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「
自
分
ら
し
さ
」
を

大
切
に
す
る

五
戸
の
く
ら
し

青
森
県
南
部
地
方
、

地
図
を
広
げ
る
と
右
下
の
ほ
う
に
あ
る
五
戸
町
。

正
直
、
華
や
か
さ
と
は
縁
遠
い
町
で
す
。

見
渡
す
と
田
畑
、
町
内
だ
け
だ
と

必
要
な
も
の
は
な
か
な
か
揃
わ
な
い
し
、

集
い
の
場
も
数
え
る
ほ
ど
。

坂
が
多
く
て
疲
れ
る
し
、

冬
の
風
は
突
き
刺
す
よ
う
に
痛
く
、

雪
だ
っ
て
降
り
ま
す
。

だ
け
ど
そ
の
不
便
さ
は
、

ど
れ
も
五
戸
に
必
要
な
こ
と
。

坂
が
多
い
の
は
先
人
た
ち
が

住
む
場
所
を
削
っ
て
開
墾
し
た
証
。

そ
の
田
畑
が
住
ま
う
人
々
を
支
え
ま
す
。

そ
し
て
寒
さ
を
乗
り
越
え
た
先
に
あ
る
、

春
の
訪
れ
と
作
物
の
芽
吹
く
喜
び
は
ひ
と
し
お
。

困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、

集
い
の
場
で
知
り
合
っ
た

世
話
好
き
の
じ
い
ち
ゃ
ん
が

助
け
て
く
れ
る
か
も
。

「
新
参
者
だ
か
ら
」
な
ん
て
野
暮
な
こ
と
は
言
わ
ず
、

ほ
ど
よ
い
距
離
感
で
、
時
に
お
せ
っ
か
い
。

協
力
的
だ
け
ど
、
他
人
に
流
さ
れ
ず

自
分
の
信
念
を
持
つ
人
が
多
い
町
。

そ
ん
な
人
た
ち
の
生
き
方
と
暮
ら
し
を

少
し
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
。

五戸町
人口　17,627 人（平成 30年 1月 1日現在）
面積 177.67km²

八戸市や十和田市と隣接する町。平成 16 年に倉石村
を編入。奥州街道が通っていたため、古くは宿場町と
して栄えた。山間に位置し、平らな道は少なく坂が多い。
主要産業は農業でコメのほか、ナガイモ等の根菜と紅
玉（リンゴの品種）、倉石牛などが有名。その他、桜肉
（馬肉）とサッカーが盛んなことでも知られている。
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「
気
の
合
う
仲
間
た
ち
」
と

地
場
の
人
気
商
品
を
つ
く
る

　
「
カ
マ
ラ
ー
ド
の
家
」
の
玄
関
を
開
け

る
と
、
バ
タ
ー
の
混
じ
っ
た
リ
ン
ゴ
の

甘
い
香
り
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
は
ア
ッ

プ
ル
パ
イ
を
作
っ
て
い
る
最
中
で
し
た
。

　

パ
イ
生
地
に
手
際
よ
く
卵
黄
を
塗
り
、

り
ん
ご
を
盛
り
付
け
て
オ
ー
ブ
ン
で
焼

い
て
い
き
ま
す
。
焼
き
あ
が
っ
た
ア
ッ

プ
ル
パ
イ
は
と
て
も
美
味
し
そ
う
で
、

工
房
は
香
り
に
包
ま
れ
ま
す
。

「
こ
の
地
域
は
紅
玉
と
い
う
品
種
の
リ
ン

ゴ
の
産
地
で
、
地
元
に
貢
献
し
た
い
と

始
め
た
の
が
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
。
味
は
ど

こ
に
も
負
け
な
い
も
の
を
と
、
改
良
を

繰
り
返
し
ま
し
た
か
ら
、
絶
対
の
自
信

が
あ
り
ま
す
よ
」
と
、
代
表
の
竹
洞
雍

子
さ
ん
は
に
こ
や
か
に
話
し
ま
す
。

　
「
カ
マ
ラ
ー
ド
」
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
語

で
「
気
の
合
う
仲
間
」
と
い
う
意
味
で
、

創
業
は
平
成
９
年
。
そ
れ
よ
り
前
の
平

成
４
年
、
竹
洞
さ
ん
が
当
時
の
倉
石
村

営
加
工
セ
ン
タ
ー
で
働
い
て
い
た
時
、

流
通
に
乗
ら
な
い
安
価
の
ニ
ン
ニ
ク
や

リ
ン
ゴ
を
使
っ
た
商
品
開
発
す
る
事
業

が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
竹

洞
さ
ん
た
ち
が
開
発
し
た
「
ニ
ン
ニ
ク

ボ
ー
ル
」
は
今
も
人
気
商
品
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
加
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
「
こ

の
ま
ま
で
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
」
と
、

職
場
仲
間
８
名
と
独
自
に
始
め
た
の
が

「
カ
マ
ラ
ー
ド
の
家
」
で
す
。
農
業
改
良

制
度
資
金
と
自
己
資
金
を
出
し
合
っ
て

の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

　

当
初
、
周
囲
か
ら
様
々
な
誹
謗
中
傷

が
あ
り
ま
し
た
。「
そ
の
時
が
一
番
苦
し

く
辛
か
っ
た
」
と
竹
洞
さ
ん
。
し
か
し
、

平
成
16
年
に
借
り
た
制
度
資
金
を
完
済

し
、
そ
の
２
年
後
に
は
メ
ン
バ
ー
全
員

の
家
族
と
一
緒
に
、
海
外
旅
行
へ
行
け

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
で
は
周
囲
の

誰
も
が
認
め
る
組
織
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
会
員
は
４
名
の
ほ
か
、
パ
ー

ト
が
３
名
。
つ
く
っ
て
い
る
商
品
は
、「
ニ

ン
ニ
ク
ボ
ー
ル
」「
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
」「
ヨ

モ
ギ
茶
」「
ど
れ
味
噌
」
な
ど
で
、
添
加

物
や
化
学
調
味
料
を
使
用
し
な
い
も
の

ば
か
り
。
地
元
や
隣
の
十
和
田
市
の
産

直
所
で
販
売
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
売
り
切

れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
人
気
で
す
。

「
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
こ
こ
に
来
る

と
ホ
ッ
と
す
る
し
、
み
ん
な
で
話
し
合

う
こ
と
も
楽
し
い
で
す
よ
」
と
竹
洞
さ

ん
。

　

自
慢
の
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
は
、
冷
凍
で

乾
燥
さ
せ
た
紅
玉
を
使
用
。
ほ
ど
よ
い

酸
味
と
甘
味
が
好
評
で
、
注
文
が
多
い

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
ッ
プ
ル
パ
イ

や
味
噌
づ
く
り
体
験
も
行
い
、
玄
米
麹

で
作
る
味
噌
は
甘
味
と
コ
ク
が
あ
っ
て

美
味
し
い
と
、
毎
年
参
加
す
る
人
が
い

る
ほ
ど
の
人
気
。

「
お
客
さ
ん
に
食
べ
て
も
ら
う
の
が
何
よ

り
も
嬉
し
い
。
将
来
的
に
は
、
定
年
を

迎
え
る
主
婦
で
も
、
移
住
し
て
き
た
人

が
農
業
を
し
な
が
ら
で
も
、
そ
う
い
う

人
た
ち
に
託
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
地
域
を
再
発
見
し

て
く
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ
ね
」
と

竹
洞
さ
ん
は
思
い
を
話
し
ま
す
。

　

地
域
に
必
要
と
さ
れ
、〝
地
域
の
宝
〟

と
な
っ
て
い
る
「
カ
マ
ラ
ー
ド
の
家
」。

竹
洞
さ
ん
た
ち
の
活
動
は
、
こ
れ
か
ら

も
益
々
発
展
し
て
い
く
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
の
で
す
。
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今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
、
素
掘
り
の
水

