
　

福
良
の
特
産
の
一
つ
「
手
延
べ
素
麺
」
は
、
江
戸
時
代
天
保
年
間
（
１
８
３
０
〜
１
８
４

３
年
）
か
ら
作
ら
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
渡
七
平
と
い
う
人
が
、
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
た
帰
り
に
、

三
輪
の
里
（
奈
良
県
）
で
、
農
家
が
素
麺
を
作
っ
て
い
る
光
景
を
見
、
そ
の
作
り
方
を
習
得

し
た
い
と
思
い
、
２
年
間
、
三
輪
の
里
に
留
ま
っ
て
作
り
方
を
学
び
、
福
良
の
地
に
帰
っ
て

素
麺
を
作
っ
た
こ
と
が
、
福
良
の
素
麺
づ
く
り
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
中
頃
、
原
料
と
な
る
小
麦
粉
が
洲
本
市
で
作
ら
れ
、
更
に
島
外
か
ら
も
小
麦
粉
が
入

手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
素
麺
の
作
り
手
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
、
冬
場

の
不
漁
期
の
漁
師
の
副
業
と
し
て
発
達
し
ま
し
た
。
最
盛
期
の
大
正
時
代
に
は
、
１
３
７
軒

の
素
麺
業
者
が
存
在
し
た
そ
う
で
す
。
現
在
は
２
０
軒
以
下
と
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
今

も
福
良
の
地
で
素
麺
が
作
ら
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　

平
成
２
４
年
５
月
に
、
福

良
の
自
主
防
災
会
の
代
表
者

ら
が
、
南
三
陸
町
を
訪
問
し
、

福
良
の
素
麺
と
淡
路
島
た
ま

ね
ぎ
を
届
け
ま
し
た
。

　

訪
問
で
は
、
地
元
自
治
会

の
方
か
ら
当
時
の
様
子
や
教

訓
な
ど
を
を
教
え
て
い
た
だ

き
、
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。

　

福
良
の
素
麺
の
美
味
し
さ
は
、
折
り
紙

付
き
で
、
古
く
は
大
正
４
年
（
１
９
１
５

年
）
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
覧
会

で
、
金
賞
を
受
賞
し
た
ほ
ど
で
す
。

　

冬
の
冷
た
い
水
と
、
福
良
の
気
候
風
土

が
、
素
麺
づ
く
り
に
適
し
て
お
り
、
そ
の

品
質
は
業
界
で
も
高
級
品
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

福
良
の
八
幡
神
社
に
は
、
「
素
麺
神
社
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
お
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

素
麺
作
り
の
技
法
を
学
ん
だ
奈
良
県
に
あ
る

大
神(

お
お
み
わ)

神
社
の
分
祀
社(

ぶ
ん
し

し
ゃ)

（
本
社
と
同
じ
祭
神
を
ま
つ
る
他
所
に

つ
く
ら
れ
た
神
社
の
こ
と
）
で
す
。
７
月
７

日
の
「
そ
う
め
ん
の
日
」
に
、
「
素
麺
神
社
明

神
講
祭
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

福
良
の
素
麺
は
、
津
波
な
ど
の
災
害
に
備
え
、
福
良
、
阿
万
、
沼

島
、
阿
那
賀
な
ど
の
避
難
所
で
、
備
蓄
食
糧
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

素
麺
づ
く
り
が
盛
ん
な
南
あ
わ
じ
市
な
ら
で
は
の
非
常
食
で
す
。

福良港津波防災
ステーション

淡路人形座

福良八幡宮
素麺神社

なないろ館

福良地区公民館

被災施設の訪問

地元の方から当時の様子などを伺う

南三陸町に届けた福良の素麺と淡路島たまねぎ

福
良
の
そ
う
め
ん

は
じ
ま
り
は

　
　
　
　
　

江
戸
時
代
！

漁
師
の
副
業
だ
っ
た
！

世
界
も
認
め
る

美
味
し
さ
！

知
っ
て
る
？

　
　

素
麺
神
社

じ
つ
は

非
常
食
に
も

使
わ
れ
て
い
ま
す
！

東
日
本
大
震
災
の

復
興
支
援
に
福
良
の

そ
う
め
ん
を
届
け
ま

し
た
！


