
、
高
橋
さ
ん
を
中
心
に
若
手
の
り
ん

ご
生
産
者
た
ち
が
自
ら
シ
ー
ド
ル
を
つ
く

る
小
さ
な
醸
造
所
。そ
の
名
は「kim

ori

（
き

も
り
）」。
そ
の
年
の
収
穫
に
感
謝
し
、
翌
年

の
豊
作
を
願
う
た
め
に
、
収
穫
の
終
わ
っ

た
り
ん
ご
の
木
に
ひ
と
つ
だ
け
果
実
を
残

す
「
木
守
り
（
き
も
り
）」
と
い
う
風
習
が
そ

の
名
の
由
来
で
す
。

「
シ
ー
ド
ル
づ
く
り
は“

目
的”

で
は
な
く
〝

手
段
〟」
と
髙
橋
さ
ん
。
自
ら
も
り
ん
ご
農

家
で
あ
る
髙
橋
さ
ん
が
こ
の
醸
造
所
を
始

め
た
の
は
、
実
は
危
機
感
か
ら
で
し
た
。

「
弘
前
の
り
ん
ご
農
家
は
６
０
０
０
軒
、
そ

の
う
ち
後
継
者
が
い
る
の
は
２
割
で
す
。20

年
後
に
は
間
違
い
な
く
今
の
半
分
に
減
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」

　

津
軽
地
方
は
、
経
済
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
文
化
や
暮
ら
し
な
ど
様
々
な
物
事
が

り
ん
ご
を
中
心
に
回
っ
て
い
る
地
域
。
り

ん
ご
農
家
が
半
減
す
れ
ば
、
地
域
全
体
が

萎
え
き
っ
て
し
ま
う
…
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
直
接
り
ん
ご
と
は
関
係
の
な
い
産
業
に
携

わ
っ
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
も
他
人
事

で
は
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
私
は
こ
こ
を

単
な
る
醸
造
所
で
は
な
く
、
り
ん
ご
を
知

っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に
な
る
入
口
に
し

地
域
の
未
来
の
た
め
に
、

り
ん
ご
と
と
も
に
あ
る
暮
ら
し
の

豊
か
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
。

「
弘
前
シ
ー
ド
ル
工
房kim

ori
」
髙
橋
哲
史 

さ
ん

り
ん
ご
を
軸
に
回
る
経
済
と
文
化

ここで会える！ かも？

34 弘前シードル工房
kimori（キモリ）

弘前市清水富田寺沢52-3
☎ 0172-88-8936 

9時〜17時　無休
http://kimori-cidre.com/

農

た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

そ
ん
な
思
い
を
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
、
高

橋
さ
ん
は
り
ん
ご
の
木
の
下
で
の
ラ
イ
ブ

や
ヨ
ガ
、
薪
ス
ト
ー
ブ
を
使
っ
た
焼
き
り

ん
ご
づ
く
り
、
さ
ら
に
は
津
軽
地
方
の
り

ん
ご
農
家
が
愛
し
て
や
ま
な
い
ホ
ル
モ
ン

と
シ
ー
ド
ル
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ「
ホ
ル
モ
ン

天
国
」な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
。

「
り
ん
ご
の
畑
の
中
で
集
い
、
素
敵
な
時
間

を
楽
し
め
る
の
は
弘
前
の
特
権
で
す
」

　

り
ん
ご
と
と
も
に
あ
る
豊
か
な
暮
ら
し

が
津
軽
の
人
た
ち
の
〝
日
常
〟
に
な
れ
ば
、

巡
り
巡
っ
て
後
継
者
不
足
と
い
う
危
機
を

食
い
止
め
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。「kim

ori

」を
中
心
に
し
て
、

り
ん
ご
の
産
地
な
ら
で
は
の
新
し
い
暮
ら

し
ぶ
り
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
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Ts u g a r u

り
ん
ご
を
軸
に
回
る
経
済
と
文
化

津
軽
の
り
ん
ご
農
家
は
、

ホ
ル
モ
ン
に
夢
中
で
す
。
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が
深
々
と
降
る
真
冬
の
夕
方
、
り

ん
ご
農
家
の
古
村
さ
ん
の
ご
自

宅
の
倉
庫
は
、
胃
袋
を
掴
む
ま
で
に
香
ば

し
い
焼
肉
煙
で
モ
ク
モ
ク
し
て
い
ま
し
た
。

真
っ
赤
に
熾
き
た
炭
火
に
時
折
ジ
ュ
ウ
ッ

と
脂
を
落
と
し
て
は
焼
肉
サ
ウ
ン
ド
を
奏

で
て
い
る
の
は
「
豚
ホ
ル
モ
ン
」。

　

古
村
家
で
は
、
定
期
的
に
家
族
や
親
し

い
友
人
が
集
ま
っ
て
は
、
季
節
に
関
係
な

く
ホ
ル
モ
ン
を
焼
い
て
楽
し
む
そ
う
。
こ

れ
は
古
村
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

り
ん
ご
生
産
の
中
心
部
で
あ
る
中
南
津
軽

（
Ｐ
47
Ｍ
Ａ
Ｐ
参
照
）
と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ア

で
は
、
焼
肉
よ
り
ホ
ル
モ
ン
焼
き
が
主
流
。

し
か
も
飲
食
店
で
は
な
く
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

専
門
の
精
肉
店
か
ら
買
っ
て
き
て
、
自
宅

の
ガ
レ
ー
ジ
や
畑
、
庭
な
ど
で
焼
い
て
楽

し
み
ま
す
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
、
津
軽
で
は
一
般
的
な

精
肉
店
に
も
ホ
ル
モ
ン
は
揃
う
し
、
ホ
ル

モ
ン
し
か
扱
わ
な
い
精
肉
店
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。 

試
し
に
津
軽
地
方
の
タ
ウ
ン

ペ
ー
ジ
の
「
食
肉
店
」部
門
を
調
べ
て
み
れ

ば
「
×
×
ホ
ル
モ
ン
店
」と
い
う
店
名
が
ズ

春先から秋にかけて、人が集まる機会があれば、
ホルモン大会が始まります。わざわざ好みのホ
ルモンを買うために、車を1時間以上も走らせる
こともあるとか。

各店ともホルモンの臭みを取り除くための趣向
と研究を凝らして、秘伝の下処理方法を編み出し
ています。どうやら二層式の洗濯機を使うという
点がポイントになっている模様です。

テイクアウト専門の「津軽ホルモ
ン」のスタイルを作りあげた店と言
われています。創業して以来、商品
は自家製味付け豚ホルモン（内臓肉
のみ）。卸売は一切せず、自店のみ
での販売です。

35 弘前市青女子桜苅300  ☎ 0172-
72-1006　ホルモン（ミックス）500
円／500g、サガリ700円／400g

休日ともなれば、ホルモンの待ちの
行列ができるほどの人気店。倉石牛
などの銘柄ブランド肉から、ガンダ
ム（鶏のハラミ）やドラゴン（豚の
ど軟骨）と呼んでいるレアな部位も
多数扱っている大規模精肉店。にん
にくの効いた“スタミナ系”の濃厚な
タレが、りんごの農作業の疲れを癒
やしてくれそうです。
42 平川市町居南田79-1  ☎ 0172-
44-2566　ホルモン（ミックス）90
円／100g、サガリ140円／100g

希望の部位を希望の量だけブレンド
して、自分だけのオリジナルホルモ
ンが購入できるシステムを採用。タ
レ無しの希望にも応じてくれるなど、
きめ細やかなサービスが売りです。
味噌やにんにくが控えめで、上品な
味付けなのに臭みをほぼ感じないの
は、店舗の中央に鎮座するパナソニ
ック製の二槽式洗濯機のおかげか？
43 藤崎町藤崎若前51-3 ☎ 0172-
75-2138　ホルモン（ミックス）120
円／100g、サガリ150円／100g、大
腸・子袋・タンは各150円／100g

町の中心から離れた集落の道路沿い
にひっそりと佇む知る人ぞ知る名店。
隣村の「と畜場」を脱サラした店主
による青森県産の豚ホルモンが人気。
タレは味噌の他に塩味も。味付けが
あっさり系で、臭みのないホルモン
のうま味を堪能できます。ちなみに
店名の「あっと」とは店主の子供時
代からのアダ名だとか。
44 藤崎町中野目葛巻14-8  ☎ 0172-
75-5755　ホルモン（ミックス）100
円／100g、サガリ160円／100g

ラ
リ
と
並
ん
で
い
る
は
ず
で
す
。

　

特
に
り
ん
ご
農
家
が
大
部
分
を
占
め

る
集
落
で
は
、
年
代
に
関
係
な
く
ホ
ル

モ
ン
愛
好
者
が
多
く
、
盆
暮
れ
正
月
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
会
合
や

消
防
団
の
集
ま
り
、
り
ん
ご
の
共
同
防

除
作
業
な
ど
、
人
が
集
ま
れ
ば
、
ほ
ぼ

無
意
識
に
炭
火
を
用
意
し
ち
ゃ
う
ぐ
ら

い
の
ホ
ル
モ
ン
好
き
。
少
し
前
ま
で
は
、

小
学
校
の
運
動
会
に
ド
ラ
ム
缶
で
特
製

し
た
グ
リ
ル
を
持
ち
込
み
、
玉
入
れ
で

競
う
赤
組
と
白
組
の
勝
敗
の
行
方
と
香

ば
し
く
焼
か
れ
た
ホ
ル
モ
ン
と
が
〝
肴

〟
と
し
て
同
列
に
位
置
す
る
と
い
う
ほ

ど
、
お
父
さ
ん
た
ち
は
ホ
ル
モ
ン
に
夢

中
…
な
ん
て
現
象
も
。
ち
な
み
に
野
菜

の
類
は
一
切
焼
き
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
数
多
あ
る
津
軽
ホ
ル
モ
ン