路
に
は
ナ
マ
ズ
や
メ
ダ
カ
が
泳
ぎ
、
田

ん
ぼ
に
は
様
々
な
水
生
昆
虫
が
棲
ん
で

い
ま
し
た
。
ひ
と
頃
、
日
本
各
地
の
農

村
地
帯
で
見
ら
れ
た
里
山
の
風
景
で
す
。

そ
う
し
た
里
山
を
再
び
蘇
ら
せ
、
地
域

を
元
気
に
し
た
い
と
い
う
思
い
で
五
戸

町
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き
た
人
が
い
ま
す
。

上
市
川
地
区
に
住
む
佐
々
木
政
喜
さ
ん

で
す
。

　

福
島
県
の
大
学
で
生
物
を
学
ん
で
い

た
佐
々
木
さ
ん
。
そ
こ
で
水
田
の
昆
虫

を
調
査
し
て
る
う
ち
に
、
里
山
に
興
味

を
持
ち
始
め
ま
す
。
自
然
を
守
る
回
復

力
が
あ
る
こ
と
も
知
り
、
里
山
を
大
切

に
し
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
強
く
し

て
い
き
ま
す
。

「
里
山
が
消
え
て
し
ま
う
の
は
悲
し
い

こ
と
。
そ
れ
を
残
す
こ
と
は
、
た
だ
単

に
自
然
循
環
を
大
切
に
す
る
と
い
う
の

で
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
日
本

の
文
化
や
伝
統
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
ん
で
す
。
暮
ら
し
の
一
部
と
し
て
、

里
山
は
絶
対
必
要
だ
と
思
う
」。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
６
次
産
業
が
盛

ん
に
な
り
始
め
た
時
期
。
耕
作
面
積
の

少
な
い
里
山
で
も
農
産
加
工
で
生
活
で

き
な
い
も
の
か
と
考
え
、
大
学
卒
業
後
、

６
次
産
業
で
成
果
を
あ
げ
て
い
る
三
重

県
の
農
園
へ
就
職
。
そ
こ
で
菓
子
づ
く

ふる里を蘇らせたい、その思いでUターン
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り
を
担
当
し
、
そ
の
奥
深
さ
に
惹
か
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

菓
子
づ
く
り
の
技
術
を
学
び
な
が
ら
、

さ
ら
に
数
年
後
、
自
然
環
境
に
も
強
い

関
心
が
あ
っ
た
た
め
転
職
を
決
意
。
長

野
県
の
上
高
地
自
然
保
護
官
事
務
所
に

勤
め
る
こ
と
に
。

「
そ
こ
は
地
域
の
人
た
ち
が
、
上
高
地
の

環
境
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
が

高
く
、
ゴ
ミ
問
題
や
野
生
動
物
対
策
な

ど
地
域
ぐ
る
み
で
取
り
組
ん
で
い
た
ん

で
す
。
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」。

　

い
つ
か
は
五
戸
町
に
帰
ろ
う
と
考
え

て
い
た
佐
々
木
さ
ん
。
黒
毛
和
牛

の
繁
殖
と
肥
育
の
一
貫
経
営
を
し

て
い
る
実
家
で
、
手
が
足
り
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
Ｕ

タ
ー
ン
し
て
き
た
の
は
一
昨
年
の

７
月
で
し
た
。
学
ん
で
き
た
菓
子

づ
く
り
や
環
境
に
対
し
て
の
知
識

を
活
か
し
、
地
域
を
盛
り
上
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
考

え
ま
す
。

「
我
が
家
に
獅
子
舞
の
面
が
残
っ
て

い
ま
す
。
昔
は
正
月
に
舞
っ
て
い

た
の
を
覚
え
て
い
る
ん
で
す
が
、

い
つ
か
ら
か
や
ら
な
く
な
っ
て
い

る
。
夏
祭
り
の
山
車
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

は
、
自
分
の
世
代
が
最
後
か
も
知
れ
ま

せ
ん
」。

　

こ
の
地
域
の
良
さ
は
、
東
京
か
ら
遠

く
離
れ
て
お
り
、
都
会
の
風
が
入
っ
て

い
な
い
こ
と
だ
と
佐
々
木
さ
ん
は
話
し

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
豊
か
な
地
域
に

し
て
い
け
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　

佐
々
木
さ
ん
は
特
産
を
使
っ
た
菓
子

づ
く
り
や
、
牛
肉
の
加
工
品
を
模
索
し

て
い
る
最
中
。
Ｕ
タ
ー
ン
や
Ｊ
タ
ー
ン

な
ど
し
て
く
る
人
に
対
し
て
、
自
分
た

ち
は
何
を
し
た
い
の
か
、
何
が
で
き
る

の
か
が
大
事
。
ま
た
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
地
域
で
は
、
受
け
皿
と
な
る
仕
組

み
づ
く
り
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

「
風
景
や
自
然
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の

食
べ
物
と
い
っ
た
ふ
る
里
を
残
し
て
い

く
こ
と
が
私
た
ち
の
役
割
。
い
つ
で
も

帰
れ
る
ふ
る
里
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

幸
せ
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」
と
力
を
込
め
て
佐
々
木
さ
ん
は
話

し
ま
す
。

　

畑
や
水
田
が
あ
り
川
も
あ
る
五
戸
町
。

少
し
考
え
方
や
手
法
を
変
え
る
と
、
佐
々

木
さ
ん
の
思
う
里
山
が
で
き
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
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「
少
量
多
品
種
目
で
野
菜
を
つ
く
っ
て
る

の
で
、
一
年
中
忙
し
い
け
ど
、
毎
日
が

楽
し
い
で
す
よ
」
と
話
す
の
は
春
義
彦

さ
ん
。
春
さ
ん
は
７
年
前
、
奥
さ
ん
の

文
子
さ
ん
と
一
緒
に
、
神
奈
川
県
か
ら

五
戸
町
に
移
り
住
み
、
農
業
を
営
ん
で

い
ま
す
。
そ
ん
な
春
さ
ん
の
畑
で
、
研

修
生
と
し
て
働
い
て
い
る
の
が
、
埼
玉

県
か
ら
移
住
し
た
佐
藤
岳
広
さ
ん
・
美

穂
子
さ
ん
ご
夫
婦
、
神
奈
川
県
か
ら
の

山
口
平
さ
ん
・
千
代
さ
ん
ご
夫
婦
。

　

み
な
さ
ん
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、 

″
ア
ジ
ト
〟
で
も
あ
る
は
る
農
園
の
事
務

所
で
さ
さ
や
か
な
座
談
会
を
開
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
語
ら
れ
た
の
は
、
五
戸
を

選
ん
だ
理
由
、
苦
労
し
た
こ
と
、
こ
れ

か
ら
の
夢
…
…
な
ど
な
ど
。

　

生
い
立
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
違
え
ど
、
五
戸

に
住
ん
で
感
じ
る
こ
と
は
み
ん
な
同
じ
。

「
五
戸
の
人
た
ち
は
あ
っ
た
か
い
!!
」
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

