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04
「
お
い
し
い
」
記
憶
と
探
究

辛
味
噌
の
ラ
ー
メ
ン
に
宿
る

家
族
の
記
憶
と
探
究
の
物
語

10

石
焼
き
な
ん
ば
ん

途
絶
え
か
け
た
伝
統
の
食
文
化

14
〝
た
だ
の
生
ま
れ
た
場
所
〞

に
つ
い
て
考
え
る

や
ま
が
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局

16

お
土
産
・
名
物

置
賜
地
域
に
伝
わ
る
辛
い
味

18

２
市
３
町
フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
マ
ッ
プ

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
越
し
に
見
る

東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

C
O

N
T

E
N

T
S

C o v e r  S T O R Y

やまがたアルカディア観光局がミッションに据える、
「東洋のアルカディアを子どもたちへ」。
その言葉を体現できるような瞬間に、
幸運にも居合わせることができた。
なんて幸せなことだろうか。
僕らが受け取ったバトン、渡したかったバトンってなんだったっけ。

２
０
２
３
年
、
ス
ペ
イ
ン
で
25
万
年
前
の
遺
跡
か
ら
人
類
が
意
図
的
に
火
を
使

用
し
て
い
た
確
固
た
る
痕
跡
が
見
つ
か
っ
た
。
考
古
学
的
な
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
生
物
学
的
特
徴
の
変
化
か
ら
、
１
８
０
万
年
前
に
は
人
類
は
火
を
利
用
し
始
め『
料

理
』を
し
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
多
い
。
つ
ま
り
１
８
０
万
年
も
の
長
期

間
に
わ
た
り
、
人
類
は『
料
理
』を
し
、
生
き
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

北
大
路
魯
山
人
は『
料
理
』を「
理
を
料
る（
は
か
る
）
」こ
と
で
あ
る
と
唱
え
、
料
理
と
は
も
の
の
道

理
に
合
う
こ
と
で
あ
り
、
合
理
的
な
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
た
。

確
か
に
、
理
に
従
わ
ね
ば
良
い
料
理
は
で
き
ぬ
。
山
に
は
山
の
、
海
に
は
海
の
、
材
料
に
つ
い
て
の
地

理
的
な
制
約
を
引
き
受
け
ね
ば
料
理
は
生
み
出
せ
ぬ
。
あ
る
い
は
、
他
地
域
と
の
交
易
や
交
流
、
社
会

の
情
勢
と
い
っ
た
文
化
的
・
社
会
的
な
制
約
も
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
要
素
を
、
合
理
的
に
扱
い「
お

い
し
い
」を
追
求
す
る
が
故
に
、
人
類
は
世
界
の
各
地
で
、
そ
の
土
地
な
り
の「
食
文
化
」を
花
開
か

せ
て
き
た
。

魯
山
人
は
ま
た「
真
に
美
味
し
い
料
理
は
ど
う
も
付
焼
刃
で
は
出
来
ま
せ
ん
。」「
心
か
ら
好
き
で
、

味
の
分
る
舌
を
持
た
な
く
て
は
、
よ
い
料
理
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。」と
も
言
っ
た
。

「
料
理
」あ
る
い
は「
食
文
化
」と
い
う
の
は
、
そ
の
地
に
生
き
た
人
た
ち
の「
お
い
し
い
」

を
探
究
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
晶
な
の
だ
。
東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
根
底
に
な
が
れ

る
も
の
を「
食
」と
い
う
切
り
口
か
ら
紐
解
い
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。

季
刊
誌「
ａ
ｒ
ｃ
ａ
ｄ
ｉ
ａ
」編
集
部
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２
０
２
３
年
、
ス
ペ
イ
ン
で
25
万
年
前
の
遺
跡
か
ら
人
類
が
意
図
的
に
火
を
使

用
し
て
い
た
確
固
た
る
痕
跡
が
見
つ
か
っ
た
。
考
古
学
的
な
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
生
物
学
的
特
徴
の
変
化
か
ら
、
１
８
０
万
年
前
に
は
人
類
は
火
を
利
用
し
始
め『
料

理
』を
し
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
多
い
。
つ
ま
り
１
８
０
万
年
も
の
長
期

間
に
わ
た
り
、
人
類
は『
料
理
』を
し
、
生
き
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

北
大
路
魯
山
人
は『
料
理
』を「
理
を
料
る（
は
か
る
）
」こ
と
で
あ
る
と
唱
え
、
料
理
と
は
も
の
の
道

理
に
合
う
こ
と
で
あ
り
、
合
理
的
な
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
た
。

確
か
に
、
理
に
従
わ
ね
ば
良
い
料
理
は
で
き
ぬ
。
山
に
は
山
の
、
海
に
は
海
の
、
材
料
に
つ
い
て
の
地

理
的
な
制
約
を
引
き
受
け
ね
ば
料
理
は
生
み
出
せ
ぬ
。
あ
る
い
は
、
他
地
域
と
の
交
易
や
交
流
、
社
会

の
情
勢
と
い
っ
た
文
化
的
・
社
会
的
な
制
約
も
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
要
素
を
、
合
理
的
に
扱
い「
お