精
肉
店
の
中
か
ら
、
毛
色
の
異
な
る

４
店
舗
を
厳
選
し
て
、
比
較
し
ま
し
た
。

下
処
理
の
方
法
や
味
付
け
な
ど
、
各
店

舗
が
頑
な
に
そ
の
ポ
リ
シ
ー
を
固
守
す

る
た
め
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
店

の
数
と
同
じ
だ
け
あ
る
の
で
す
！

ホルモン あっと 高谷精肉店 水木精肉店 奈良ホルモン店

Ts u g a r u

雪
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あっと
山本ホルモン

中村ホルモン

館田ホルモン

かねちゃんホルモン

ホルモン・焼き鳥直売所

豚金・葛西精肉店

髙谷精肉店

野田精肉店

水木精肉店

大昇ホルモン

奈良ホルモン

ホルモン番番

肉の千里

もつけ屋

りんご公園

弘前城

弘前駅

板
柳
町
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

田
舎
館
食
肉
衛
生
検
査
所

軽
ホ
ル
モ
ン
の
人
気
店
を
マ
ッ

プ
に
落
と
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
驚

愕
の
事
実
が
明
る
み
に
！ 

な
ん
と
弘
前
市

街
地
を
中
心
に
し
て
ホ
ル
モ
ン
街
道
が
環

状
線
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
〝
環

状
線
〟
の
沿
線
は
弘
前
市
の
郊
外
に
あ
た

り
、
り
ん
ご
の
園
地
と
り
ん
ご
農
家
の
集

落
が
点
在
し
て
い
る
エ
リ
ア
。
さ
ら
に
言

え
ば
津
軽
地
方
の
経
済
と
文
化
を
牽
引
し

て
い
る
心
臓
部
に
あ
た
り
ま
す
。

　

津
軽
ホ
ル
モ
ン
の
人
気
店
が
弘
前
の
市

街
地
で
は
な
く
、
り
ん
ご
産
業
の
活
発
な

郊
外
郡
部
に
点
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
津
軽
ホ
ル
モ
ン
と
り
ん
ご
産
業
に
は

何
ら
か
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
実
際
に
ホ
ル
モ
ン
販
売
店
の

ご
主
人
に
来
店
者
の
層
に
つ
い
て
聞
い
て

み
た
と
こ
ろ
「
７
～
８
割
が
地
元
の
り
ん

ご
農
家
」だ
と
の
こ
と
で
し
た
。
…
り
ん
ご

と
ホ
ル
モ
ン
の
関
係
、
な
ん
だ
か
と
っ
て

も
深
そ
う
で
す
。

地
図
で
眺
め
て
一
目
瞭
然
。

津
軽
ホ
ル
モ
ン
環
状
線
!!

Ts u g a r u

津

＝りんごの園地

津軽ホルモン環状線ＭＡＰ

り
ん
ご
を
軸
に
回
る
経
済
と
文
化
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り
ん
ご
畑
の
中
心
で
、

ホ
ル
モ
ン
を
焼
く
。

Ts u g a r u

心
つ
い
た
頃
か
ら
り
ん
ご
畑
で
ホ

ル
モ
ン
を
焼
い
て
い
た
」
と
い
う

「
弘
前
シ
ー
ド
ル
工
房 kim

ori

」
の
髙
橋
哲

史
さ
ん
（
Ｐ
44
参
照)

。「
ホ
ル
モ
ン
が
好
き

だ
！
と
い
う
パ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
周

囲
に
外
食
す
る
店
も
無
い
し
、
ホ
ル
モ
ン

し
か
な
か
っ
た
か
ら
食
べ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
」
と
、
な
ん
だ
か
控
え
め
。
で

す
が
、
ホ
ル
モ
ン
は
り
ん
ご
農
家
に
と
っ

て
は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
タ
ン
パ
ク
源
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
ホ
ル

モ
ン
を
食
べ
る
習
慣
が
り
ん
ご
栽
培
の
盛

ん
な
地
域
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
「
ホ
ル
モ
ン
は
、
も
と
も
と
関
西
以
西

の
食
文
化
だ
っ
た
は
ず
。
お
そ
ら
く
津
軽

地
方
か
ら
関
西
ま
で
り
ん
ご
を
運
ん
だ
移

出
商
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
」と
推
測
し
ま
す
。

　

り
ん
ご
農
家
と
ホ
ル
モ
ン
の
関
係
に
魅

せ
ら
れ
た
髙
橋
さ
ん
は
、
年
に
数
回
、
津
軽

ホ
ル
モ
ン
を
〝
文
化
〟
と
し
て
語
り
な
が
ら
、

自
ら
の
シ
ー
ド
ル
と
ホ
ル
モ
ン
を
マ
ッ
チ

ン
グ
さ
せ
る
イ
ベ
ン
ト
「
ホ
ル
モ
ン
天
国
」

を
開
催
中
。
り
ん
ご
農
家
た
ち
の
暮
ら
し

ぶ
り
の
中
で
、
独
自
に
進
化
を
遂
げ
て
き

た
津
軽
ホ
ル
モ
ン
。
ぜ
ひ
一
度
味
わ
っ
て

み
ま
せ
ん
か
？

物
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Ts u g a r u

り
ん
ご
を
軸
に
回
る
経
済
と
文
化

りんご農業を支える津軽の手仕事

木 箱

の木製の箱は、りんごを市場へ出荷する際には欠か

せない、りんご農家にとってのマストアイテム。1

箱におよそ20kgのりんごが入ります。素材として使われる

アカマツの木は、りんごを赤く色付かせる効果があるとも

いわれています。

　津軽地方には、りんごの木箱専門の製造業者が何社も

あり、りんご箱のニーズは終始途絶えることがありません。

1973年創業の「青森資材うばさわ」では、年間40万箱を製

造し、同じく40万箱を中古で流通させているとのこと。ち

なみに組み立てはすべて手作業。1日に100個以上を組み立

てる熟練の職人がフル稼働して対応しているということで

すが、注文を断らなければならないことも少なくないとか。

　同社系列のセレクトショップ「monohaus（モノハウス）」

では、りんご箱をインテリア用に販売もしています。
48 monohaus　板柳町福野田実田30-5　☎ 0172-72-1321 

んご栽培技術の中でも最も大切なのが、りんごの枝

を伐採し、樹状の形を整える剪定作業です。りんご

の美味しさの鍵にもなる日光が樹の中心部まで入るように

したり、良い実を付けない枝を切り落としたり、余計な枝

を伐採することで作業効率を図ったりすることが目的です。

毎年1月から2月にかけて、豪雪の園地で剪定作業に励むり

んご農家にとって欠かせないのが、剪定鋏。

　三國 徹さんは、1887年に創業した「三國打刃物店」の五

代目。津軽型の剪定鋏は、柄や刃の部分はもちろんのこと、

ネジに至るまですべて鉄の固まりを叩いてつくるため「鋏

だけに集中して作業しても、１日で１丁仕上げるのがやっ

と」とのこと。その特徴は、刃とそれを受ける「カラス」と

呼ばれる部品との間に微妙な角度を付けるという点。その

ため、使い込んでも切れ味が落ちることがないのです。津

軽型の剪定鋏は全国の果樹鋏の手本となっているのだそう。
27 三國打刃物店　弘前市茂森町170-3　☎ 0172-33-2202

こり

剪定鋏
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これらはすべてりんご農家にとって欠かせないアイテムと、その作り手。雪深い地域の農業だからでしょうか？　それとも、そもそも

手のかかる作物だからでしょうか？　とにもかくにも、りんごを育てて出荷するためには、特殊な道具があれやこれやと必要なのです。

こんな手仕事が支えているからこそ、青森は全国トップのりんごの産地になれたのかもしれません。

Ts u g a r u

ロンとしたフォルムが愛らしい…。その名は「ボッ

コ靴」。天然ゴム100％、１つ１つ手作業で作られま

す。保温力に優れているため、雪深い津軽の冬のりんご剪

定作業には欠かせない暖かさと耐久性を兼ね揃えた防寒靴

です。…が、大量生産時代の影響からか30年以上前にその

生産はストップ。その復活に成功したのが、黒石市横町商

店街で靴屋を営む「Ｋボッコ」の工藤 勤さんです。当初は

材料もない状態でしたが、往年の愛用者であるりんご農家

からの強い要望に応えて材料を調達し、当時の職人さんの記

憶と経験を頼りに微調整を重ねつつ…と努力を重ねて、復活

したのは2005年のこと。お値段は、右の「半長」が14,500円

で、左の「ロング」が16,000円。サイズは22.0cm〜28.0cm

まで5mm刻み（27.5cmと28.0cmはプラス1,000円）。

40 Kボッコ　黒石市横町1-2　☎ 0172-52-2181
http://www.k-bocco.com/

年8月ごろから始まるりんごの収穫。この竹かごは

収穫作業を陰ながら支えています。作り手は、岩木

山麓の愛宕地区に工房を設け、奥さんと娘さんの3人で製作

を続ける三上幸男さん。長時間の作業の負担にならないその

軽さ、竹かごが当たってもりんごが傷つかないしなやかさ、

りんごの重さをしっかりと支える頑丈さ。そんな機能が、可

愛らしいしい楕円のフォルムの中に隠れています。軽さの

理由は、材料として使われる笹の一種ネマガリダケ。八甲田

山や岩木山で調達しています。頑丈さを支えているのは、六

角形の目を作りながら編み上げる「六ツ目編み」という手法

で、国際宇宙ステーションの部品にも応用されています。こ

の昔ながらの手籠に絶大な信頼を寄せるりんご農家が多い

のも頷けます。工房に併設された展示室では竹かごの販売

も。りんごの収穫に使う頑丈なものは1個2,000円程度。
36 三上幸男竹製品販売センター　弘前市愛宕山下71-1　
☎ 0172-82-2847

ゴ例

ボッコ靴竹かご
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Ts u g a r u

温
泉
が
そ
ば
に
あ
る
日
々

森
県
は
国
内
屈
指
の
温
泉
湧
出
量

を
誇
る
温
泉
王
国
。
特
に
津
軽
地

方
に
は
、
街
中
や
住
宅
街
の
一
角
な
ど
の

意
外
な
場
所
に
、
極
上
の
お
湯
を
湧
出
す

る
温
泉
が
多
々
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
日
帰

り
入
浴
専
用
。
と
に
か
く
至
る
と
こ
ろ
に

名
湯
が
点
在
し
て
い
る
の
で
、
津
軽
人
の

マ
イ
カ
ー
の
ト
ラ
ン
ク
に
は
〝
お
風
呂
セ

ッ
ト
〟
が
常
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
温
泉
が
い

つ
も
身
近
に
あ
る
暮
ら
し
、
な
か
な
か
イ

ベ
ン
ト
フ
ル
で
素
敵
で
す
。

　