五
戸
に
移
住
し
た
わ
け

春
さ
ん
：
神
奈
川
県
で
有
機
野
菜
や
無

添
加
の
加
工
品
を
扱
う
宅
配
業
で
働
い

て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
土
に
触
れ
る

機
会
が
あ
っ
て
、
自
然
界
に
命
を
感
じ
、

他
人
が
つ
く
っ
た
も
の
を
扱
う
の
で
は

な
く
、
自
分
で
つ
く
っ
た
も
の
を
人
に

勧
め
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
は
就
農
し
か
な
い
な
と
。
妻

の
出
身
地
で
あ
る
青
森
県
で
土
地
を
探

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
農
業
法
人
の
人
が

家
と
畑
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
い
う
お

話
を
い
た
だ
い
た
の
を
き
っ
か
け
に
移

住
が
現
実
的
に
な
り
、
こ
の
五
戸
町
が

私
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
た
の
が
始
ま
り

で
し
た
。

佐
藤
さ
ん
：
僕
は
移
住
し
て
き
て
２
年

に
な
り
ま
す
。
実
は
祖
父
母
が
倉
石
地

区
に
住
ん
で
い
て
、
そ
の
2
人
が
亡
く

な
り
畑
が
休
耕
地
に
な
っ
て
い
た
ん
で

す
。
幼
い
頃
、
東
京
か
ら
祖
父
母
の
家

に
遊
び
に
行
っ
た
時
、
お
爺
ち
ゃ
ん
の

ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
せ
て
も
ら
う
な
ど
楽

春 

義
彦
さ
ん

神
奈
川
県
出
身

35 歳

山
口 

平
さ
ん

神
奈
川
県
出
身

37 歳

佐
藤 

岳
広
さ
ん

埼
玉
県
出
身

36 歳

青
森
県
外
か
ら

五
戸
町
に

移
り
住
ん
だ
方
々

助けられ、支えられ、

移住した思いと夢を語る３家族の座談会

農と共に生きるため
移住するという選択
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し
い
思
い
出
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

い
つ
か
は
祖
父
母
の
家
で
暮
ら
し
な
が

ら
、
野
菜
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
住
ん
で
い
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の

更
新
を
き
っ
か
け
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

を
辞
め
移
住
を
決
心
し
た
ん
で
す
。

山
口
さ
ん
：
私
の
妻
も
青
森
県
出
身
な

ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
40
歳
ま
で
に
青
森

に
住
も
う
と
話
し
合
っ
て
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
30
歳
半
ば
か
ら
食
べ
物
に
よ
る

ア
レ
ル
ギ
ー
が
出
始
め
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
食
と
直
接
つ
な
が
る
農
業
に
興
味

を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
青
森
で

農
業
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
時
、
東

京
で
開
催
さ
れ
て
い
た
青
森
県
の
移
住

フ
ェ
ア
で
春
さ
ん
と
知
り
合
い
、
誘
わ

れ
る
よ
う
に
移
住
し
て
き
た
の
が
昨
年

の
４
月
で
し
た
。

春
さ
ん
：
五
戸
町
は
気
候
的
に
も
地
域

的
に
も
農
業
に
は
と
て
も
良
い
と
こ
ろ

だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
こ
の
地
域
は
、

根
菜
類
が
適
し
て
い
る
土
地
柄
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
で
無
農
薬
栽
培
で
農
業

を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
絶
対
で
き

る
わ
け
が
な
い
」
と
地
域
の
人
た
ち
に

３
年
間
言
わ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ

の
反
面
、
み
な
さ
ん
温
か
い
目
で
見
て

く
れ
て
ま
し
た
ね
。
地
域
か
ら
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
４
年
目
あ

た
り
か
ら
か
な
ぁ
。
ネ
ッ
ト
販
売
も
し

て
い
ま
す
が
、
今
は
ス
ー
パ
ー
や
産
直

所
で
も
扱
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ま
す
。
何
よ
り
も
そ
れ
が
一
番
嬉
し
い
。

佐
藤
さ
ん
：
移
住
し
て
間
も
な
く
、
春

さ
ん
の
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
収
穫
体
験
」
と

い
う
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
そ
れ
が
き
っ

か
け
で
春
さ
ん
の
所
で
研
修
生
に
な
り

ま
し
た
。

山
口
さ
ん
：
私
も
東
京
で
春
さ
ん
に
お

会
い
し
た
時
、
研
修
生
を
受
け
入
れ
る

体
制
が
で
き
て
る
と
い
う
こ
と
で
、
す

ぐ
に
決
め
た
ん
で
す
よ
。

嬉
し
い
驚
き
が
た
く
さ
ん

春
さ
ん
：
近
く
の
山
に
は
、
山
菜
な
ど

が
た
く
さ
ん
自
生
し
て
い
る
し
、
澄
ん

だ
空
気
と
き
れ
い
な
水
に
囲
ま
れ
て
暮

ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

最
高
の
贅
沢
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤
さ
ん
：
こ
の
地
で

暮
ら
し
始
め
て
思
っ
た
の

は
、
地
域
の
人
た
ち
が
穫

れ
た
野
菜
を
持
っ
て
来
て

く
れ
る
な
ど
、
助
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と

で
す
ね
。
来
る
前
ま
で
阻

害
さ
れ
る
の
で
は
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
意
外

と
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く

れ
ま
し
た
。

山
口
さ
ん
：
僕
も
そ
れ

を
感
じ
ま
し
た
。
私
た
ち
も
空
き
家
を

借
り
て
住
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
し
ば

ら
く
電
気
・
水
道
が
整
っ
て
な
く
て
、

そ
の
間
、
側
に
あ
る
事
務
所
を
自
由
に

使
わ
せ
て
も
ら
い
、
と
て
も
助
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
地
域
の
集
会
で
無
農
薬

栽
培
で
農
業
を
し
た
い
と
話
し
た
ら
、

初
対
面
の
人
が
「
う
ち
の
農
地
で
良
か
っ

た
ら
使
っ
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ

た
の
に
は
、
嬉
し
い
驚
き
で
し
た
。

春
さ
ん
：
本
当
に
地
域
の
皆
さ
ん
は
あ

た
た
か
い
で
す
よ
ね
。
最
近
で
は
私
も

冠
婚
葬
祭
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
よ
。
地
域
の
住
民
に
な
っ
た
こ
と

を
実
感
し
て
い
ま
す
。

佐
藤
さ
ん
：
何
か
集
ま
り
が
あ
っ
た
後
、

飲
み
会
に
も
声
を
か
け
て
く
れ
る
し
、

地
域
で
は
私
は
若
い
方
で
、
草
刈
り
な

ど
に
参
加
す
る
と
と
て
も
頼
り
に
さ
れ

喜
ば
れ
ま
す
。

山
口
さ
ん
：
消
防
団
に
入
団
し
た
こ
と

で
、
地
域
の
情
報
も
入
っ
て
く
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
嬉
し
か
っ
た

こ
と
は
、
地
域
で
門
松
づ
く
り
を
す
る

と
い
う
の
で
、
誘
わ
れ
た
こ
と
で
す
。

不
便
さ
も
あ
る

田
舎
暮
ら
し

春
さ
ん
：
み
な
さ
ん
地
域
に
す
っ
か
り

溶
け
込
ん
で
い
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
ま

だ
方
言
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
特
に
地
元

の
人
同
士
の
会
話
は
全
く
分
か
り
ま
せ

ん
よ
ね
。

佐
藤
さ
ん
：
良
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な

い
。
公
共
機
関
の
交
通
の
便
が
悪
い
こ

と
。
ど
こ
へ
行
く
に
も
車
が
必
要
で
、

歩
き
に
し
て
も
自
転
車
に
し
て
も
移
動

す
る
に
は
遠
い
で
す
。
ま
た
、
お
酒
を

飲
み
に
行
く
に
も
車
な
の
で
、
夫
婦
の

ど
ち
ら
か
は
飲
め
ま
せ
ん
よ
ね
。
居
酒

屋
も
ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
れ
は
不
便
。
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山
口
さ
ん
：
家
か
ら
役
場
ま
で
自
転
車

で
行
っ
た
時
、
道
路
が
狭
い
う
え
に
歩

道
が
な
く
危
険
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

佐
藤
さ
ん
：
子
供
た
ち
は
通
学
バ
ス
で

す
。
だ
か
ら
学
校
帰
り
の
寄
り
道
が
で

き
な
い
ん
で
す
。
大
人
も
そ
う
で
す
が
、

目
的
場
所
に
し
か
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
れ
が
寂
し
い
。
寄
り
道
が
で
き
る
場