い
し
い
」を
追
求
す
る
が
故
に
、
人
類
は
世
界
の
各
地
で
、
そ
の
土
地
な
り
の「
食
文
化
」を
花
開
か

せ
て
き
た
。

魯
山
人
は
ま
た「
真
に
美
味
し
い
料
理
は
ど
う
も
付
焼
刃
で
は
出
来
ま
せ
ん
。」「
心
か
ら
好
き
で
、

味
の
分
る
舌
を
持
た
な
く
て
は
、
よ
い
料
理
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。」と
も
言
っ
た
。

「
料
理
」あ
る
い
は「
食
文
化
」と
い
う
の
は
、
そ
の
地
に
生
き
た
人
た
ち
の「
お
い
し
い
」

を
探
究
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
晶
な
の
だ
。
東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
根
底
に
な
が
れ

る
も
の
を「
食
」と
い
う
切
り
口
か
ら
紐
解
い
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。

季
刊
誌「
ａ
ｒ
ｃ
ａ
ｄ
ｉ
ａ
」編
集
部

自家製の辛味噌が載った南陽市龍上海の「赤湯からみそラーメン」

南陽市民の辛味としておなじみ大沼とうがらし店の「唐からし粉」
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おいし
いものは忘れられない

親
子
の
遊
び
と
探
究
が
う
み
だ
し
た
名
店
の
味
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P04／龍上海三代目、佐藤元保さんが取り仕切る厨房は、
エネルギーと緊張感が漲る
P05下／昭和35年、二代目、佐藤春美さん（前中央、左）が
中学生の頃の店舗と、家族、スタッフ

　
南
陽
市
の
ラ
ー
メ
ン
店「
龍
上
海
」、お
昼
時
に
な
る
と
軒
先
に
た
く
さ
ん
の
人
が
列
を

な
す
。駐
車
場
に
は
県
内
ナ
ン
バ
ー
を
は
じ
め
、宮
城
、新
潟
、福
島
、関
東
圏
の
文
字
ま

で
。昭
和
33
年
に
こ
の
地
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
龍
上
海
」は
60
年
以
上
も
の
間
、地
元
の
人

た
ち
の「
お
い
し
い
」を
つ
く
り
つ
づ
け
て
き
た
。

　
「
元
々
は
父
が
母
と
一
緒
に
食
堂
を
始
め
た
の
が
始
ま
り
な
ん
で
す
」二
代
目
・
佐
藤

春
美
さ
ん
は
店
の
歩
み
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
。「
戦
後
間
も
無
く
、わ
た
し
が
ま
だ
子

ど
も
の
頃
、
作
文
を
書
い
た
ん
で
す
。〝
父
は
遊
び
人
だ
〟っ
て
い
う
よ
う
な
内
容
の
。
そ

れ
を
読
ん
だ
父
が
奮
起
し
て
、子
ど
も
の
た
め
に
仕
事
を
残
そ
う
と
食
堂
を
始
め
ま
し
た
。

一
つ
の
こ
と
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
る
父
が
つ
く
る
カ
レ
ー
は
絶
品
で
し
た
。」

　
〝
赤
湯
町
〟の
食
堂
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た「
龍
上
海
」の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
と
り
が
ら

ス
ー
プ
で
仕
込
ま
れ
た〝
中
華
そ
ば
〟も
あ
っ
た
。「
当
時
は〝
中
華
そ
ば
〟と
い
え
ば
高
級

な
も
の
で
、
め
っ
た
に
食
べ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
う
ち
で
は
祖
母
が
、
店
で
余
っ

た
ス
ー
プ
を
味
噌
汁
に
合
わ
せ
て
食
卓
に
出
し
て
く
れ
て
い
た
ん
で
す
。」

　
「
あ
る
日
、
父
に
中
華
そ
ば
が
食
べ
た
い
と
い
う
と
、
自
分
で
作
る
な
ら
い
い
と
言
わ

れ
ま
し
た
。」こ
の
日
か
ら
、春
美
少
年
の
ラ
ー
メ
ン
探
究
と
い
う
遊
び
が
始
ま
る
。父
の

姿
を
見
つ
め
、
見
よ
う
見
ま
ね
に
ラ
ー
メ
ン
を
作
っ
て
み
る
。
父
に
も
試
食
を
お
願
い
し
、

「
も
う
少
し
麺
は
固
い
方
が
い
い
」「
何
か
辛
味
が
あ
る
と
い
い
」そ
う
い
っ
た
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
取
り
な
が
ら
、自
分
な
り
の「
お
い
し
さ
」を
探
究
し
つ
づ
け
た
。