写
真
の
三
上
幸
男
さ
ん
は
り
ん
ご
を
収

温
泉
が
身
近
に

あ
る
暮
ら
し
を
、

俄
然
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

「
三
上
幸
男
竹
製
品
販
売
セ
ン
タ
ー
」

三
上
幸
男 

さ
ん

青
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Ts u g a r u

ここで会える！ かも？

37 あたご温泉
弘前市植田山下127-25
☎ 0172-82-5885 

9時〜22時／大浴場300円

穫
す
る
際
に
使
う
竹
か
ご
の
職
人
さ
ん（
Ｐ

50
参
照
）
。
行
き
つ
け
は
、
作
業
場
か
ら
徒

歩
で
も
3
分
程
度
の
「
あ
た
ご
温
泉
」
だ
そ

う
で
、午
後
４
時
に
な
る
と
毎
日
決
ま
っ
て

入
り
に
来
る
の
だ
と
か
。
こ
こ
の
温
泉
の

売
り
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
豊
富
な
湯
量
。

薄
褐
色
透
明
で
鉱
物
の
香
り
が
ほ
ん
の
り

漂
う
湯
は
、
全
身
を
ヌ
ル
り
と
包
ん
で
く

れ
る
感
触
で
お
肌
に
も
良
さ
そ
う
。
周
辺

に
は
り
ん
ご
園
地
も
多
い
た
め
、
仕
事
の

疲
れ
を
癒
や
す
た
め
に
訪
れ
る
り
ん
ご
農

家
の
皆
さ
ん
の
姿
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

…
さ
す
が
に
三
上
さ
ん
も
、
お
風
呂
の

際
に
は
竹
製
の
か
ご
で
な
く
て
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
か
ご
の
ほ
う
が
使
い
勝
手
が
よ

い
そ
う
で
…（
笑
）。
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緻密な彫金も中畑さんの手によるも
の。２つと同じ紋様にはならないと
いう、まるで指紋にも似た刃紋を眺
めていると渦の中に引き込まれてし
まいそうです。

Ts u g a r u

藩
政
時
代
か
ら
続
く
手
仕
事

９
４
１
年
生
ま
れ
の
中
畑
貢
さ
ん

の
職
業
は
刀
匠
。
号
は
「
國
廣
」
。

津
軽
藩
の
初
代
為
信
の
時
代
か
ら
３
５
０

年
以
上
続
く
刀
鍛
冶
、
二
唐
家
の
五
代
目

二
唐
國
俊
氏
に
師
事
し
て
刀
鍛
冶
の
資
格

を
得
た
１
９
７
０
年
か
ら
作
刀
を
続
け
て

い
ま
す
。

　

一
般
的
な
刀
鍛
冶
の
仕
事
は
玉
鋼
と
鉄

を
叩
い
て
鍛
え
る
作
業
の
み
。
鍛
え
た
刀

を
研
い
で
美
し
い
刃
紋
を
整
え
る
「
研
師
」

や
、
鞘
を
つ
く
る
「
鞘
師
」
、
柄
に
鮫
皮
な

ど
を
巻
い
て
握
り
や
す
く
す
る
「
柄
巻
師
」

な
ど
、
多
く
の
職
人
が
分
業
す
る
こ
と
で

一
振
り
の
刀
が
仕
上
が
り
ま
す
。
が
、
中
畑

さ
ん
は
そ
れ
ら
の
工
程
の
ほ
と
ん
ど
を
自

ら
手
掛
け
ま
す
。

「
日
本
刀
は
森
羅
万
象
を
表
現
す
る
、
凝
り

に
凝
っ
た
芸
術
品
。
的
確
に
世
界
観
を
表

現
す
る
に
は
、
で
き
る
だ
け
自
分
で
完
結

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
感
じ
た
そ
う

で
す
。

　

津
軽
の
刀
鍛
冶
の
伝
統
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
中
畑
さ
ん
は
作
刀
現
場
の
見

学
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。「
実
際
の
刀
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、
触
れ
る
こ
と
で
、
津

軽
の
刀
鍛
冶
の
技
術
を
身
体
で
知
っ
て
ほ

し
い
」と
い
う
中
畑
さ
ん
の
丁
寧
で
流
暢
な

説
明
を
聞
い
て
い
る
と
、
藩
政
時
代
か
ら

続
く
津
軽
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
凄
み
が
、
身

体
の
芯
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
さ

え
し
ま
す
。

藩
政
時
代
か
ら
続
く
、

津
軽
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、

日
本
刀
で
伝
え
て
い
ま
す
。

「
刀
の
庵
」
中
畑 

貢
（
國
廣
） さ
ん

１

ここで会える！ かも？

45 刀の庵
田舎館村田舎舘中辻138-2
☎ 0172-58-2948
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Ts u g a r u

藩
政
時
代
か
ら
続
く
手
仕
事

軽
藩
の
四
代
藩
主
、
津
軽
信
政
が

興
し
た
「
津
軽
焼
」
。
そ
の
代
表

的
な
特
徴
は
、
黒
天
目
釉
を
か
け
て
乾
燥

さ
せ
、
さ
ら
に
上
か
ら
藁
灰
の
釉
薬
を
か

け
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
青
と
白
の
独
特
の

色
合
い
の
「
海
鼠
釉
（
な
ま
こ
ゆ
う
）」
と

い
う
技
法
で
す
。

　

弘
前
市
内
に
あ
る
津
軽
焼
の
陶
房
の
ひ

と
つ
「
津
軽
千
代
造
窯
」を
営
む
小
山
陽
久

さ
ん
は
作
品
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
、
な
る

べ
く
地
元
で
あ
る
津
軽
の
土
を
自
ら
採
取

し
て
材
料
と
し
、
釉
薬
も
砂
や
木
灰
、
モ

ミ
灰
や
赤
土
な
ど
駆
使
し
ま
す
。

「
地
元
の
も
の
を
使
っ
て
、
津
軽
の
気
候
風

土
が
薪
窯
の
な
か
で
ひ
と
つ
と
な
っ
て
新

し
い
作
品
が
生
ま
れ
る
。
そ
ん
な
瞬
間
が

魅
力
的
な
ん
で
す
」

　

弘
前
市
代
官
町
に
あ
る
セ
レ
ク
ト
シ
ョ

ッ
プ
「TH

E STAB
LES

」
の
オ
ー
ナ
ー
で

あ
る
小
田
原
史
典
さ
ん
は
、
小
山
さ
ん
の

工
房
を
訪
れ
た
際
に
、
津
軽
の
土
や
環
境

を
最
大
限
活
に
か
し
な
が
ら
、
も
の
づ
く

り
を
探
求
し
て
い
る
姿
に
感
銘
を
受
け
た

そ
う
。
昔
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
知
恵
や
技

法
を
尊
重
し
な
が
ら
、
今
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
で
使
い
や
す
い
よ
う
に
少
し
だ
け
修

正
を
加
え
る
と
い
う
小
田
原
さ
ん
の
姿
勢

と
、
小
山
さ
ん
の
技
術
と
が
重
な
っ
て
出

来
上
が
っ
た
作
品
が
、
写
真
の
器
。
海
鼠

釉
に
細
長
い
し
の
ぎ
（
溝
）の
入
っ
た
マ
グ

カ
ッ
プ
や
片
口
は
、
藩
政
時
代
か
ら
津
軽

地
方
を
支
え
て
き
た
暮
ら
し
の
一
端
を
垣

間
見
さ
せ
て
く
れ
な
が
ら
、
今
の
暮
ら
し

に
す
っ
ぽ
り
と
ハ
マ
っ
て
く
れ
ま
す
。

津
軽
の
気
候
風
土
を
、

器
で
表
現
し
て
い
ま
す
。

「
津
軽
千
代
造
窯
」
小
山
陽
久 

さ
ん

津

ここで会える！ かも？

28 津軽千代造窯　杜のギャラリー陽久庵
弘前市城南4-11-3 　☎ 0172-32-8465

不定休　http://tugaruyaki.com/

29 THE STABLES
弘前市代官町14-2　☎ 0172-33-9225

11時〜19時　火休　http://thestables.jp/
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津
軽
の
自
然
に
根
ざ
し
た
、

温
も
り
溢
れ
る
畜
産
業
を
、

体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
す
！

「
長
谷
川
自
然
牧
場
」
長
谷
川
光
司 

さ
ん 

＆ 

洋
子 

さ
ん

Ts u g a r u

ブ
ナ
の
森
が
支
え
る
津
軽
の
食
文
化
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生まれた瞬間から長谷川さんほか牧場スタッフとのスキンシップを欠かして
いないからか、見学者が豚舎に入るや、豚たちは喜んでお出迎え。豚たちがス
トレスを感じずに育っていることが、こんなシーンから如実にわかります。

ひと口噛んだ瞬間に肉のうま味が舌を包み、香ばしくて甘い脂身の香りが鼻
へと抜ける…。とにかく肉そのものに存在感があるので、軽く焼くか茹でるか
して、塩などでシンプルに味わうのが長谷川さんの豚を堪能する最善策です。

産みたての卵は、卵白が二層に分かれているのが一目瞭然。試しに卵黄へ爪楊枝
を刺してみてもご覧の通りの状態がずっと続きます。理由は分からないと長谷
川さんは言いますが、常温でも1ヶ月近く日持ちするほどに卵が元気なのだとか。

豚たちだけでなく、実は長谷川さんご夫婦も相当に“人懐こい”（笑）。来訪者
を温かく受け入れるご夫婦の心意気が、豚や鶏たちにも伝わっているのかも
しれません。

Ts u g a r u

谷
川
光
司
さ
ん
と
洋
子
さ
ん
は
、

津
軽
地
方
の
日
本
海
沿
岸
に
位

置
す
る
鯵
ヶ
沢
町
で
牧
場
を
経
営
す
る
お

し
ど
り
夫
婦
。

　

長
谷
川
自
然
牧
場
と
い
う
そ
の
名
の
通

り
、
で
き
る
だ
け
ス
ト
レ
ス
の
な
い
状
態

で
飼
わ
れ
て
い
る
鶏
の
卵
と
、
一
般
的
な

濃
厚
飼
料
を
使
わ
ず
に
自
家
発
酵
飼
料
や

地
元
で
生
産
さ
れ
る
じ
ゃ
が
い
も
を
飼
料

と
し
て
養
豚
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。

　