所
を
つ
く
れ
た
ら
い
い
な
、
と
考
え
て

い
ま
す
。

春
さ
ん
：
都
会
と
比
べ
る
と
無
い
も
の

の
方
が
多
い
で
す
よ
ね
。
青
森
な
ら
で

は
の
新
し
い
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
だ

か
ら
起
業
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
る
と

思
う
。
私
は
食
を
通
し
て
健
康
を
考
え

て
も
ら
お
う
と
、
２
年
前
か
ら
映
画
上

映
会
を
開
い
て
ま
す
。
企
画
を

し
て
い
け
る
し
、
情
報
も
発
信

し
や
す
い
。
そ
れ
と
人
と
つ
な

が
り
や
す
く
広
が
り
も
あ
り
、

そ
の
出
会
い
が
楽
し
い
で
す
ね
。

山
口
さ
ん
：
農
業
が
大
変
で
辛

い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
う
え

で
言
う
の
で
す
が
、
作
物
の
芽

が
出
た
だ
け
で
も
感
激
す
る
な

ど
、
全
て
が
初
め
て
の
経
験
ば

か
り
で
、
農
業
は
楽
し
い
と
い
う
こ
と

も
確
認
で
き
ま
し
た
。
毎
日
が
楽
し
く
、

春
さ
ん
、
佐
藤
さ
ん
と
い
る
と
笑
い
が

絶
え
る
こ
と
が
な
い
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に

生
き
が
い
を
求
め
て

春
さ
ん
：
現
在
、
借
り
て
い
る
畑
を
含

め
る
と
約
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
り
、
そ
の

な
か
で
耕
作
面
積
は
約
２
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
、
根
菜
類
を
中
心
に
様
々
な
野
菜
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。
日
常
食
べ
て
い
る

野
菜
の
７
割
は
つ
く
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
収
入
も
安
定
し
、

や
り
方
次
第
で
は
も
っ
と
収
入
は
増
や

せ
る
と
思
い
ま
す
。

山
口
さ
ん
：
私
も
春
さ
ん
同
様
に
多
品

目
栽
培
を
し
て
い
き
た
い
。
就
農
し
た

か
ら
に
は
、
特
に
在
来
作
物
に
力
を
入

れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤
さ
ん
：
近
所
の
人
か
ら
マ
ル
イ
モ

を
頂
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
お
い
し

さ
に
衝
撃
を
受
け
た
ん
で
す
。
水
田
を

作
る
一
方
で
、
畑
で
そ
の
マ
ル
イ
モ
や

ア
ピ
オ
ス
も
つ
く
り
た
い
。
そ
れ
も
あ
っ

て
、
私
た
ち
夫
婦
で
「
ホ
ド
イ
モ
通
信
」

を
発
行
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
Ａ
４
版

の
用
紙
に
地
域
の
こ
と
と
か
、
私
た
ち

の
活
動
を
記
事
に
し
て
思
い
を
伝
え
て

い
ま
す
。
手
書
き
で
ち
ょ
っ
と
読
み
づ

ら
さ
も
あ
り
ま
す
が
…
…
。

山
口
さ
ん
：
そ
の
手
づ
く
り
感
が
僕
は

好
き
で
す
よ
。
私
が
目
指
す
の
は
、
私

た
ち
の
よ
う
な
人
で
も
農
業
で
普
通
に

生
活
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
周
囲
の

人
た
ち
に
認
め
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
自
分
た
ち
を
見
て
移
住
し
て

く
れ
る
人
が
一
人
で
も
い
た
ら
嬉
し
い

で
す
ね
。

佐
藤
さ
ん
：
目
標
は
、
農
業
だ
け
で
は

な
く
、
農
家
民
泊
や
飲
食
店
も
や
っ
て

み
た
い
。
地
域
が
良
く
な
る
こ
と
で
少

し
で
も
町
に
貢
献
し
た
い
ん
で
す
。
そ

し
て
、
こ
の
地
域
に
は
伝
統
芸
能
や
伝

統
食
な
ど
、
残
し
て
い
き
た
い
と
思
う

よ
う
な
宝
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を

ず
っ
と
大
切
に
守
っ
て
い
く
仕
組
み
を

作
れ
た
ら
良
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

春
さ
ん
：
み
ん
な
こ
の
五
戸
町
に
は
、

夢
や
可
能
性
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
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「
五
戸
町
と
い
え
ば
な
ん
で
す
か
？
」
坂
が
多
い
、

馬
肉
、
ナ
ガ
イ
モ
、
田
舎
、
寒
い
、
酒
蔵
が
２
つ
あ

る
…
…
。
小
さ
い
町
な
の
に
自
慢
や
、
象
徴
す
る
も

の
が
案
外
多
く
て
、
な
ん
だ
か
説
明
し
が
た
い
町
で

も
あ
り
ま
す
。だ
け
ど
、そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ツ
を
辿
っ

て
み
る
と
、
結
び
つ
き
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

の
で
す
。

　

山
林
に
囲
ま
れ
、
平
地
が
少
な
い
五
戸
。
限
ら
れ

た
平
地
を
農
地
と
し
て
活
用
す
べ
く
、
五
戸
川
周
辺

は
田
畑
に
、
そ
し
て
人
々
は
高
台
に
居
を
構
え
、
街

が
形
成
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
夏
に
ヤ
マ
セ
が
吹
く
環

境
は
厳
し
く
、
コ
メ
よ
り
も
大
豆
や
ソ
バ
の
雑
穀
が

主
体
。
町
に
は
雑
穀
の
製
粉
業
者
が
い
て
、
そ
れ
を

加
工
す
る
駄
菓
子
屋
や
煎
餅
屋
な
ど
が
今
も
残
っ
て

い
ま
す
。

　

岩
手
県
や
青
森
県
南
部
地
方
に
は
、「
戸
」
の
つ

く
地
名
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
地
域

を
戸
制
で
分
け
た
こ
と
が
由
来
で
す
。
各
戸
に
は
牧

場
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
馬
産
地
に
な
り
ま
し

た
。
藩
政
時
代
に
代
官
所
が
置
か
れ
る
と
、
奥
州
街

道
が
通
る
五
戸
は
宿
場
町
に
。
馬

市
や
木
材
市
が
開
か
れ
、
周
辺

地
域
か
ら
人
が
集
ま
り
、
賑
わ

い
を
み
せ
ま
す
。

　

五
戸
に
と
っ
て
馬
は
資
源
で
あ

り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
。
昭
和
の
中
頃
ま
で
農
耕
馬
と
し

て
、
木
材
な
ど
を
運
ぶ
馬
ソ
リ
と
し
て
活
躍
す
る
姿

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
馬
は
、
感

謝
と
供
養
の
念
を
こ
め
て
食
さ
れ
た
そ
う
。
五
戸
で

は
馬
肉
の
事
を
「
さ
く
ら
肉
」
と
呼
び
ま
す
。
昔
か

ら
よ
く
食
べ
て
い
た
の
が
「
馬
肉
の
か
や
き
鍋
」。

ゴ
ボ
ウ
等
の
野
菜
と
凍
豆
腐
な
ど
を
一
緒
に
煮
込
ん

だ
、
味
噌
仕
立
て
の
あ
た
た
ま
る
料
理
。

そ
の

他
、
兜
の
形
を
し
た
鉄
鍋
で
焼
く

「
義
経
鍋
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

五
戸
周
辺
は
黒
ボ
ク
土
と
い

う
柔
ら
か
い
土
質
の
た
め
、
根

菜
類
の
成
長
に
適
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
厳
し
い
ヤ
マ
セ
を
耐
え
抜
い
た
野
菜
た
ち

は
、
養
分
を
蓄
え
、
力
強
い
味
に
な
る
の
で
す
。

　