　
そ
し
て
、あ
る
日
、家
に
あ
っ
た〝
に
ん
に
く
〟と〝
南
蛮
・
唐
辛
子
〟と
を
加
え
た〝
辛

み
そ
ラ
ー
メ
ン
〟が
誕
生
し
た
。

　

こ
れ
こ
そ
、
今
で
は
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る「
龍
上
海
」の
辛
み
そ
ラ
ー
メ
ン
の
源
流

で
あ
る
。
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上／一杯にかける集中力、情熱。お客
さん一人ひとりが感じる「おいしい」
に向かっていく
下／初代が導き、二代目が創り出し、
三代目が引き継ぐ伝統の味。龍上海
の辛味噌

　

そ
れ
は
、
親
と
子
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら「
お
い
し

い
」を
追
い
か
け
た
探
究
の
結
晶
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
こ
か
ら
月
日
は
流
れ
、
春
美
少
年
は
18
歳
に
な
っ

た
。「
龍
上
海
」は
地
域
に
愛
さ
れ
る
店
と
し
て
繁
盛
し
て

い
る
中
、
彼
は
父
か
ら
こ
う
言
い
渡
さ
れ
た「
今
日
で
俺

は
引
退
す
る
。
あ
と
は
お
前
に
任
せ
る
。」「
元
々
、
わ
た

し
に
渡
す
た
め
の
仕
事
と
し
て
始
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
、

当
時
は
わ
た
し
も
若
く
て〝
多
店
舗
展
開
す
る
！
〟と
常

連
の
お
客
さ
ん
に
豪
語
し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。」二

代
目
と
し
て
店
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
春
美
さ
ん
の
心
に

は
、
か
つ
て
行
商
人
と
し
て
生
計
を
立
て
た
祖
母
の
言
葉

が
あ
っ
た
。

「
10
人
人
間
が
い
れ
ば
、
10
通
り
の
違
う
考
え
方
を
す
る
。

全
員
が
納
得
す
る
答
え
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
け

れ
ど
、
関
係
性
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
お
客
さ
ん
が
飽
き

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。そ
れ
こ
そ〝
商
い
〟」
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上／看板商品「赤湯からみそラーメ
ン」。太く縮れた麺が深い味わいの
スープと絡み合う
下／「出前でも出来立てのような美
味しさを届けたい」という二代目の
思いから、こだわりの麺が誕生した

　
彼
に
一
切
の
妥
協
は
な
か
っ
た
。
ス
ー
プ
に
合
う
麺
を

つ
く
る
た
め
に
、
新
た
な
機
材
を
導
入
し
、
ゼ
ロ
か
ら
材

料
の
配
合
を
試
し
、
ス
ー
プ
を
残
し
て
帰
る
お
客
さ
ん
が

い
れ
ば
、
店
の
外
ま
で
追
い
か
け
て「
な
に
か
ま
ず
か
っ

た
か
？
」と
質
問
す
る
。「
一
度
食
べ
た
お
い
し
い
も
の
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
。〝
お
い
し
い
〟と
い
う
記
憶
は
忘
れ
ら
れ

な
い
と
思
う
ん
だ
」彼
は
、人
に〝
お
い
し
い
〟と
い
う
記

憶
を
抱
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
ス
ー
プ
と
、
麺
と〝
遊
び
〟

探
究
し
続
け
た
。

　
そ
し
て
、
今
日
、
そ
の
探
究
の
バ
ト
ン
は
三
代
目
の
手

へ
と
渡
っ
て
い
る
。「
今
で
は
三
代
目
に
任
せ
て
い
る
。味

の
チ
ェ
ッ
ク
は
す
る
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
三
代
目
が
主
体
的

に
き
り
も
り
し
て
く
れ
て
い
る
」

　
常
に
お
客
さ
ん
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
、
知
名
度
や
人
気

に
驕
る
こ
と
な
く
、
雨
の
日
も
、
風
の
日
も
、
か
わ
ら
ず

「
お
い
し
い
」を
追
い
求
め
る
探
究
者
の
姿
が
、こ
こ
赤
湯

に
は
あ
る
。

　

名
店「
龍
上
海
」の
お
い
し
さ
は
、
こ
の
地
で「
お
い

し
い
」を
追
い
求
め
る
家
族
の
バ
ト
ン
リ
レ
ー
の
ス
ト
ー

リ
ー
で
も
あ
る
。
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手渡されたバトン、僕も以前受け取ったはずだ。どこだったか、頭の中を探し回った。

導かれるように入った山の中で、僕が受け取った大切なバトン。思い出した。
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開
湯
９
３
０
年
の
歴
史
が
残
る
赤
湯
温
泉
。烏
帽
子
山
の
南

麓
か
ら
湧
き
出
る
温
泉
が
古
く
か
ら
人
々
を
癒
し
、
江
戸
時

代（
１
７
２
２
年
、享
保
７
年
）に
甘
湯
、森
の
湯
が
発
見
さ
れ

る
と
湯
町
と
し
て
の
賑
わ
い
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。当
時
、