思
わ
ず
鼻
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
臭

い
の
養
豚
場
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

長
谷
川
さ
ん
の
養
豚
場
に
は
そ
れ
が
あ
り

長

ここで会える！ かも？

53 長谷川自然牧場
鰺ケ沢町北浮田町平野110
☎ 0173-72-6579
※牧場体験は季節を問わず随時受け付け中。要予約
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hasegawasizenbokuzyou/

ま
せ
ん
。
米
の
も
み
殻
を
燻
し
た
燻
炭
を

豚
舎
に
敷
き
詰
め
る
こ
と
で
、
特
有
の
臭

い
を
消
す
な
ど
の
努
力
の
結
果
で
す
。
豚

の
飼
育
期
間
は
10
ヶ
月
。
一
般
的
な
豚
よ

り
4
ヶ
月
も
時
間
を
か
け
て
育
て
る
そ
う
。

「
丁
寧
に
育
て
る
こ
と
で
、
昔
の
豚
肉
の
よ

う
な
味
が
し
ま
す
。
特
に
脂
に
甘
味
が
あ

る
ん
だ
よ
な
ぁ
」と
光
司
さ
ん
。

「
毎
日
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

と
洋
子
さ
ん
が
豚
に
手
を
差
し
出
す
と
、

豚
た
ち
が
鼻
を
鳴
ら
し
な
が
ら
顔
を
出
す

…
。
洋
子
さ
ん
と
豚
の
会
話
が
聞
こ
え
て

く
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

ス
ト
レ
ス
の
な
い
状
態
で
飼
わ
れ
て
い

る
鶏
の
卵
は
も
ち
ろ
ん
有
精
卵
。
黄
身
の

色
も
自
然
な
黄
色
で
、
味
わ
い
は
実
に
濃

厚
。
こ
の
卵
だ
け
は
食
べ
ら
れ
る
と
い
う

卵
ア
レ
ル
ギ
ー
の
子
ど
も
も
い
る
そ
う
で

す
。

「
私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
か
ら
命

を
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
こ

と
に
気
付
い
て
欲
し
く
て
…
」
と
い
う
わ

け
で
、
長
谷
川
自
然
牧
場
で
は
見
学
も
受

付
中
。
津
軽
地
方
の
気
候
風
土
に
合
わ
せ

て
営
ま
れ
る
自
然
な
農
業
を
、
間
近
で
体

験
で
き
ま
す
。
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ブ
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の
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が
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る
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軽
の
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面
の
銀
世
界
が
広
が
る
津
軽
地
方

の
冬
。
こ
れ
ま
で
は
農
閑
期
と
さ

れ
て
き
た
こ
の
季
節
に
、
雪
や
寒
さ
を
逆

手
に
取
っ
て
農
産
物
を
生
産
す
る
「
冬
の

農
業
」
。
青
森
県
が
主
体
と
な
っ
て
進
め
て

い
る
施
策
で
す
。
雪
が
積
も
っ
た
土
の
中

に
、
収
穫
可
能
な
人
参
を
保
管
し
て
お
く

「
雪
人
参
」
を
は
じ
め
、
真
冬
で
あ
っ
て
も

生
産
さ
れ
る
農
作
物
か
ら
は
、
自
然
と
寄

り
添
う
青
森
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
の

一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

佐
藤
達
雄
さ
ん
と
イ
ネ
子
さ
ん
ご
夫
妻

は
、
青
森
県
の
農
業
を
牽
引
す
る
リ
ー
ダ

ー
的
な
存
在
で
、
県
内
の
農
業
関
係
者
な

ら
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
有
名
人
。
夏
は

米
と
ト
マ
ト
を
中
心
に
栽
培
し
、
冬
は
目

の
前
の
視
界
が
遮
ら
れ
る
ほ
ど
の
地
吹
雪

の
中
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
小
松
菜
や
春

菊
な
ど
の
葉
物
類
や
、
イ
ネ
子
さ
ん
が
手

に
握
る
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
な
ど
を
栽
培
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
ア
ス
パ
ラ
、
ご
主
人
の
達
雄
さ
ん

が
開
発
し
た
世
界
に
ひ
と
つ
だ
け
の
「
薪

暖
房
シ
ス
テ
ム
」
で
栽
培
し
た
も
の
。
薪
ス

ト
ー
ブ
を
使
っ
て
温
め
た
温
水
が
、
土
中

の
パ
イ
プ
を
通
る
こ
と
で
ア
ス
パ
ラ
畑
が

加
温
さ
れ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
、
国
産

ア
ス
パ
ラ
が
市
場
か
ら
姿
を
消
す
12
月
か

ら
翌
年
の
3
月
ま
で
出
荷
中
。
寒
さ
を
逆

手
に
取
る
こ
と
で
ブ
ラ
ン
ド
力
も
勝
ち
得

ま
し
た
。
ち
な
み
に
農
園
で
は
ア
ス
パ
ラ

の
収
獲
体
験
も
1
名
１
０
０
０
円
で
受
付

中
。

　

一
方
、
津
軽
地
方
で
は
藩
政
時
代
か
ら

地
吹
雪
絶
え
ぬ
厳
冬
期
に
、

野
菜
を
作
っ
て
い
ま
す
。

「
イ
ネ
子
の
畑
か
ら
」
佐
藤
達
雄 

さ
ん 

＆ 

イ
ネ
子 

さ
ん 

＆ 

真
哉 

さ
ん

ここで会える！ かも？

51 イネ子の畑から
中泊町薄市花持
☎ 090-4554-0988

一
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「根っこが本当に美味しいから、ぜひ味わっ
て欲しくて…」という理由から、収穫後に数
時間かけてせりの根に付いた泥を落とす伊東
さん。ご覧の通り、白く輝くせりの根は一番
美味しい部分を最も美しく見せたいという伊
東さんの努力の賜物です。鶏の出汁で食べよ
うものなら、鮮やかな緑の茎の香味と、瑞々
しい葉の爽やかな苦味、そして真っ白く艶め
く根のうま味が、見事に調和して、もはやメ
インディッシュとして成立するほどの存在感。

Ts u g a r u

冬
に
し
か
収
穫
で
き
な
い
作
物
も
栽
培
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
「
冬
の
農
業
」

と
呼
べ
る
で
し
ょ
う
。

　

伊
東
竜
太
さ
ん
は
神
奈
川
県
出
身
。
弘

前
大
学
在
学
中
に
農
業
を
志
し
、
故
郷
を

離
れ
て
弘
前
市
内
で
就
農
。
手
掛
け
る
主

な
作
物
は
、
晩
秋
に
旬
を
迎
え
る
ぶ
ど
う

「
ス
チ
ュ
ー
ベ
ン
」
で
す
が
、
雪
深
い
厳
冬

期
に
収
穫
の
最
盛
期
を
迎
え
る
在
来
野
菜

「
一
町
田
（
い
っ
ち
ょ
う
だ
）
の
せ
り
」
も
手

掛
け
て
い
ま
す
。

「
清
水
っ
こ
（
し
み
ず
っ
こ
）」
と
呼
ば
れ
る

清
ら
か
な
湧
き
水
が
豊
富
な
岩
木
町
の
一

町
田
地
区
は
、昔
か
ら
せ
り
の
産
地
と
し
て

有
名
で
す
。
こ
の
「
清
水
っ
こ
」
は
外
気
温

に
か
か
わ
ら
ず
水
温
が
一
定
な
の
で
、
こ

の
地
域
の
田
ん
ぼ
は
真
冬
で
も
凍
る
こ
と

が
な
く
、
藩
政
時
代
か
ら
せ
り
栽
培
が
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

雪
深
い
津
軽
の
冬
で
あ
っ
て
も
な
お
農

業
を
続
け
る
生
産
者
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
、作

物
を
味
わ
う
こ
と
で
立
ち
現
れ
て
き
ま
す
。

一
町
田
の
せ
り
の

根
っ
こ
の
美
味
し
さ
を
、

伝
え
て
い
ま
す
。

「
岩
木
山
の
見
え
る
ぶ
ど
う
畑
」
伊
東
竜
太 

さ
ん

ここで会える！ かも？

38 岩木山の見えるぶどう畑
弘前市一町田早稲田24-1　☎ 0172-55-8543 / 090-8251-5490
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家
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
30
名
ほ

ど
集
ま
り
、
予
約
制
で
津
軽
の
伝

承
料
理
を
振
る
舞
う
「
津
軽
あ
か
つ
き
の

会
」
。
そ
の
目
的
は
、
津
軽
の
伝
承
料
理
の

保
存
と
復
活
で
す
。
地
元
の
高
齢
者
か
ら

家
々
に
伝
わ
る
料
理
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
重

ね
、
保
存
食
づ
く
り
の
工
夫
や
、
季
節
の

行
事
や
地
域
の
食
と
の
関
係
な
ど
を
徹
底

調
査
、
レ
シ
ピ
と
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
し
て

い
ま
す
。

　

提
供
さ
れ
る
料
理
は
、
ほ
と
ん
ど
が
地

元
で
と
れ
た
食
材
で
、
う
ま
味
調
味
料
な

ど
は
一
切
使
わ
ず
に
、
昔
な
が
ら
の
味
を

再
現
す
る
こ
と
に
徹
し
て
い
る
そ
う
。「
う

ま
味
調
味
料
を
使
わ
な
く
て
も
、
土
づ
く

り
を
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
れ
ば
、
と
れ
た
て

の
野
菜
か
ら
う
ま
味
が
で
る
。
例
え
ば
、

カ
ブ
と
キ
ク
イ
モ
は
、
ア
ク
を
出
し
合
っ

て
美
味
し
い
。
き
の
こ
鍋
も
素
材
か
ら
の

出
汁
だ
け
で
十
分
美
味
し
い
ん
で
す
」
と

話
す
工
藤
さ
ん
。

　