明
治
頃
に
な
る
と
稲
作
技
術
も
向
上
し
、
コ
メ
も

安
定
し
た
収
穫
量
に
な
り
ま
し
た
。
水
に
関
し
て
は

豊
か
な
地
域
で
、
八
甲
田
山
系
や
戸
来
岳
な
ど
を
源

に
し
た
伏
流
水
に
恵
ま
れ
、
町
内
に
は
２
軒
の
造
り

酒
屋
が
あ
り
ま
す
。
八
戸
酒
類
㈱
五
戸
工
場
は
、
３

つ
の
湧
き
水
を
ブ
レ
ン
ド
し
た
香
り
高
い
「
如
空
」。

㈱
菊
駒
酒
造
は
濃
い
味
の

地
元
料
理
に
負
け
な
い
コ

ク
を
持
つ
「
菊
駒
」。
そ
れ

ぞ
れ
五
戸
で
な
け
れ
ば
生

み
出
せ
な
い
地
酒
で
す
。

　

文
化
が
な
い
所
に
発
展
は
あ
り
ま
せ
ん
。
風
土
と

共
存
し
、
文
化
を
育
む
五
戸
に
は
素
敵
な
未
来
が
あ

り
そ
う
で
す
。

文
化
が
結
び
つ
く
町

illustration by Eriko Takayama
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五
戸
、
住
ん
で
い
て
ど
う
？

い
く
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
資
料
を
み
て
も
、
知
ら
な
い
土
地
の
空
気

感
っ
て
中
々
わ
か
り
づ
ら
い
…
…
。
そ
ん
な
と
き
は
地
元
の
方
々
の
意

見
が
一
番
で
す
。
い
い
と
こ
ろ
、
困
る
と
こ
ろ
、
聞
こ
え
て
き
た
の
は

実
際
に
住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
の
、
リ
ア
ル
な
声
で
し
た
。

便利な町ではない

やはり五戸の中だけだと、必要なもの
は揃わないことがほとんどです。名物
の坂も、住む側にはしてみれば苦労が
多い。特にお年寄りだと自分以上に大
変だと思う。だけど静かなので、散歩
したりジョギングするには向いていま
す。都会に疲れた人にはいい場所かも
しれません。

川崎 利貴さん

年齢 /18 歳　職業 /高校生
五戸在住歴 /18 年

五戸は助け合いの地域

雪が降った時は、除雪できない人の家
の前も除雪してあげるなど、お互いが
助け合って暮らしています。私が住む
倉石は、おいしい食べ物がなんでも作
れる土壌です。山間だけど災害に強く、
人と人とのつながりがあり暮らしやす
いです。農家同士の交流も深いので、
気軽に質問してくださいね。

小笠原 義高さん

年齢 /71 歳　職業 /農業
五戸在住歴 /71 年

自然栽培に適した土地柄

自然栽培と聞くと抵抗感をしめす人も
いますが、五戸の場合は自然栽培農家
がすでにいて、協力体制ができている
ので、取り組みたい方にはおすすめで
す。また、青森の中でも雨が少なく北
海道の気候に近いため、果物栽培にも
向いてます。なんといっても自分の畑
で穫れた作物は最高ですね。

佐々木 友彦さん
年齢 /33 歳　職業 /自然栽培農家
五戸在住歴 /31 年（2年間県外へ）

若者に風当たりが強いかも

町の偉い人や昔からのつながりを知ら
ないと「そんなことも知らないの？」
と言われることがあります。だけど裏
返せばお年寄りが町を愛している証拠
かもしれません。文化活動に積極的だ
し、居酒屋でもフレンドリー。移住者
が企画するイベントもあるので、来て
からの交流には困らないと思います。

鈴木 野乃花さん
年齢 /25 歳　職業 /団体職員

五戸在住歴 /18 年（現在Uターン 1年目）

温泉も日本酒も人も GOOD ！

フェンテス・フランシスさん（左）
年齢 /28 歳　職業 /英語教師
五戸在住歴 /1年 6ヶ月
菊駒に如空、この町にはおいしい日本酒が 2つもあり
ます。温泉が大好きでまきば温泉に通っていますよ。

リンズリー・ケイトさん（中央）
年齢 /22 歳　職業 /英語教師
五戸在住歴 /6ヶ月
五戸の人は打ち解けやすいです。祭りやイベントに参
加したら、あっという間に仲良しになれました。

ジャクソン・ヘールさん（右）
年齢 /26 歳　職業 /英語教師
五戸在住歴 /2年 6ヶ月
来た時に歓迎してくれたのが嬉しかったです。移動は
不便だけど、飲んで歌える場所もあって最高です。

ママさん世代も住みやすい
三橋 順子さん（左）
年齢 /53 歳　職業 /主婦　五戸在住歴 /53 年

災害が少ない町
橋本 真弓さん（右）
年齢 /59 歳　職業 /菓子製造販売（めるどーる）
五戸在住歴 /55 年

車があれば八戸、十和田へのアクセスが良く住みやす
いです。急病で病院に駆け込んでも断らずに診てくれ
ます。よく聞く「たらいまわし」にはなりません。都
会の華やかさはないけれど、衣食住には困らないし、
人も親切。子育て中のお母さんたちが集まる機会もあ
るので子育てもしやすいです。

ほとんど災害に遭いません。台風が直撃する、という
ニュースがきてもなぜかこないです。津波や大雪もな
いですし。地盤がしっかりしているので、大地震でも
食器がひとつも割れませんでした。ただ活気は少ない
かも。洋菓子店を営んでいるのですが、賑わいのあっ
た昔の商店街を懐かしく思います。
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か
つ
て
、
南
部
地
方
の
農
家
で
は
、

農
作
業
を
す
る
時
に
欠
か
さ
ず
被
っ
て

い
た
の
が
編
笠
の
一
種
で
あ
る
「
バ
オ

リ
」
で
す
。
イ
グ
サ
を
編
ん
で
つ
く
ら

れ
る
バ
オ
リ
は
、
つ
ば
の
部
分
が
反
り

上
が
っ
て
前
が
見
え
や
す
く
、
軽
い
上

に
雨
よ
け
や
日
よ
け
と
し
て
重
宝
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

明
治
初
期
に
蛯
川
地
区
で
考
案
さ
れ
、

冬
の
農
閑
期
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
こ
の

編
笠
は
「
五
戸
バ
オ
リ
」
と
呼
ば
れ
、

町
の
市
日
に
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
も

の
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

し
か
し
昭
和
30
年
代
に
な
る
と
、
安

価
な
麦
藁
帽
子
や
雨
具
が
出
回
る
よ
う

に
な
り
、
次
第
に
作
る
人
が
減
っ
て
い

き
、
約
25
年
前
に
と
う
と
う
途
絶
え
て

し
ま
い
ま
す
。「
バ
オ
リ
は
先
人
た
ち
が

遺
し
て
く
れ
た
町
の
宝
。
伝
統
を
守
り

た
い
」
と
、
現
在
、
そ
の
技
法
を
た
だ

ひ
と
り
受
け
継
い
で
い
る
の
が
稲
村
幸

男
さ
ん
で
す
。

「
実
は
、
父
が
つ
く
り
方
を
覚
え
て
い
て
、

何
十
年
振
り
か
で
復
活
さ
せ
、
町
の
講

座
で
教
え
て
い
ま
し
た
。
私
も
興
味
が

湧
い
て
50
歳
頃
か
ら
教
わ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
」
と
稲
村
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