個
人
や
団
体
で
の
参
詣
者
を
多
く
集
め
た
全
国
的
に
有
名
な
寺

院
の
門
前
に
は
七
味
唐
辛
子
を
売
る
店
舗
が
店
を
構
え
、「
薬

味
」を
謳
う
七
味
唐
辛
子
は
お
土
産
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。赤
湯
温
泉
で
旅
館
を
営
ん
で
き
た
方
々
に
話
を
聞

く
と
、記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が
赤
湯
温
泉
の
お
土
産
と
し
て

唐
辛
子
製
品
は
代
々
取
り
扱
い
を
し
て
い
て
、今
で
も
売
り
場

に
は
欠
か
せ
な
い
商
品
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
米
沢
藩
領
内
で
確
認
さ
れ
る
産
物
を
記
し
た『
米
澤
産
物
集
』

（
１
７
３
７
年
、
元
文
２
年
）に
は
、
唐
辛
子
類
で
あ
る「
釘く
ぎ

蕃ば
ん

椒し
ょ
う、

酸ほ
お
ず
き
ば
ん
し
ょ
う

醬
蕃
椒
、
八

は
ち
み
・
は
ち
じ
つ
ば
ん
し
ょ
う

寶
蕃
椒
」が
南
陽
市
梨
郷
地
区
で
栽
培
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。湯
治
客
や
出
羽
三
山
の
登
拝

者
、
商
人
た
ち
が
集
ま
る
赤
湯
温
泉
で
、
長
く
愛
さ
れ
て
き
た

「
唐
辛
子
」の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

途
絶
え
か
け
た
伝
統
の
辛
味

赤湯に伝わる「石焼きなんばん」
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P10／赤湯名物「石焼きなんばん」の唐辛子
P11右上／江

えがしらひろあき

頭宏昌農学博士。山形大学農学部教授。
在来作物研究、保存活動に取り組んでいる
左上／渡

わたさわ

沢　寿
ひさし

さん。山形おきたま産直センター代表
理事組合長。有機栽培に取り組む農家
右下／栽培が取りやめになると知り製造者のもとへ飛
んで行った、という江頭教授。「江戸時代から作られて
きた品種がなくなるのはもったいない」の一念だった

　

か
つ
て
赤
湯
名
物
に「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
」が
あ
っ
た
。
江

戸
時
代
か
ら
赤
湯
温
泉
で
販
売
さ
れ
て
き
た
が
、継
承
者
が
高

齢
の
た
め
２
０
１
６
年
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
幻
の
伝
統
食

品
で
あ
る
。植
物
遺
伝
資
源
学
分
野
の
専
門
家
で
山
形
在
来
作

物
研
究
家
の
江え
が
し
ら頭
宏ひ
ろ
あ
き昌
教
授
は
、最
後
の
一
軒
と
な
っ
た
南
陽

市
椚く
ぬ
ぎ
つ
か塚
の
農
家
を
２
０
１
２
年
に
取
材
し
て
い
る
。作
り
方
は
、

赤
黒
く
熟
す
直
前
に
収
穫
し
よ
く
乾
燥
さ
せ
た
唐
辛
子
に
、少

量
の
小
麦
粉
で
練
っ
た
麻
の
実
を
詰
め
、鉄
板
で
挟
み
芳
ば
し

く
焼
く
と
い
う
も
の
。
唐
辛
子
の
皮
ご
と
食
べ
る
も
の
で
、
サ

ク
サ
ク
と
し
た
食
感
と
じ
ん
わ
り
と
し
た
辛
味
が
と
て
も
美
味

し
か
っ
た
と
い
う
。「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
の
よ
う
な
唐
辛
子
の

食
べ
方
は
唐
辛
子
料
理
が
豊
富
な
韓
国
に
も
類
例
が
あ
り
ま
せ

ん
。ど
う
や
っ
て
こ
ん
な
食
べ
方
を
作
り
出
し
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。
世
界
で
唯
一
の
、
南
陽
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
食
文
化
だ
と
思

い
ま
す
」。

　
「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
」に
使
わ
れ
る
唐
辛
子
は
、程
よ
い
辛
さ

で
、
長
さ
10
セ
ン
チ
前
後
の
大
型
の
実
で
皮
が
厚
く
、
直
径
は

太
い
の
が
特
徴
。
一
般
的
な「
八や
つ
ふ
さ房

」と
は
別
品
種
だ
と
思
わ

れ
る
が
特
定
は
で
き
て
い
な
い
。製
造
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に

よ
る
と
１
８
０
年
以
上
前
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
品
種
で「
こ