予
約
が
入
る
と
、
数
日
前
か
ら
塩
蔵
品

津
軽
の
里
の
伝
承
料
理
を

ア
ー
カ
イ
ブ
し
て
、

皆
さ
ん
に
振
舞
っ
て
ま
す
。

「
津
軽
あ
か
つ
き
の
会
」
工
藤
良
子 

さ
ん 

＆ 

中
田
桂
子 

さ
ん

や
乾
燥
品
を
戻
し
た
り
、
出
汁
を
引
い
た

り
…
。
津
軽
地
方
の
お
正
月
料
理
、
春
の

山
菜
料
理
、
田
植
え
料
理
、
お
盆
料
理
、
秋

の
き
の
こ
料
理
な
ど
、
季
節
に
寄
り
添
っ

た
津
軽
の
郷
土
料
理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は

無
尽
蔵
。

　

厳
し
い
冬
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
保
存

法
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
食
材
を
さ
ま

ざ
ま
に
楽
し
む
た
め
の
調
理
法
、
津
軽
の

自
然
に
育
ま
れ
た
山
海
の
幸
を
使
い
こ
な

し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
承
料
理
は
、

ま
さ
に
知
恵
の
か
た
ま
り
！
こ
れ
こ
そ
テ

ロ
ワ
ー
ル
で
す
！

農

ここで会える！ かも？

39 津軽あかつきの会
弘前市石川家岸44-13
☎ 0172-49-7002 
1食1,500円〜　要予約
http://www.umai-aomori.jp/know/
sanchi-report/37.phtml
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ブ
ナ
の
森
が
支
え
る
津
軽
の
食
文
化

ここで会える！ かも？

54 せっちゃんのエクスペリヤンスの家
鯵ヶ沢町舞戸町上富田86　☎ 0173-72-3745 
1泊2食付6,500円（大人）要予約　お風呂は車で1分の温泉で。

の
名
は
「
せ
っ
ち
ゃ
ん
の
エ
ク

ス
ペ
リ
ヤ
ン
ス
の
家
」
。
日
本
海

に
面
し
た
漁
師
町
、
鰺
ヶ
沢
町
の
中
心
部
、

Ｊ
Ｒ
の
駅
か
ら
も
ほ
ど
近
い
川
沿
い
に
佇

む
リ
ピ
ー
タ
ー
続
出
の
民
宿
で
す
。

　

津
軽
地
方
の
家
庭
料
理
を
繰
り
出
す

の
は
「
せ
っ
ち
ゃ
ん
」
こ
と
齊
藤
節
子
さ

ん
。
ご
主
人
の
衛
さ
ん
が
釣
っ
て
き
た
魚

（
例
え
ば
初
夏
の
金
色
に
輝
く
と
て
も
綺

麗
な
味
と
香
り
の
鮎
な
ど
は
か
な
り
の
絶

品
！
）
、
地
も
の
の
野
菜
、
季
節
の
山
菜
や

き
の
こ
、
お
手
製
の
保
存
食
な
ど
を
使
っ

た
お
惣
菜
が
、
テ
ー
ブ
ル
に
ず
ら
り
と
並

び
ま
す
。

　

せ
っ
ち
ゃ
ん
の
郷
土
料
理
は
、
料
理
上

手
と
し
て
地
域
に
も
名
が
通
っ
て
い
た
お

そ

Ts u g a r u

絶
品
の
家
庭
料
理
と

津
軽
弁
ト
ー
ク
！

こ
の
感
覚
は
、

ま
る
で
親
戚
の
家
！

「
せ
っ
ち
ゃ
ん
の
エ
ク
ス
ペ
リ
ヤ
ン
ス
の
家
」

齋
藤
節
子 

さ
ん 

＆ 

衛 

さ
ん

姑
さ
ん
仕
込
み
。「
ば
っ
ち
ゃ
が
教
え
て

く
れ
た
と
お
り
に
料
理
し
て
い
る
だ
け
だ

よ
」と
せ
っ
ち
ゃ
ん
は
謙
遜
し
ま
す
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
ど
の
料
理
も
実
に
滋
味
深

い
味
わ
い
で
す
。

　

お
客
さ
ん
は
、
基
本
的
に
は
１
日
１
組
。

全
員
が
テ
ー
ブ
ル
に
揃
っ
た
ら
「
あ
ー
で

も
な
い
、
こ
ー
で
も
な
い
…
」と
楽
し
げ
に

話
す
好
奇
心
旺
盛
な
せ
っ
ち
ゃ
ん
と
の
会

話
に
花
が
咲
き
、
寝
転
ん
で
テ
レ
ビ
を
観

て
い
た
衛
さ
ん
や
、
3
匹
の
猫
が
会
話
に

加
わ
っ
た
り
し
な
が
ら
笑
っ
て
過
ご
し
て

い
る
と
、
気
づ
け
ば
真
夜
中
…
と
い
う
パ

タ
ー
ン
。
本
当
に
素
敵
な
時
間
が
こ
の
家

に
は
流
れ
て
い
る
…
。
親
戚
の
家
で
の
び

の
び
す
る
感
覚
で
、
ぜ
ひ
！

季節に合わせて作られるせっちゃんの料理は、本当に一般
的な家庭の厨房で繰り出されます。せっちゃんも一緒に食
卓に混ざりながら、調理法の話を聞いていると、じんわりと
津軽の暮らしに溶け込んでしまうかのよう。
例えば、初夏の時期には、金色に輝くとても綺麗な味と香り
の鮎が登場したりすることも。白神山地から流れる清らか
な川で衛さんが釣って来たものです。
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津
軽
の
漁
師
ご
飯
を

振
る
舞
っ
て
、

海
辺
の
暮
ら
し
を

堪
能
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
鶴
田
漁
業
」
鶴
田
仁 

さ
ん 

＆ 

悦
子 

さ
ん

後
に
世
界
遺
産
の
白
神
山
地
を

抱
え
る
、
日
本
海
に
面
し
た
漁
師

町
。
こ
の
深
浦
町
で
漁
業
を
営
む
鶴
田
仁

さ
ん
と
悦
子
さ
ん
ご
夫
妻
は
、
ご
自
宅
を

開
放
し
て
普
段
の
家
庭
の
「
漁
師
ご
は
ん
」

を
振
る
舞
っ
て
く
れ
る
（
！
）
と
い
う
、
と

っ
て
も
グ
ッ
と
く
る
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
中
。

　

同
じ
津
軽
地
方
の
家
庭
料
理
と
は
い
え
、

農
家
と
漁
師
で
は
生
業
が
ま
っ
た
く
異
な

る
た
め
、
食
卓
に
登
場
す
る
食
材
や
料
理

も
劇
的
に
異
な
り
ま
す
。

　

食
卓
に
ズ
ラ
リ
居
並
ぶ
の
は
、
季
節
の

魚
介
の
お
惣
菜
。
ヒ
ラ
メ
や
ハ
タ
ハ
タ
な

ど
白
神
山
地
の
養
分
で
育
っ
た
白
身
魚
の

刺
し
身
、
メ
バ
ル
の
煮
付
け
、
ふ
ぐ
の
唐

揚
げ
、
山
の
よ
う
に
盛
ら
れ
た
サ
ザ
エ
の

つ
ぼ
焼
き
…
な
ど
、
な
ど
、
な
ど
。
数
え
れ

背

ここで会える！ かも？

55 鶴田漁業
深浦町沢辺沢辺18-1　☎ 0173-77-2673 
朝食：7時〜／夕食：17時〜（ともに予約時に相談可）
※要予約　1,500円／1名
※宿泊は車で数分の距離にある温泉宿や民宿のご予約がマス
トです

Ts u g a r u

ブ
ナ
の
森
が
支
え
る
津
軽
の
食
文
化

ば
ざ
っ
と
10
数
種
の
海
の
幸
が
テ
ー
ブ
ル

を
埋
め
尽
く
し
ま
す
。

　

夏
場
に
は
、
深
浦
の
海
で
獲
れ
る
本
マ

グ
ロ
の
ヅ
ケ
が
悶
絶
級
の
美
味
し
さ
。
炊

き
た
て
の
ご
飯
の
上
に
の
せ
、
ヅ
ケ
丼
に

し
て
「
い
た
だ
き
ま
す
」！ 

ち
な
み
に
こ

の
ま
ぐ
ろ
、
冬
に
な
っ
て
北
上
し
、
津
軽

海
峡
で
釣
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
あ
の
有
名

な
「
大
間
の
マ
グ
ロ
」
と
し
て
東
京
・
築
地

に
も
出
荷
さ
れ
る
血
統
書
付
き
の
美
味
し

さ
で
す
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
仁
さ
ん
が
一

升
瓶
を
抱
え
て
登
場
し
、
豪
快
す
ぎ
る
漁

師
飲
み
に
発
展
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。

津
軽
の
漁
師
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
ど
っ
ぷ
り

と
浸
か
っ
て
い
る
自
分
に
気
付
く
は
ず
で

す
。
…
こ
ん
な
体
験
、
し
て
み
た
か
っ
た
！

夏場のヅケがマグロなら、冬場の名物はヒラメのヅケ。お酒
のアテとしてはもちろんのこと、ご飯にのせても美味なら
ば、お茶漬けにしてもうっとり級の美味しさです。
文字どおり、テーブルを埋め尽くす海の幸たち。さすがは漁
師の家の食卓だけあって、野菜の類がほとんど見受けられ
ないというもの興味深いです。
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奥
津
軽
「
や
っ
て
ま
れ
」
気
質

Ts u g a r u

業
か
ら
数
え
て
17
代
目
。
竹
浪
令

晃
さ
ん
が
杜
氏
を
務
め
る
「
竹
浪

酒
造
店
」
が
、
国
内
有
数
の
米
ど
こ
ろ
津
軽

平
野
の
ど
真
ん
中
に
位
置
す
る
板
柳
町
に

蔵
を
構
え
た
の
は
１
６
４
５
年
。

「
敦
賀
の
国
か
ら 

〝
板
屋
野
木
〟
村
に
渡
り
、

造
酒
な
ら
び
に
質
店
を
開
い
た
」と
津
軽
藩

日
記
に
も
書
か
れ
て
い
る
青
森
県
内
最
古

の
酒
蔵
は
、
家
族
4
人
で
酒
造
り
を
す
る

県
内
最
小
の
酒
蔵
で
も
あ
り
ま
す
。

　