父
で
あ
る
政
吉
さ
ん
か
ら
手
ほ
ど
き

を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
政
吉
さ
ん
は

間
も
な
く
81
歳
で
他
界
。
そ
の
後
稲
村

さ
ん
は
会
社
勤
め
の
傍
ら
、
定
年
ま
で

は
毎
年
技
法
を
忘
れ
な
い
程
度
に
バ
オ

リ
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
つ
く
り
方
は
、
湿
ら
せ
て
柔
ら

か
く
し
た
イ
グ
サ
を
放
射
状
に
折
り
広

げ
て
台
に
据
え
、
笠
の
「
ツ
ラ
」（
頂
点

部
）
を
真
ん
中
に
し
て
円
筒
状
に
し
て

い
き
ま
す
。
形
が
整
っ
た
ら
側
面
部
を

イ
グ
サ
で
横
に
１
段
２
段
と
編
み
進
め

て
い
く
の
で
す
が
、そ
の
段
を
「
ト
オ
リ
」

と
い
い
、
下
の
庇
ま
で
編
み
上
げ
、
最

後
に
「
縁
巻
ぐ
」
と
い
っ
て
、
３
～
４

ミ
リ
幅
に
割
っ
た
コ
シ
の
あ
る
地
竹
を

イ
グ
サ
で
巻
き
な
が
ら
綺
麗
に
反
り
を

付
け
て
完
成
。

　

農
作
業
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
時
代
、

若
い
人
た
ち
は
12
ト
オ
リ
、
中
年
は
10

ト
オ
リ
、
高
齢
者
は
６
～
８
ト
オ
リ
を

使
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
特
に
難
し
い
の
は
、
６
段
か
ら
８
段
に

か
け
て
の
曲
が
り
か
け
の
部
分
。
平
凡

な
ん
で
す
が
一
番
難
し
い
。
基
本
に
な

る
行
程
な
ん
で
す
。
ま
た
、
部
位
に
よ
っ

て
イ
グ
サ
の
質
を
変
え
て
い
く
た
め
と

て
も
複
雑
で
手
が
か
か
り
、
今
で
も
ま

だ
ま
だ
熟
練
で
は
な
く
、
完
成
す
る
ま

で
２
日
は
か
か
り
ま
す
」
と
離
れ
の
工

房
で
作
業
を
し
な
が
ら
話
す
稲
村
さ
ん
。

　

材
料
と
な
る
イ
グ
サ
は
、
水
田
の
一

角
で
栽
培
し
て
い
る
も
の
の
、
と
て
も

難
し
い
と
い
い
ま
す
。
竹
に
し
て
も
、

し
な
り
が
良
く
コ
シ
の
あ
る
も
の
と
な

る
と
５
～
６
年
も
の
だ
そ
う
で
、
そ
う

し
た
竹
を
探
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

見
た
目
に
形
が
良
く
民
芸
品
と
し
て

も
人
気
が
あ
り
、
県
の
伝
統
工
芸
品
に

指
定
さ
れ
て
い
る
「
五
戸
バ
オ
リ
」。
現

在
、
稲
村
さ
ん
は
４
年
前
か
ら
毎
年
１

月
に
公
民
館
講
座
を
１
週
間
に
わ
た
っ

て
開
設
し
、
５
名
を
限
定
に
広
め
て
い

ま
す
。

「
普
段
は
副
業
的
に
つ
く
っ
て
い
る
だ
け

な
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
特
に
若
い
人
に

技
術
を
伝
承
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
私
の

責
任
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
稲
村
さ

ん
は
笑
顔
で
話
し
ま
す
。

稲村 幸男さん
― 五戸バオリ職人 ―
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伝統の五戸バオリづくりを受け継ぐ
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そ
の
昔
、
農
民
が
労
働
着
と
し
て
着

た
衣
服
は
麻
布
で
し
た
。
麻
を
栽
培
し

て
糸
を
紡
ぎ
、
衣
服
を
つ
く
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
麻
布
は
擦
り
切
れ
や

す
く
、
寒
い
た
め
、
対
策
と
し
て
生
ま

れ
た
の
が
南
部
の
「
菱
刺
し
」
と
津
軽

の
「
こ
ぎ
ん
刺
し
」。
山
形
県
の
「
庄
内

刺
し
子
」
を
合
わ
せ
て
「
日
本
三
大
刺

し
子
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

菱
刺
し
の
発
祥
は
五

戸
地
方
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
起
源
は
は
っ
き

り
し
て
い
ま
せ
ん
。
一

説
に
は
１
５
０
年
以

上
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
は
単
純
な
模

様
だ
っ
た
の
が
、
次
第

に
複
雑
に
な
っ
て
発
達

し
、
浅
葱
色
の
麻
布
地

に
木
綿
糸
で
２
・
４
・
６

と
偶
数
目
に
刺
し
綴
っ

た
幾
何
学
模
様
の
「
南

部
菱
刺
し
」
に
な
っ
て

い
く
の
で
す
。

　

菱
枠
の
中
に
様
々
な

模
様
が
美
し
く
刺
さ

れ
、
今
で
は
県
の
伝

統
工
芸
に
指
定
さ
れ
て

い
る
「
南
部
菱
刺
し
」。

基
本
と
な
る
模
様
は
約
１
０
０
種
も
あ

り
、
さ
ら
に
変
化
さ
せ
た
模
様
は
４
０
０

種
以
上
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

模
様
に
魅
せ
ら
れ
、
刺
し
綴
っ
て
い
る

人
の
ひ
と
り
が
高
橋
博
子
さ
ん
で
す
。

「
若
い
頃
か
ら
母
か
ら
聞
い
て
知
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の

か
理
解
で
き
ず
、
ど
こ
で
教
え
て
も
ら

え
る
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
」。

　

き
っ
か
け
は
菱
刺
し
作
家
で
あ
る
天

羽
や
よ
い
氏
の
公
民
館
講
座
で
し
た
。
初

め
て
見
た
菱
刺
し
に
、
果
た
し
て
自
分

に
で
き
る
の
か
、
覚
え
る
に
は
何
十
年

も
か
か
る
の
で
は
と
い
う
不
安
が
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
基
本
を
覚

え
る
の
に
半
年
、
２
年
目
か
ら
思
っ
た

模
様
が
刺
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で

す
。

　

菱
刺
し
を
初
め
て
23
年
に
な
る
高
橋

さ
ん
。
そ
の
工
房
が
街
の
一
角
に
あ
り

ま
す
。「
南
部
菱
刺
し　

遊
」
の
看
板
に
、

菱
刺
し
模
様
を
あ
し
ら
っ
た
外
壁
か
ら

ド
ア
を
開
け
る
と
、
工
房
内
に
所
狭
し

と
作
品
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
目
を
引
く
の
は
、
天
井
か

ら
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
大
き
な
タ
ペ

ス
ト
リ
ー
。
15
年
ほ
ど
前
の
作
品
展
の

時
に
刺
し
た
初
め
て
の
大
作
で
、
約
３
ヶ

月
を
費
や
し
た
作
品
で
す
。
高
橋
さ
ん

高橋 博子さん
― 南部菱刺し ―
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の
作
品
は
、
麻
布
全
面
に
模
様
を
刺
し

て
い
く
総
刺
し
と
い
う
手
法
。
県
内
外

か
ら
訪
れ
る
人
も
多
く
、「
五
戸
に
は
こ

ん
な
に
す
ご
い
も
の
が
あ
る
の
か
」
と

驚
き
、
そ
し
て
感
動
し
て
い
く
の
だ
そ

う
で
す
。

「
こ
こ
で
時
間
が
経
つ
の
も
忘
れ
る
ほ

ど
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
刺
し
て
い
る

ん
で
す
よ
。
麻
布
に
刺
し
な
が
ら
イ
メ
ー

ジ
が
ど
ん
ど
ん
湧
い
て
、
そ
れ
が
ま
た

楽
し
く
て
」
と
生
き
生
き
と
高
橋
さ
ん

は
話
し
ま
す
。

　

刺
す
こ
と
も
そ
う
で
す
が
、
も
う
ひ

と
つ
の
楽
し
み
が
木
綿
糸
を
タ
マ
ネ
ギ

や
ア
ジ
サ
イ
、
り
ん
ご
の
葉
で
の
草
木

染
め
。
染
め
も
奥
が
深
い
の
が
魅
力
で
、

納
得
し
た
色
に
染
め
上
げ
る
ま
で
10
年

か
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
色
は
30

色
以
上
。

　