の
唐
辛
子
で
な
い
と
石
焼
き
な
ん
ば
ん
は
作
れ
な
い
」と
い
う
。
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１／小麦粉をつなぎにした麻の実を、唐辛子の中に一つずつ詰め
ていく
２／中身を詰めた唐辛子。直径が太いものを使用する
３／専用の鉄板に挟み焼く。明治時代以前は石に挟んで焼いてい
たと考えられる
４／豆炭の火で両面を焼いていくと、香ばしい香りが立ち上がる
５／出来上がり。皮は黒く焦げているが苦さはあまり感じないという
６／この袋に「石焼きなんばん」を２、３本入れ販売されていた。
粉状の「石焼き唐からし」も同じ袋で売られていた時期がある。絵
柄は江戸時代の七味唐辛子売りの衣装で、引き札の流れが感じら
れるデザイン
７／昭和50年代頃の南陽市椚

くぬぎつか

塚の風景。いっぱいに吊るされた唐
辛子が家屋の壁面を赤く染めている。製造者の家に残された写真
を江頭教授が撮影記録したもの（写真提供／江頭宏昌）

2

4

6

1

3

5

7
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龍り
ゅ
う

上し
ゃ
ん

海は
い

二
代
目
、
佐
藤
春
美
氏
は
幼
少
の
頃
、
秋
に
な
る
と

農
家
の
軒
下
に
カ
ー
テ
ン
の
よ
う
に
長
く
唐
辛
子
が
吊
り
下

げ
ら
れ
て
い
る
風
景
や
、屋
外
で
焼
い
た
石
に
押
し
つ
け
る
よ

う
に
唐
辛
子
を
焼
き
、せ
ん
べ
い
の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
人
の

記
憶
が
あ
る
と
語
っ
た
。今
は
も
う
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
景
色

で
あ
る
が
、南
陽
の
唐
辛
子
の
記
憶
を
持
つ
人
は
他
に
も
い
て

「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
」の
復
活
を
目
指
す
動
き
も
あ
る
。

　
南
陽
市
で
有
機
農
業
に
取
り
組
む
渡
沢
寿
さ
ん
は
、父
親
か

ら「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
」の
存
在
を
伝
え
聞
い
た
。「
赤
湯
の
な

ん
ば
ん
粉
は
有
名
で
す
が
、唐
辛
子
を
丸
ご
と
食
べ
る
と
い
う

の
は
想
像
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。い
っ
た
い
ど
う
い
う
味
な

の
か
」。
ま
た
名
物
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

唐辛子の成育のほか、焼き技術の習得など課題はあるが種は受け継がれた

し
れ
な
い
、と
、渡
沢
さ
ん
は「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
」唐
辛
子
の

種
を
最
後
に
貰
い
受
け
た
江
頭
教
授
の
も
と
を
訪
れ
た
。一
度

栽
培
し
収
穫
し
た
果
実
を
乾
燥
さ
せ
冷
蔵
保
存
し
て
い
た
唐

辛
子
は
、収
穫
か
ら
４
年
経
過
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
ほ
ど

ふ
っ
く
ら
と
張
り
の
あ
る
姿
で
種
を
包
ん
で
い
た
。

　
江
戸
時
代
か
ら
南
陽
市
で
継
が
れ
て
い
た
種
が
、研
究
者
の

熱
意
を
通
し
て
新
た
な
作
り
手
に
渡
っ
た
。
種
は
苗
と
な
り
、

再
び
南
陽
の
土
に
根
を
は
り
豊
か
な
実
を
つ
け
る
だ
ろ
う
。こ

の
地
域
で
生
ま
れ
、失
わ
れ
た
食
文
化
が
よ
み
が
え
り
人
々
の

記
憶
と
な
る
物
語
が
は
じ
ま
る
。
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高た

か

橋は

し

　
直な

お

記き 

氏

（
一
社
）
や
ま
が
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

戦
略
会
議
委
員

　

２
０
１
９
年
2
月
に
設
立
し
た「
一
般
社
団
法
人

や
ま
が
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局
」（
以
下
、
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
観
光
局
）
は
、
今
年
５
年
度
目
を
迎
え
て
い

ま
す
。
本
号
か
ら
最
終
号
と
な
る
19
号
ま
で
、
こ
れ

ま
で
誌
面
に
登
場
し
た
４
人
の
方
々
に
、
現
在
感
じ

て
い
る
こ
と「
あ
な
た
に
と
っ
て
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」

に
つ
い
て
伺
っ
て
い
き
ま
す
。

高
橋
直
記
さ
ん
は
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局
の
前
身

「
や
ま
が
た
長
井
観
光
局
」
の
頃
か
ら
情
報
発
信
の

分
野
で
関
わ
り
、
戦
略
会
議
委
員
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
チ
ー
ム
の
活
動
メ
ン
バ
ー
を
集
め
て
繋
げ
る
役
割