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
暖
簾
を
く
ぐ
っ
て

一
歩
足
を
踏
み
入
れ
れ
ば
、
軽
ト
ラ
ッ
ク

が
走
れ
る
ほ
ど
幅
の
広
い
土
間
か
ら
続
く

奥
に
長
い
母
屋
と
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
伸

び
る
蔵
。
蔵
の
最
奥
に
鎮
座
す
る
神
棚
の

前
に
は
、
も
ろ
み
を
搾
る
昔
な
が
ら
の
木

槽
（
き
ぶ
ね
）が
3
台
…
。

　

純
米
酒
を
中
心
に
、
仕
込
み
量
は
わ
ず

か
1
万
8
千
リ
ッ
ト
ル
（
１
０
０
石
）
。
仕

込
み
も
米
洗
い
も
す
べ
て
岩
木
川
の
伏
流

水
が
涌
き
出
る
敷
地
内
の
井
戸
水
を
使
い
、

米
洗
い
か
ら
上
槽
（
も
ろ
み
を
搾
り
、
酒
と

酒
粕
に
分
け
る
作
業
の
こ
と
）ま
で
一
貫
し

た
手
作
り
で
酒
を
醸
し
て
い
ま
す
。
仕
込

み
は
例
年
1
月
上
旬
に
ス
タ
ー
ト
し
、
3

月
上
旬
に
は
甑
倒
（
そ
の
年
最
後
の
米
を

蒸
し
終
え
る
こ
と
）
。
仕
込
み
量
が
少
な
い

の
で
酒
造
り
の
期
間
も
と
て
も
短
く
、
木

槽
を
使
っ
た
搾
り
も
2
月
末
か
ら
始
ま
っ

て
、
4
月
中
旬
に
は
終
わ
り
ま
す
。
酒
の
種

類
は
「
上
撰 

岩
木
正
宗
」「
岩
木
正 

宗 

純
米

酒
」「
岩
木
正
宗 

特
別
純
米
酒
」の
ほ
か
「
七

郎
兵
衛
」の
ブ
ラ
ン
ド
を
冠
し
た
ア
イ
テ
ム

が
各
種
あ
り
ま
す
。

燗
に
向
く
酒
を
醸
し
つ
つ
、

「
や
っ
て
ま
れ
」
な
生
き
様
を
、

ご
覧
に
入
れ
ま
す
。

「
竹
浪
酒
造
店
」 

竹
浪
令
晃 

さ
ん

創
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し
か
も
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
燗
に
し
て

映
え
る
お
酒
だ
と
い
う
点
が
、
竹
浪
酒
造

の
真
髄
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
自
分
が
飲
み
た
い
と
思
う
、
燗
に
し
て
う

ま
い
酒
を
造
る
」

「
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
、
や
り
た
い
よ
う

に
ひ
と
つ
ず
つ
や
っ
て
い
く
だ
け
だ
」と
言

う
竹
浪
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
は
、
看
板
商
品

の
「
岩
木
正
宗 

特
別
純
米
酒
」を
見
れ
ば
一

目
瞭
然
。
温
め
る
こ
と
で
本
領
を
発
揮
す

る
酒
を
目
指
し
て
醸
し
た
酒
だ
か
ら
と
い

う
理
由
で
、
蔵
で
1
年
間
熟
成
さ
せ
て
か

ら
出
荷
す
る
の
で
す
。

「
試
し
に
寝
か
せ
て
い
な
い
も
の
を
味
見
し

て
み
ま
し
た
が
、
硬
す
ぎ
て
飲
み
に
く
か

っ
た
」
と
笑
い
な
が
ら
話
す
竹
浪
さ
ん
は
、

と
に
か
く
自
分
の
信
じ
た
道
を
貫
き
通
す

た
め
に
、
県
内
外
の
イ
ベ
ン
ト
も
積
極
的

に
開
催
、
燗
酒
器
を
持
参
し
て
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
を
続
け
て
い
ま
す
。

「
日
本
酒
史
上
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
酒

が
美
味
し
い
時
代
は
な
か
っ
た
」
と
い
う

声
が
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
日
本
酒
ブ
ー
ム
が
、

こ
こ
数
年
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
竹
浪

さ
ん
の
酒
造
り
は
ブ
ー
ム
を
牽
引
す
る
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
は
大
き
く
外
れ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。「
人
と
は
違
う

こ
と
を
す
る
こ
と
」「
主
流
か
ら
外
れ
た
こ

と
を
す
る
こ
と
」に
は
デ
メ
リ
ッ
ト
が
付
き

物
で
は
な
い
の
か
？
と
問
え
ば
「
メ
リ
ッ

ト
し
か
感
じ
な
い
」と
竹
浪
さ
ん
。

「
人
と
は
違
う
こ
と
を
す
る
の
で
、
注
目
さ

れ
や
す
い
ん
で
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
説
明
す

る
手
間
は
増
え
ま
す
が
、
そ
の
ぶ
ん
相
手

の
印
象
に
残
る
（
笑
）」

　

こ
れ
ぞ
津
軽
名
物
「
や
っ
て
ま
れ
」
。
他

人
か
ら
す
れ
ば
無
駄
で
無
意
味
な
こ
と
の

よ
う
に
思
え
る
こ
と
で
も
、
一
心
不
乱
に

追
い
求
め
続
け
る
姿
勢
を
津
軽
弁
で
は「
や

っ
て
ま
れ
」
と
表
現
し
ま
す
。
竹
浪
酒
造
に

赴
い
て
、
津
軽
な
ら
で
は
の
「
や
っ
て
ま

れ
」気
質
を
存
分
に
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ts u g a r u

ここで会える！ かも？

49 竹浪酒造店
板柳町板柳土井 113
☎ 0172-73-2161

（左）蔵では商品の直販も　（右）酒蔵見学時には同じ銘柄の、常温と燗との飲み比べなどの体験も可能です。
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Ts u g a r u

川
公
視
さ
ん
は
「
太
宰
治
疎
開
の

家(

旧
津
島
家
新
座
敷)

」
の
現
オ

ー
ナ
ー
。
太
宰
治
は
１
９
４
５
（
昭
和
20
）

年
に
東
京
と
甲
府
市
で
２
度
の
空
襲
に
遭

い
、
妻
子
と
と
も
に
津
軽
へ
疎
開
。
終
戦
を

迎
え
る
直
前
の
7
月
末
か
ら
1
年
3
ヶ
月

間
、
生
家
「
斜
陽
館
」
に
身
を
寄
せ
、
そ
の

離
れ
「
新
座
敷
」に
暮
ら
し
ま
し
た
。

　

白
川
さ
ん
が
座
っ
て
い
る
の
は
、太
宰
が

執
筆
の
た
め
に
使
っ
て
い
た
六
畳
間
。
津

軽
塗
の
机
の
上
で
太
宰
が
手
が
け
た
作
品

は
23
を
数
え
る
そ
う
で
、
こ
の
疎
開
期
間

中
に
充
実
し
た
創
作
活
動
を
し
て
い
た
こ

と
が
伺
え
ま
す
。 

　

か
つ
て
長
い
間
、
兄
か
ら
義
絶
さ
れ
て

い
た
太
宰
が
、
こ
の
家
で
病
床
に
あ
っ
た

母
を
見
舞
う
こ
と
が
叶
い
、
涙
を
こ
ら
え

た
出
来
事
を
書
い
た
小
説
や
、
疎
開
中
の

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
今
ま

で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
意
外
な
太
宰
像

を
丁
寧
に
語
る
白
川
さ
ん
。
興
味
深
い
話

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
太
宰
が
数
々
の
創

作
を
し
た
空
間
に
座
れ
ば
、
当
時
の
暮
ら

し
ぶ
り
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。
白
川

さ
ん
は
「
太
宰
は
暗
い
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
な
イ
メ
ー
ジ
を
見
事
に
覆
し
て
く

れ
る
、
青
森
名
物
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

白川さんのおすすめは太宰が故郷を
旅する小説『津軽』。「自分の本質を
発見する思い出多い旅は、ユーモア
と風刺に溢れています。ラストシー
ンは、そこだけ読み返しても感動的
です」　◎『津軽』太宰治（新潮文庫）

奥
津
軽
「
や
っ
て
ま
れ
」
気
質

太
宰
治
の
意
外
な
一
面
を
通
し
て
、

津
軽
の
暮
ら
し
の
豊
か
さ
を
、

伝
え
て
い
ま
す
。

「
太
宰
治
疎
開
の
家
（
旧
津
島
家
新
座
敷
）」
白
川
公
視 

さ
ん

白

ここで会える！ かも？

46 太宰治疎開の家「旧津島家新座敷」
五所川原市金木町朝日山317-9
☎ 0173-52-3063　 9:00〜17:00
休館日 不定休　入館料500円
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Ts u g a r u

車内販売の「ストーブ酒」とスルメ
はともに350円。アルミホイルに包
んだおむすびやパンを温めることも
可能です。が、煙や香りや油が出る
食品はストーブに乗せることができ
ませんので、悪しからず！

州
最
北
の
私
鉄
、
津
軽
鉄
道
で
ア

テ
ン
ダ
ン
ト
を
務
め
る
小
枝
美

知
子
さ
ん
。
津
軽
地
方
の
冬
の
風
物
詩
「
ス

ト
ー
ブ
列
車
」で
は
、
フ
ロ
ア
や
シ
ー
ト
が

木
製
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
車
輌
に
2
基
設
置

さ
れ
た
石
炭
燃
料
の
ダ
ル
マ
ス
ト
ー
ブ
を

駆
使
し
て
、
車
内
販
売
の
ス
ル
メ
を
焼
い

た
り
、
津
軽
弁
で
繰
り
出
す
巧
み
な
話
術

で
お
客
さ
ん
を
〝
ア
ゲ
た
り
オ
ト
し
た
り
〟
。

車
内
の
笑
い
を
絶
や
し
ま
せ
ん
。

　

長
年
の
間
、
沿
線
の
人
々
の
日
常
の
足

だ
っ
た
ス
ト
ー
ブ
列
車
は
人
も
運
ぶ
し
荷

物
も
運
ぶ
、
夢
や
涙
も
運
ん
で
き
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
…
ス
ト
ー
ブ
列
車
は
津
軽
の

人
々
の
暮
ら
し
を
笑
い
と
と
も
に
運
ん
で

き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ど
こ
ま
で
も
続
く
車
窓
の
雪
原
を
眺
め