高
橋
さ
ん
は
現
在
、
10
名
ほ
ど
の
生

徒
さ
ん
に
教
え
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す

が
、
伝
統
工
芸
で
も
あ
り
町
の
大
切
な

宝
で
あ
る
こ
の「
南
部
菱
刺
し
」を
、も
っ

と
若
い
人
に
も
覚
え
て
欲
し
い
と
い
う

思
い
が
あ
り
ま
す
。「
や
ろ
う
と
思
え
ば

誰
だ
っ
て
で
き
ま
す
。
こ
れ
で
い
い
と

い
う
終
わ
り
が
な
い
の
が
面
白
い
ん
で

す
よ
」
と
高
橋
さ
ん
は
微
笑
み
ま
す
。

刺すほどに湧いてくるイメージ
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三浦 孝之さん
― laula ―
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五
戸
町
に
は
も
の
づ
く
り
に
携
わ
る

人
が
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。
畳
職
人
や

昔
な
が
ら
の
せ
ん
べ
い
を
つ
く
る
職
人
、

さ
ら
に
は
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の
部
品

を
つ
く
る
職
人
技
を
持
つ
人
も
。
特
に

大
工
と
言
え
ば
五
戸
で
、
古
く
か
ら
「
五

戸
大
工
は
腕
が
い
い
」
と
重
宝
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

祖
父
は
宮
大
工
、
父
は
建
具
職
人
と

い
う
家
系
に
生
ま
れ
た
三
浦
孝
之
さ
ん

も
、
も
の
づ
く
り
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に

す
る
ひ
と
り
。laula

（
ラ
ウ
ラ
）
と
い

う
屋
号
を
掲
げ
て
、
木
を
使
っ
た
家
具

や
雑
貨
の
製
作
を
し
な
が
ら
、
休
日
は

家
族
と
サ
ー
フ
ィ
ン
を
す
る
と
い
う
気

持
ち
よ
い
五
戸
ラ
イ
フ
を
過
ご
し
て
い

ま
す
。

　

そ
ん
な
三
浦
さ
ん
、
以
前
は
会
社
勤

め
を
し
て
い
ま
し
た
が
「
好
き
な
こ
と

を
し
て
暮
ら
し
た
い
」
と
思
い
つ
つ
も
、

仕
事
に
追
わ
れ
る
日
々
を
過
ご
し
て
い

ま
し
た
。
あ
る
日
、
忙
し
さ
が
た
た
っ

た
の
か
、
体
調
を
崩
し
て
し
ま
い
ま
す
。

「
入
院
し
て
る
間
に
『
子
供
の
頃
は
な
ん

で
あ
ん
な
に
楽
し
か
っ
た
の
か
』
と
考

え
ま
し
た
。
そ
れ
は
自
分
が
好
き
な
こ

と
を
、
本
気
で
や
っ
て
た
か
ら
だ
と
思

う
。
社
会
で
は
自
分
を
抑
え
て
過
ご
し

て
ま
し
た
か
ら
ね
」。

　

形
の
い
い
木
を
見
つ
け
る
、
川
で
綺

麗
な
石
を
拾
う
、
粗
大
ゴ
ミ
か
ら
古
い

も
の
を
探
し
だ
す
…
…
そ
れ
が
子
供
時

代
の
三
浦
さ
ん
に
と
っ
て
、
一
番
楽
し

い
遊
び
で
し
た
。
そ
の
時
に
夢
中
に
な
っ

た
コ
ト
や
モ
ノ
を
、
合
わ
せ
た
仕
事
が

し
た
い
と
辿
り
着
い
た
の
が
、
流
木
や

住
宅
廃
材
を
活
か
し
た
今
の
ス
タ
イ
ル

で
す
。laula

の
家
具
や
雑
貨
は
、
海
岸

に
流
れ
着
く
ま
で
の
道
の
り
や
、
道
具

と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
滲
み
出

る
よ
う
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
説
明
を
し
て
お
き
な
が
ら

加
え
る
の
も
難
で
す
が
、laula

は
家
具

屋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
庭
づ
く
り
に
店

舗
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
、
草
刈
り
や
ゴ

ミ
片
付
け
な
ど
、
三
浦
さ
ん
が
言
う
に

は
、
楽
し
い
生
活
の
た
め
に
お
手
伝
い

を
す
る〝
御
用
聞
き
〟な
の
だ
そ
う
で
す
。

「
今
の
環
境
が
身
の
丈
に
合
っ
て
ま
す
。

食
べ
物
も
普
通
、
家
も
普
通
、
仕
事
は

食
べ
て
い
け
た
ら
充
分
。
相
手
を
羨
む

こ
と
無
く
、
自
分
た
ち
の
気
持
ち
い
い

生
活
を
続
け
ら
れ
た
ら
い
い
。
坂
が
多

い
町
も
中
々
な
い
と
思
う
し
、
派
手
さ

は
な
い
け
ど
風
景
も
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
ん
な
生
活
を
す
る
な
ら
五
戸
は
ピ
ッ

タ
リ
だ
と
思
う
よ
」。

　

五
戸
に
生
ま
れ
、
五
戸
に
育
て
ら
れ
、

五
戸
大
好
き
人
間
の
三
浦
さ
ん
。
近
ご

ろ
意
識
し
て
い
る
の
が
、
若
い
子
た
ち

に
「
大
人
は
楽
し
そ
う
」
と
思
わ
れ
る

生
き
方
で
す
。「
親
父
も
祖
父
も
職
人

だ
っ
た
の
で
、
毎
晩
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
。

大
人
だ
け
ズ
ル
い
っ
て
思
う
反
面
、
楽

し
そ
う
に
見
え
ま
し
た
。
今
は
娘
に
『
楽

し
そ
う
で
ズ
ル
い
』
っ
て
言
わ
れ
ま
す
」

と
三
浦
さ
ん
。
田
舎
は
何
も
な
い
か
ら

東
京
へ
出
る
の
で
は
な
く
、
田
舎
で
も

出
来
る
こ
と
を
伝
え
る
の
が
、
三
浦
さ

ん
的
大
人
の
役
目
な
の
で
す
。

「
自
分
ら
し
さ
」
を
大
切
に
す
る

ち
ょ
っ
ぴ
り
ス
ロ
ー
な
生
き
方
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「
7
月
に
な
る
と
祭
り
囃
子
の
練
習
が
聞

こ
え
て
く
る
の
で
す
が
、
音
を
聞
い
た

だ
け
で
、
ウ
ズ
ウ
ズ
し
ま
す
」。
そ
う
話

す
鳥
谷
部
郁
子
さ
ん
は
、
八
戸
三
社
大

祭
か
ら
始
ま
り
、
県
内
外
の
祭
り
を
見

て
歩
く
、
祭
り
大
好
き
女
子
で
す
。

　

五
穀
豊
穣
を
祈
る「
五
戸
ま
つ
り
」は
、

毎
年
８
月
下
旬
、
３
日
間
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
ま
す
。
昔
は
み
こ
し
渡
御
だ
っ

た
の
が
、
１
８
７
０
年
頃
に
行
列
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
中
頃
か
ら

山
車
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

山
車
は
各
町
内
か
ら
10
台
参
加
。
子

供
た
ち
の
小
太
鼓
と
中
学
生
の
大
太
鼓

に
笛
の
お
囃
子
が
付
き
ま
す
。
山
車
は

「
岩
山
車
」
と
呼
ば
れ
、
竹
や
紙
な
ど
で

岩
場
を
つ
く
る
こ
と
が
伝
統
で
、
そ
れ

に
飾
り
付
け
を
し
て
い
く
の
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
山
車
は
豪
華
絢
爛
で
す
。