を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

− 
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り
返
っ
て
改
め
て
感
じ

る
こ
と
は
？

　「
長
井
市
で
、
な
ぜ
観
光
な
の
？
」と
い
う
問
い

を
ず
っ
と
持
っ
て
い
て
、
自
分
の
中
で
整
理
し
な
が

ら
の
活
動
で
し
た
。
東
京
で
就
職
し
山
形
に
帰
っ

て
き
て
15
年
に
な
り
ま
す
が
、
地
元
長
井
市
に「
観

光
」の
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。

２
０
１
５
年
頃
か
ら
と
に
か
く
、
置
賜
地
域
で
や
り

た
い
こ
と
や
戦
略
を
持
っ
て
い
る
人
を
集
め
引
き
合

わ
せ
て
い
き
ま
し
た
ね
。
そ
う
や
っ
て
設
立
か
ら
３

年
間
、
コ
ン
テ
ン
ツ
は
作
っ
た
な
、
と
い
う
感
覚
は

あ
り
ま
す
。
今
ま
で
の
観
光
ピ
ー
ア
ー
ル
に
あ
り
が

ち
な
フ
ワ
ッ
と
し
た
浅
い
も
の
で
は
な
く
、
深
い
印

象
を
残
す
映
像
、
写
真
、
翻
訳
文
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
上
げ
ま
し
た
し
、〈O

M
IKI PRO

JEC
T

〉や
、

知
る
人
ぞ
知
る
風
景
を
ツ
ア
ー
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
売
り

出
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
反
面
、
そ
れ
が
然
る
べ

き
人
に
届
い
て
い
る
か
？
と
い
う
点
は
現
時
点
の
課

題
で
す
。

− 
活
動
を
通
し
て
見
え
て
き
た
こ
と
は
？

　
世
の
中
は
予
算
で
動
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
ね（
笑
）。
一
方
で
、
情
報
を
受
け
取
っ
て
来
る
人

に
と
っ
て
は「
ど
こ
そ
こ
の
予
算
紐
付
い
て
る
か
ら
、

こ
れ
発
信
し
て
い
ま
す
」と
い
う
の
は
全
く
関
係
の

な
い
話
。
情
報
発
信
や
コ
ン
テ
ン
ツ
作
り
に
は
ど
う

し
た
っ
て
予
算
は
紐
づ
く
わ
け
だ
か
ら
、
予
算
の
段

階
で
広
域
で
ま
と
め
て
い
か
な
い
と
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
対
し
て
い
い
コ
ン
テ
ン
ツ
に
な
り
に
く
い
だ
ろ
う

な
と
。

I N T E R V I E W

生
ま
れ
育
っ
た
地
域
に
対
す
る
心
の
リ
ア
ル

自
分
に
と
っ
て
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
と
は
？

当
た
り
前
の
日
常

〝
た
だ
の
生
ま
れ
た
場
所
〟

に
つ
い
て
考
え
る
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A B O U T  U S

− 
高
橋
さ
ん
に
と
っ
て「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」は
、
今

ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

　
言
葉
と
し
て
は「
自
己
肯
定
感
の
手
が
か
り
」と

い
う
か「
ち
っ
ぽ
け
な
誇
り
」と
い
う
か
。
突
き
詰

め
る
と「
た
だ
の
生
ま
れ
た
所
」。こ
の
土
地
以
外
の

人
に「
こ
こ
は
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
だ
」と
言
っ
て
も
ら

え
た
な
ら
、
本
当
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気

が
し
ま
す
。
普
通
に
こ
こ
で
生
ま
れ
育
ち
、
地
域
に

対
し
て
誇
り
も
肯
定
感
も
な
い
ま
ま
暮
ら
し
て
い

る
人
に
と
っ
て
は「
何
も
な
い
所
」と
感
じ
る
リ
ア

ル
が
あ
っ
て
。
そ
こ
で「
自
分
に
と
っ
て
の
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」と
い
う
お
題
を
、
そ
れ

ぞ
れ
が
考
え
続
け
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
か
な

と
感
じ
て
い
ま
す
。

やまがたアルカディア
観光局について

（一社）やまがたアルカ
ディア観光局は、長井市・
南陽市・白鷹町・飯豊町・
小国町によって設立され
た地域連携 DMO 。
観光地域づくりを通して、
地域の多様な事業者と住
民が一体となり、限りな
く持続可能な地域の発展
に寄与していく。

V IS ION
日 本 最 強 の ロ ー カ ル

緑や花に囲まれた、美しい里山風景。人々が行き交い、まちは住ま
う人の笑顔に包まれ、活気に満ち溢れている。
住む人、働く人、訪れる人は、「東洋のアルカディア」と呼ばれる
この地に想いを馳せる。
この地に暮らすことを誇り、100 年、はるか先まで続く〝日本最強
のローカル〟を目指す。

豊かな風土、持続可能なコミュニティ、
いつでも帰れる、みんなを迎えられる心のふるさとやまがた

MISS ION
東 洋 の ア ル カ デ ィ ア を 子 ど も た ち へ
私たちは、この地に住む人、働く人、訪れる人とともに、精神的にも
経済的にも幸福度の高い地域をつくりあげ、次世代につないでいく。 