つ
つ
、
車
内
販
売
の
日
本
酒
と
ス
ル
メ
を

ち
び
ち
び
し
た
り
、
灼
熱
の
ス
ト
ー
ブ
に

の
ぼ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
小
枝
さ
ん
た
ち

ア
テ
ン
ダ
ン
ト
さ
ん
の
ト
ー
ク
に
身
を
委

ね
て
い
る
と
、
か
つ
て
ス
ト
ー
ブ
列
車
が

運
ん
で
き
た
〝
津
軽
の
暮
ら
し
〟に
思
い
を

馳
せ
る
こ
と
が
き
っ
と
で
き
る
は
ず
。
…

ま
、
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
さ
ん
の
客
い
じ
り
の

お
か
げ
で
終
始
抱
腹
絶
倒
…
と
い
う
状
況

で
は
あ
り
ま
す
が
（
笑
）

津
軽
の
人
々
を
支
え
て
き
た
、

笑
い
に
満
ち
た
列
車
の
雰
囲
気
を
、

味
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

津
軽
半
島
観
光
ア
テ
ン
ダ
ン
ト 

小
枝
美
知
子 

さ
ん

奥
津
軽
「
や
っ
て
ま
れ
」
気
質

ここで会える！ かも？

47 津軽鉄道 ストーブ列車
津軽鉄道本社
☎ 0173-34-2148

8時半〜17時(土は~12時半)日祝休
※ストーブ列車の運行期間 12月1日~3月31日で1日2往復。 
その他、風鈴列車(夏期)や 鈴虫列車(秋期)もあり
http://tsutetsu.com/

本

66



Ts u g a r u

大
盤
振
る
舞
い
な
も
て
な
し
ぶ
り

め
て
訪
れ
る
旅
先
で
、
そ
こ
に
暮

ら
し
て
い
る
人
が
自
ら
の
地
元

を
案
内
し
て
く
れ
た
り
、
そ
こ
で
暮
ら
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
知
っ
て
い
る
情
報
を
分

け
て
く
れ
た
り
す
る
な
ら
、
そ
の
旅
は
き

っ
と
体
験
に
満
ち
た
分
厚
い
も
の
と
な
り
、

い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

何
か
が
あ
る
と
皆
が
楽
し
め
る
よ
う
に

と
つ
い
つ
い
大
盤
振
る
舞
い
し
て
し
ま
う

「
え
ふ
り
こ
ぎ
」
な
人
が
多
い
津
軽
地
方
に

は
、
ど
う
や
ら
ラ
テ
ン
な
ノ
リ
で
オ
ー
プ

ン
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
旅
人
を
迎
え
入
れ
て

く
れ
る
人
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。

　

例
え
ば
、
弘
前
市
の
中
心
部
に
あ
る
弘

前
下
土
手
町
商
店
街
振
興
組
合
で
事
務
局

長
を
務
め
る
宮
川
克
己
さ
ん
。
最
終
的
な

宮
川
さ
ん
の
目
標
は
「
い
つ
の
日
か
弘
前

の
人
口
を
増
や
す
こ
と
」
で
す
が
、
ま
ず

は
弘
前
を
訪
れ
る
人
を
増
や
し
、
弘
前
の

フ
ァ
ン
を
拡
大
す
る
た
め
に
尽
力
し
て

い
ま
す
。「
人
と
人
と
を
つ
な
げ
る
こ
と

で
、
何
か
が
必
ず
動
き
出
す
」
と
い
う
信

念
の
も
と
、
県
外
か
ら
の
訪
問
者
と
地
元

の
人
た
ち
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
行
政
の

事
業
に
参
画
し
た
り
、
弘
前
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
定
期
的
に
ア
ー
カ
イ
ブ
す
る
雑
誌

『TEK
U

TEK
U

』
を
創
刊
し
た
り
と
、
あ
の

手
こ
の
手
で
弘
前
の
交
流
人
口
を
増
や
そ

う
と
画
策
し
て
い
ま
す
。

　

あ
る
い
は
同
じ
く
弘
前
市
内
で
Ｉ
Ｔ
企

業
を
営
む
大
浦
雅
勝
さ
ん
は
、
Ｉ
Ｔ
の
力

で
地
域
の
農
業
を
活
性
さ
せ
続
け
た
い
と
、

地
元
の
農
家
が
自
発
的
に
参
加
す
る
「
ハ

ー
ベ
ス
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
を
立
ち
上
げ
、

訪
問
者
と
地
元
の
人
々
を
、

マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
て
ま
す
。

「
弘
前
下
土
手
町
商
店
街
振
興
組
合
」

宮
川
克
己 

さ
ん

ここで会える！ かも？

30 かだれ横丁
弘前市百石町2-1
☎ 0172-38-2256
http://www.kadare.info/

初
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Ts u g a r u

農
家
が
農
産
物
の
価
値
を
伝
え
る
た
め
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
ま
す
。
岩
木
山
麓
で
採
れ
る
「
嶽
き
み
」

と
い
う
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
大
ヒ
ッ
ト
に
導

い
た
大
浦
さ
ん
が
、
今
注
目
し
て
い
る
の

は
「
毛
豆
」
。
津
軽
地
方
で
藩
政
時
代
か
ら

栽
培
さ
れ
て
い
る
「
毛
豆
」と
呼
ば
れ
る
在

来
種
の
枝
豆
の
生
産
と
販
売
を
拡
大
す
る

た
め
に
、
毎
年
9
月
下
旬
に
大
浦
さ
ん
が

主
催
す
る
「
最
強
毛
豆
王
決
定
戦
」
は
、
首

都
圏
の
グ
ル
メ
た
ち
が
そ
れ
を
め
が
け
て

弘
前
を
訪
れ
る
ほ
ど
の
観
光
資
源
に
も
成

長
し
て
い
ま
す
。

　

鶴
田
町
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
、
リ
ネ
ン

（
麻
）
素
材
を
使
っ
た
ス
ト
ー
ル
や
小
物
の

作
家
と
し
て
活
動
し
て
い
る
岡 

詩
子
さ

ん
は
、
自
ら
の
故
郷
で
も
あ
る
鶴
田
町
の

暮
ら
し
を
垣
間
見
る
「
つ
る
た
街
歩
き
ツ

ア
ー『
鶴
を
た
ず
ね
て
三
千
歩
』」
を
主
催
。

徐
々
に
そ
の
フ
ァ
ン
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、
青
森
県
は
本
州
の

最
北
端
。
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
源
頼
朝
に

敗
れ
た
奥
州
藤
原
氏
の
一
族
や
、
織
田
信

長
に
滅
ぼ
さ
れ
た
北
畠
氏
の
生
き
残
り
、

山
崎
の
合
戦
で
負
け
た
明
智
光
秀
の
子
孫
、

さ
ら
に
は
関
が
原
の
合
戦
で
敗
れ
た
石
田

三
成
の
次
男
夫
婦
な
ど
、
様
々
な
土
地
か

ら
様
々
な
人
々
が
落
ち
延
び
て
き
た
よ
う

で
す
。
そ
ん
な
人
々
は
〝
客
人
〟
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
、
次
第
に
こ
の
土
地
に
馴
染

ん
で
定
着
し
て
き
ま
し
た
。
も
し
か
す
る

と
、
市
井
の
人
の
中
で
訪
問
者
を
受
け
入

れ
る
取
り
組
み
が
盛
ん
な
の
に
は
、
そ
ん

な
歴
史
的
な
背
景
も
影
響
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

弘
前
在
来
「
毛
豆
」
で
、

旅
行
者
の
胃
袋
を
掴
ん
で
ま
す
。

「
コ
ン
シ
ス
」
大
浦
雅
勝 

さ
ん

リ
ネ
ン
作
品
を
つ
く
り
な
が
ら
、

ま
ち
歩
き
ツ
ア
ー
を

主
催
し
て
い
ま
す
。

「K
O

M
O

」
岡 

詩
子 

さ
ん

ここで会える！ かも？

31 最強毛豆王決定戦
http://www.kemame.jp/

ここで会える！ かも？

50 ハンサムリネン工房　KOMO
https://komo.stores.jp/

つるた街歩きツアー『鶴をたずねて三千歩』
http://www.tsuruta-kankou.jp/tour/
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Ts u g a r u

大
盤
振
る
舞
い
な
も
て
な
し
ぶ
り

は
暑
い

日
差
し
を
遮
り
、
冬

は
吹
雪
や
積
雪
か
ら
人
を
守
っ
て
き
た

「
こ
み
せ
」
は
、
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

木
製
の
ア
ー
ケ
ー
ド
。
そ
ん
な
藩
政
時
代

そ
の
ま
ま
の
街
並
み
が
今
に
残
る
黒
石
市

で
も
、
こ
の
街
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り

を
体
験
で
き
ま
す
。

　

市
街
地
の
中
心
部
に
位
置
す
る
横
町
十

文
字
地
区
に
拠
点
を
置
く
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

横
町
十
文
字
ま
ち
そ
だ
て
会
」
は
、
店
舗

改
装
デ
ザ
イ
ン
や
食
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、

そ
し
て
ま
ち
歩
き
ツ
ア
ー
な
ど
を
充
実
さ

せ
、
地
域
に
眠
っ
て
い
る
宝
物
を
活
か
し

た
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
中
。

　

理
事
長
の
村
上
陽
心
さ
ん
が
ガ
イ
ド
役

と
な
っ
て
、
地
元
な
ら
で
は
の
知
識
を
交

え
な
が
ら
、
落
ち
着
い
た
風
情
を
感
じ
さ

せ
る
城
下
町
の
歴
史
や
文
化
、
地
元
な
ら

で
は
の
生
業
な
ど
を
散
策
す
る
ま
ち
歩
き

は
、
現
在
14
プ
ラ
ン
。
徳
島
県
の
阿
波
踊

り
と
並
ん
で｢

日
本
三
大
流
し
踊
り｣

の

ひ
と
つ
と
し
て
も
有
名
な
「
黒
石
よ
さ
れ
」

に
、
花
笠
衣
装
を
ま
と
っ
て
参
加
し
た
り
、

ス
ー
プ
に
浮
か
ん
だ
焼
き
そ
ば
と
し
て
有

名
な
黒
石
名
物
「
つ
ゆ
焼
き
そ
ば
」
を
食

べ
歩
く
な
ど
、
黒
石
市
な
ら
で
は
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
体
験
で
き
ま
す
。

黒
石
な
ら
で
は
の
、
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た

お
も
し
ろ
ネ
タ
に
、
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

「
横
町
十
文
字
ま
ち
そ
だ
て
会
」

村
上
陽
心 
さ
ん

夏

ここで会える！ かも？

和風レストラン御幸
黒石市中町36　☎ 0172-52-2558　 11時〜16時　月休

41 横町十文字まちそだて会
http://kuroishi-machisodate.com/
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Ts u g a r u

大
盤
振
る
舞
い
な
も
て
な
し
ぶ
り

前
市
で
「
た
び
す
け
」
と
い
う
名

の
旅
行
会
社
を
営
む
西
谷
雷
佐
さ

ん
。
若
干
派
手
に
雪
か
き
を
し
て
い
ま
す

が
、
実
は
こ
れ
も
西
谷
さ
ん
の
旅
行
商
品
。

夜
の
間
に
降
り
積
も
っ
た
数
十
セ
ン
チ
も

の
雪
の
除
雪
も
、
雪
深
い
津
軽
地
方
な
ら

で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
で
す
が
こ
れ
が
至
っ

て
重
労
働
。「
ど
の
み
ち
や
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
雪
か
き
な
ら
ば
、
楽
し
ん
で
や
ろ

う
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
考
え
て
〝
雪
か
き
〟

を
商
品
化
。
雪
質
や
除
雪
方
法
に
合
わ
せ

て
い
く
つ
も
用
意
さ
れ
た
除
雪
道
具
を
使

い
こ
な
し
、
２
ｍ
四
方
の
大
雪
を
、
早
く
そ

し
て
美
し
く
雪
か
き
す
る
と
い
う
「
雪
か

き
検
定
」
は
「
た
び
す
け
」
の
代
名
詞
的
な

商
品
で
す
。

「
旅
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
障
害
（
バ
リ
ア
）

を
取
り
除
き
た
い
。
例
え
ば
、
初
め
て
訪
れ

る
旅
先
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
土
地
の

本
当
に
面
白
い
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
帰

〝
暮
ら
し
ぶ
り
〟
で

人
を
惹
き
つ
け
、

津
軽
を
元
気
に
し
て
い
ま
す
。

「
た
び
す
け
」
西
谷
雷
佐 

さ
ん

弘

ここで会える！ かも？

32 たびすけ
弘前市土手町133-1 西谷ビル2F　☎ 0172-55-0268　
http://www.tabisuke-hirosaki.jp/

っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
も
バ
リ
ア
な
ん

で
す
ね
」

　

そ
ん
な
バ
リ
ア
を
取
り
除
く
た
め
に
、西

谷
さ
ん
は
津
軽
地
方
な
ら
で
は
の
暮
ら
し

に
根
ざ
し
た
体
験
を
味
わ
え
る
現
地
着
地

型
の
旅
行
商
品
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。例

え
ば
平
均
寿
命
が
日
本
一
短
い
と
い
う
青

森
県
の
現
状
を
逆
手
に
と
っ
て
「
青
森
県

が
お
前
を
Ｋ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
～
短
命
県
体
験
ツ
ア

ー
」を
県
内
の
大
学
生
た
ち
と
と
も
に
企
画
。

津
軽
の
人
た
ち
が
大
好
き
な
煮
干
し
中
華

を
味
わ
っ
た
り
、
朝
イ
チ
で
酒
蔵
見
学
へ

赴
い
て
試
飲
し
た
り
、
凄
ま
じ
い
雪
の
中

で
雪
か
き
検
定
を
行
う
な
ど
し
て
、
津
軽

の
暮
ら
し
ぶ
り
の
魅
力
を
存
分
に
体
験
す

る
と
い
う
内
容
。

　

西
谷
さ
ん
は
、
青
森
な
ら
で
は
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
商
品
化
す
る
こ
と
で
、
旅
行
会

社
と
し
て
の
営
み
を
ま
ち
づ
く
り
に
直
結

さ
せ
て
い
ま
す
。
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〝
人
に
会
い
に
行
く
旅
〟
を

用
意
し
て
、
皆
さ
ん
を

待
ち
受
け
て
ま
す
。

「
弘
前
路
地
裏
探
偵
団
」
鹿
田
智
嵩 

さ
ん

大
盤
振
る
舞
い
な
も
て
な
し
ぶ
り

前
市
街
地
の
繁
華
街
に
あ
る
鍛

冶
町
の
路
地
は
「
弘
前
路
地
裏
探

偵
団
」
の
団
長
を
務
め
る
鹿
田
さ
ん
が
幼

い
頃
に
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
遊
ん
だ
場
所
。

「
隅
々
ま
で
知
り
尽
く
し
た
場
所
だ
か
ら

こ
そ
、
自
分
た
ち
が
案
内
す
る
こ
と
で
、

訪
れ
た
人
々
が
弘
前
の
日
常
に
溶
け
込
む

お
手
伝
い
が
で
き
る
」。
そ
ん
な
思
い
か
ら

立
ち
上
げ
た
、
弘
前
路
地
裏
探
偵
団
が
案

内
す
る
「
夕
暮
れ
路
地
裏
散
歩
」
は
、
今
や

弘
前
城
の
桜
ま
つ
り
や
弘
前
ね
ぷ
た
ま
つ

り
と
肩
を
並
べ
る
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
載
っ
て
い
な
い
弘

前
を
ご
案
内
し
ま
す
」

　

そ
ん
な
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
掲
げ
、
弘

前
な
ら
で
は
の
生
活
文
化
や
そ
の
ル
ー
ツ

を
調
査
し
、
そ
こ
で
得
た
知
識
や
情
報
を

楽
し
く
伝
え
る
ガ
イ
ド
を
〝
探
偵
〟
に
見

立
て
た
こ
の
ツ
ア
ー
は
、
例
え
ば
地
元
の

高
校
生
カ
ッ
プ
ル
が
こ
っ
そ
り
と
キ
ス
を

ここで会える！ かも？

33 夕暮れ路地裏散歩
集合場所：弘前市土手町94-1
弘前市まちなか情報センターインフォメーション
開催日時：17時半〜19時　木休（通年）
料金：1,500円／1名　　定員：10名
http://www.rojitan.com/
問：弘前観光コンベンション協会
☎ 0172-35-3131

交
わ
す
橋
の
下
や
、
ビ
ル
と
ビ
ル
の
間
を

通
り
抜
け
る
地
元
民
の
〝
け
も
の
道
〟な
ど
、

そ
の
標
榜
通
り
、
地
元
の
人
が
話
題
に
も

し
な
い
よ
う
な
生
活
文
化
の
細
部
に
フ
ォ

ー
カ
ス
し
て
、
弘
前
な
ら
で
は
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
ま
す
。

　

県
内
各
地
で
街
歩
き
ツ
ア
ー
が
続
々
と

増
え
て
い
る
今
、
青
森
県
を
日
本
一
お
も

し
ろ
い
街
歩
き
コ
ン
テ
ン
ツ
の
あ
る
県
に

育
て
て
い
き
た
い
と
言
う
鹿
田
さ
ん
。

「
地
元
を
よ
く
知
る
〝
人
〟
が
そ
ば
に
い
て

く
れ
た
ら
、
旅
は
必
ず
特
別
な
も
の
に
な

り
、
街
が
輝
き
出
し
ま
す
。
と
に
か
く
青

森
県
は
魅
力
的
な
人
に
事
欠
き
ま
せ
ん
。〝

人
に
会
い
に
行
く
ツ
ー
リ
ズ
ム
〟
こ
そ
青

森
県
が
目
指
す
べ
き
旅
の
カ
タ
チ
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

〝
人
〟
を
観
光
の
主
役
と
捉
え
た
「
青
森
な

ら
で
は
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
巡
る
旅
」は
、
す

で
に
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

弘
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□ 市内の喫茶店の藩士の珈琲

約160年前の1855（安政2）年、北方警備を幕府から命じられた弘前藩
士が「水腫病（浮腫病）」の予防薬として蝦夷地（北海道）へ持って行
った珈琲が、弘前市のコーヒー文化の始まり。長崎出島の蘭学者や特
権階級層を除くと、日本で最初に珈琲を飲んだのは弘前藩士だった
ともいわれます。弘前藩士たちが当時飲んでいた珈琲を再現した「藩
士の珈琲」は、煎じた豆を細かく挽いて麻袋に入れ、熱湯で振り出し
たもの。弘前市内10の喫茶店で提供されています。

□ 「食事処ふぁーすと」のカツカレー

弘前で最も繁華な鍛冶町は宵っ張りの街。週末ともなれば、深夜まで
飲兵衛たちで賑わいます。そんな飲兵衛たちは必ずお気に入りの〆
の一軒＆一品を持っているようで、例えば鹿田さんの場合は「食事処
ふぁーすと」の「カツカレー」（!!）　ラーメンから納豆定食に至るまで
“〆的メニュー”なら何でも揃う「ふぁーすと」ですが、翌日のことを
考えずに敢えて明け方にカツカレーで〆るという“えふりこぎ”な状
況を身体で理解できるというわけで、県外からのお客さんにもおす
すめ（!?）とか　● ふぁーすと　弘前市鍛冶町4-3　☎0172-33-9529

□ 「BAR待庵」のブラッディ・タメノブ

弘前市には喫茶店や洋菓子店の数が実に多いのですが、バーもなんだ
か少なくない。例えばフレッシュのフルーツを贅沢に使ったオリジ
ナルカクテルが名物の「BAR待庵」。16世紀イングランドの女王メア
リー1世にちなんで名付けられたウォッカとトマトのカクテル「ブラ
ッディ・マリー」を文字って、津軽藩初代藩主の津軽為信をオマージ
ュした「ブラッディ・タメノブ」は県外からの客人にも人気だとか。弘
前産のトマトとシードルをベースにしたこのカクテル、為信が栽培
させたといわれる在来唐辛子「清水森ナンバ」の辛味を利かせ、ステ
ムに津軽塗りを施したグラスの縁にはりんご塩を少々。為信が掘ら
せた富田の清水という井戸水の氷を浮かべて供されます。　● BAR
待庵　弘前市新鍛冶町9-3 かくみ小路　☎0172-33-5139　18時〜翌
3時　第1・3日休
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