BRAND  CONCEPT
やまがたアルカディア〜新たな自分に出逢える郷

さと

山
やま

〜

滞在交流型
プログラム等の
企画・催行

受入施設
および

二次交通等の
整備

地域の
ブランディング

および
各種情報発信

PRODUCTS

白鷹町
南陽市

長井市
小国町
飯豊町

PROFILE
高橋直記（たかはし・なおき）　長井市生ま
れ。東京の広告プロダクション勤務後、CG
デザイナーとして独立。企画会社で 10 年勤
めた後、日本アルカディアネットワークに入
社。アルカディア観光局の前身「やまがた長
井観光局」の頃から情報発信の分野で関わる。
古代の丘「星の広場」が心のアルカディア。

一般社団法人やまがたアルカディア観光局
〒 993-0003 山形県長井市東町 2 番 50 号
TEL.0238-88-1831　FAX.0238-88-1812

https://arcadia-kanko.jp/

見る・触れる・体験する！
やまがたアルカディア観光局では、置賜地方の豊かな風土と奥深い文
化が感じられる、滞在交流型旅行商品を企画・提案しています。「東洋
のアルカディア」を体験できる様々なプランをぜひご利用ください。

INFORMATION

公式 HP

詳しくは
ツアー HPを
ご覧ください。

facebook Instagram LINE
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「
石
焼
き
な
ん
ば
ん
」
に
使
わ
れ
て
い
た
唐
辛
子
の
種
を

譲
り
受
け
、
唐
辛
子
文
化
を
継
承
し
た
桜
井
物
産
の
「
な

ん
ば
ん
こ
」。
自
社
で
植
え
付
け
を
し
て
い
る
地
産
の
唐

辛
子
を
乾
燥
さ
せ
粉
末
に
し
た
も
の
。
唐
辛
子
そ
の
も
の

の
辛
味
が
強
く
舌
先
を
ピ
リ
リ
と
刺
激
し
ま
す
。
定
番
の

赤
唐
辛
子
の
他
、
青
唐
辛
子
を
使
用
し
た
「
青
な
ん
ば
ん
」

は
爽
や
か
な
辛
味
で
、
煮
物
、
焼
き
物
、
ス
ー
プ
の
調
味

に
も
便
利
で
す
。

桜
井
物
産

な
ん
ば
ん
こ

赤湯温泉観光センター ゆーなびからころ館（取扱店）
〒 999-2211 山形県南陽市赤湯 754-2　Tel / 0238-43-3114
営業時間 / 9：00～20：00（土曜 18 時まで）　※冬季間は時間が異なります
休館日 / 水曜（祝日の場合翌日休館）　http://www.karakorokan.jp 

香
ば
し
く
風
味
豊
か
な
四
味
の
粉
末
唐
辛
子
。
１
９
６
１

（
昭
和
36
）
年
に
大
沼
き
よ
さ
ん
が
、
唐
辛
子
、
山
椒
、
青

の
り
、
黒
ご
ま
を
炒
っ
て
混
ぜ
、
手
作
業
で
瓶
詰
め
す
る

「
唐
か
ら
し
粉
」
を
考
案
。
そ
の
手
法
を
受
け
継
ぎ
つ
つ

香
り
立
つ
よ
う
な
辛
味
を
追
求
し
、
現
在
の
絶
妙
な
味
が

完
成
し
ま
し
た
。
開
封
後
は
要
冷
蔵
。
蕎
麦
や
煮
物
、
汁

物
、
ア
ヒ
ー
ジ
ョ
な
ど
の
洋
風
料
理
に
も
合
う
深
い
味
わ

い
で
す
。

大
沼
と
う
が
ら
し
店

唐
か
ら
し
粉

※時期により生産されていない場合があります。
事前に店舗へご確認ください。

置 賜 地 域 に 伝 わ る 唐 辛 子 を 使 っ た

調 味 料 や 郷 土 料 理 。

当 た り 前 に あ る 地 域 の 産 物 が 家 庭 の 味 を

つ く り 、食 の 記 憶 と な っ て 残 っ て い き ま す 。

独 自 性 が あ り 、現 在 も 味 わ う こ と が で き る

置 賜 の 辛 味 を ご 紹 介 し ま す 。

置賜地域の辛味、薬味
お 土 産 ・ 名 物

S  P  I  C  E

Souvenir/Specialty

Okitama region 's 
KARAMI and YAKUMI
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白川荘（取扱店）
〒 999-0424 山形県西置賜郡飯豊町数馬 218-1　Tel / 0238-77-2124 
営業時間 / 9:30～20:00　定休日 / 不定休

小
国
町
産
の
味
噌
に
刻
ん
だ
唐
辛
子
を
混
ぜ
た
シ
ン
プ
ル

な
辛
味
噌
。
粒
味
噌
の
食
感
と
ほ
の
か
に
広
が
る
辛
味
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
小
国
町
で
は
唐
辛
子
を
作
る
家
が
多
く
、

収
穫
し
干
さ
ず
に
生
の
ま
ま
刻
み
味
噌
に
混
ぜ
込
ん
だ
り
、

唐
辛
子
が
余
る
と
冷
凍
し
必
要
な
時
に
料
理
に
使
う
と
い

う
食
文
化
も
。
素
材
の
味
を
生
か
す「
な
ん
ば
ん
味
噌
」は
、

生
野
菜
や
豆
腐
に
添
え
る
ほ
か
、
焼
き
お
に
ぎ
り
に
も
お

す
す
め
。

（
有
）
小
国
町
農
業
振
興
公
社

な
ん
ば
ん
味
噌

物産品直売所　白い森のくまさん
〒 999-1363 山形県西置賜郡小国町小国小坂町 616-1　Tel /0238-62-3719　
営業時間 /9:00～18:00　休館日 / 1 月 1 日（その他）　 http://michinoeki-oguni.jp/

１
７
８
９
年
創
業
の
歴
史
あ
る
醤
油
醸
造
所
で
、
一
族
の

長
男
が
結
婚
式
を
す
る
際
に
だ
け
仕
込
ま
れ
、
薬
と
し
て

伝
承
さ
れ
て
き
た
「
あ
け
が
ら
し
」。
米
麹
、
か
ら
し
、
麻

の
実
、
生
絞
り
し
ょ
う
ゆ
、
三
温
糖
を
使
用
し
た
独
自
製

法
で
、
他
に
は
な
い
ほ
ど
の
芳
醇
な
味
わ
い
で
す
。
一
般

販
売
が
始
ま
っ
て
25
年
ほ
ど
、
海
外
の
人
々
に
も
愛
さ
れ

る
人
気
商
品
と
な
り
、
置
賜
地
域
の
お
土
産
や
贈
り
物
と

し
て
も
喜
ば
れ
る
逸
品
。

飯
豊
町
中
津
川
地
区
の
山
で
採
れ
た
く
る
み
と
シ
ソ
の
葉
、

粉
唐
辛
子
を
自
家
製
み
そ
に
加
え
て
作
る
「
く
る
み
な
ん

ば
ん
」。
辛
味
は
控
え
め
で
、
く
る
み
の
や
さ
し
い
甘
み
と

風
味
、
歯
応
え
が
ど
こ
か
上
品
な
印
象
。
昔
か
ら
中
津
川

の
家
庭
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
旅
人
に
振
る
舞
っ
た

と
こ
ろ
評
判
が
良
く
お
土
産
物
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う

な
っ
た
と
い
う
一
品
。
地
元
食
材
を
活
か
し
た
知
恵
と
お

い
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

山や
ま

一い
ち

醤し
ょ
う
ゆ油
製
造
所

あ
け
が
ら
し

な
か
つ
が
わ
農
家
民
宿
組
合

く
る
み
な
ん
ば
ん

山一醤油製造所
〒 993-0006 山形県長井市あら町 6-57　Tel ＆ Fax /0238-88-2068
営業時間 / 9:00～17:00　定休日 / 土、日、祝　http://akegarashi.jp/framepage1.htm

SPICE

作 り 手 の 一 人、
農家民宿いから
し新家、五十嵐
さん
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本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

写
真
の
場
所
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

そ
し
て
す
こ
し
の
間
だ
け
ス
マ
ホ
を
し
ま
っ
て

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
感
じ
た

美
し
い
風
景
を
眺
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

1

7

3

6 8

4 5
2

7 P14：長井市草岡
古代の丘　縄文の森　星
の広場西側元炊事棟付近
撮 影 date：2023 年 5 月
26日　午後2時50分頃

8 裏表紙：白鷹町中山
中山大紅花畑
撮 影 date：2022 年 7 月
20日　午前6時45分頃

6 P13：鶴岡市（山形大学
農学部）　
江頭先生と渡沢さん
撮影 date：2023 年 6 月
8 日　午後 2 時 10 分頃

5

2 P04：南陽市赤湯
龍上海
撮 影 date：2023 年 5 月
26日   午前11時40分頃

3 P08-09：飯豊町岩倉
川入切合登山口より登る

（飯豊トンネル付近）
撮 影 date：2021 年 8 月
18日　午前11時50分頃

4

1 P12 左下：南陽市椚塚
佐藤さん宅
撮影date：不明（昭和50
年代）

P12 左上：南陽市椚塚
佐藤さん宅
撮影 date：2012年６月
10日

表紙：鶴岡市(山形大学
農学部 )　石焼なんばん
に使用する唐辛子
撮 影 date：2023 年 6 月
8日　午後3時10分頃
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長井市中心部
NAGAI CITY

白鷹町中心部
SHIRATAKA TOWN

南陽市中心部
NANYO CITY

飯豊町中心部
IIDE TOWN

小国町中心部
OGUNI TOWN
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