「
こ
の
祭
り
が
大
好
き
で
、
こ
の
日
の

た
め
に
帰
っ
て
く
る
人
も
い
る
し
、
祭

り
の
た
め
に
地
元
に
残
る
人
も
い
ま
す
。

私
の
主
人
の
よ
う
に
、
一
度
県
外
へ
就

職
し
た
け
れ
ど
、
祭
り
が
好
き
で
Ｕ
タ
ー

ン
す
る
人
も
い
る
ん
で
す
よ
」。
祭
り
が

き
っ
か
け
で
結
ば
れ
た
と
い
う
鳥
谷
部

さ
ん
。
そ
の
ご
主
人
は
、
今
で
は
祭
り

の
責
任
者
を
務
め
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

祭
り
初
日
は
お
通
り
、
中
日
が
歴
史

み
ら
い
パ
ー
ク
で
の
山
車
夜
間
競
演
、

３
日
目
は
お
還
り
で
、
喧
嘩
太
鼓
も
行

わ
れ
ま
す
。
お
通
り
と
お
還
り
の
山
車

運
行
は
町
内
約
４
キ
ロ
の
コ
ー
ス
を
４

時
間
か
け
て
ゆ
っ
く
り
練
り
歩
き
、
途

中
途
中
で
参
加
者
た
ち
が
輪
に
な
っ
て

ニ
シ
ン
漁
の
様
子
を
あ
ら
わ
す
「
沖
揚

げ
音
頭
」
を
即
興
の
歌
詞
で
歌
い
、
踊

いつもは静かな五戸が熱気に包まれる日

鳥谷部 郁子さん
― お祭り女子 ―
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る
の
で
す
。

　

祭
り
運
行
で
、
大
き
な
見
ど
こ
ろ
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
数
カ
所
あ
る
急
な

坂
道
の
運
行
で
す
。「
坂
の
町
」
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
勾
配
が
多
い
五
戸
町
内
。
中

で
も
長
さ
約
２
５
０
メ
ー
ト
ル
の
難
所

「
堀
合
の
坂
」
で
は
、
大
勢
の
見
物
客
が

見
守
る
な
か
、
各
山
車
組
は
力
強
く
テ

ン
ポ
の
早
い
お
囃
子
と
と
も
に
、
気
勢

を
上
げ
な
が
ら
坂
を
駆
け
上
る
の
で
す

が
、
そ
の
光
景
は
壮
観
そ
の
も
の
。

「
そ
の
時
は
高
校
生
た
ち
も
次
々
と
来

て
、
山
車
を
引
っ
張
り
上
げ
る
の
を
手

伝
っ
て
く
れ
ま
す
。
上
り
切
る
と
『
や
っ

た
ー
』
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
よ
。

最
終
日
の
喧
嘩
太
鼓
も
心
待
ち
に
し
て

い
る
人
も
い
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
見
た

い
！
と
い
う
お
年
寄
り
も
多
い
ん
で

す
」。

　

小
学
校
６
年
生
の
時
に
は
小
太
鼓
、

中
学
生
で
は
大
太
鼓
や
笛
を
や
っ
て
き

た
鳥
谷
部
さ
ん
。
自
分
の
子
供
も
祭
り

が
大
好
き
で
、
お
祭
り
一
家
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
笑
い
ま
す
。

　

山
車
作
り
が
始
ま
る
の
は
６
月
頃
か

ら
。
鳥
谷
部
さ
ん
の
「
蛯
川
学
区
お
祭

り
会
」
で
は
、
毎
年
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

が
強
い
の
だ
そ
う
で
、
昨
年
の
題
材
は

携
帯
電
話
会
社
の
Ｃ
Ｍ
を
模
し
た
「
三

太
郎
物
語
～
桃
太
郎
か
ぐ
や
姫
を
め
と

る
～
」
で
し
た
。

「
祭
り
で
面
白
い
の
は
、
子
供
よ
り
も
大

人
た
ち
が
は
し
ゃ
い
で
る
と
こ
ろ
。
あ

の
ガ
ヤ
ガ
ヤ
し
た
雰
囲
気
と
か
、
年
齢

に
関
係
な
く
無
礼
講
に
な
る
の
が
楽
し

い
。
町
を
挙
げ
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
て

い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
自
慢
だ
し
誇
り

で
も
あ
り
ま
す
」。

　

近
年
は
少
子
化
の
影
響
で
子
供
の
参

加
者
が
減
っ
た
り
、
町
外
か
ら
移
り
住

ん
だ
人
が
「
参
加
し
た
い
け
ど
、
ど
う

す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

現
状
も
あ
る
そ
う
。「
そ
ん
な
時
は
私
で

も
い
い
し
、
町
の
人
に
一
声
か
け
て
く

れ
た
ら
す
ぐ
に
教
え
て
く
れ
る
よ
」
と

鳥
谷
部
さ
ん
。

　

見
て
良
し
、
参
加
し
て
な
お
良
し
の

五
戸
ま
つ
り
な
の
で
す
。
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五
戸
町
っ
て
？

五戸町図書館

およそ 10 万冊以上の蔵書がある大きな図書館です。木でできた館内は落ち着いた雰囲気
で、入口を入ってすぐ絵本などの児童書があり、子ども達が遊べるスペースも。中央には、
DVDなどの視聴覚コーナーがあったり、畳の座敷スペースまで完備されています。
勉強をする学生から子連れの家族、お年寄りまでたくさんの町民が利用する図書館です。

坂道が多い！

高台に開けた町なので、いくつ
も坂があり、八幡坂、四ツ谷坂、
堀合坂、八景坂など名前がつい
ています。坂が多い地形からか、
足腰の強いお年寄りが多いとも
言われています。

五戸川

五戸町の中心部を流れる「五
戸川」は、町のシンボルでも
あり、豊かな恵みを与えてい
ます。夏には川の環境づくり
の一環として、園児たちと一
緒にイワナとヤマメの放流会
も行われています。

サッカー好き

「サッカーの
ことになる
と、特に熱く
なる」という
五戸の人達。
海はないが
ビーチサッ
カーチーム
もあり、東北

で唯一のサンドコートをつくったほど。過
去には J リーグチームの合宿地として誘致
するなど、サッカーに対する情熱はすごい
んです。

五戸まきば温泉

昭和 51 年にオープンし、平成 18 年に宿
泊施設と露天風呂がつくられました。温
泉にゆったり浸って日頃の疲れを癒やし
たり、美容や健康維持を考えた「断食宿
泊プラン」も行っているため、女性にも
オススメの温泉です。

大根、ニンジン、シソ
の実などを細かく刻ん
で唐辛子と醪（もろみ）
に漬け込んだピリリと
辛い漬物です。五戸の
家庭には、冷蔵庫にた
いていこれが入ってい
るとか…。

なんばんみそ

酪農が盛んな倉石地区から生まれた
ブランド牛です。とろけるような味
わいと霜降りが特徴で、毎年恒例の
「倉石牛肉まつり」は、多くの人で
賑わいます。

米はもちろん、ナガイモやニンニク、アピオスといっ
た根菜のほか、りんご、大豆、そばなどの雑穀もつ
くられています。就農を考えて移住する若者も増え
ていて、まだまだ広がりを見せそうです。

倉石牛

農業が盛ん！

生活費が安い

都会に比べると、生活費は少なく
てすみます。中でも驚くのは食
費。高いお金を出さなくてもおい
しい素材が揃っているし、お隣さ
んが野菜をおすそ分けしてくれる
など、田舎ならではの喜びがあり
ます。

町民いこいの場
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趣味をつきつめた
プロフェッショナルが多い
その為か、職人も多く輩出。
国産初の旅客機 YS11 の生みの親、
木村秀政氏は五戸町名誉町民。

おじいちゃんが驚いた時

「じゃっ！」と言う

驚くほど「三浦」が多い
（小・中はだいたい下の名前で呼ばれる） 2016 リオオリンピック

レスリング銀メダル 太田忍選手

気候
豪雪地帯までいきませんが、冬は雪も降りますし、
寒いです！夏には冷たいヤマセが吹くこともあり、
時には農作物に影響をおよぼすことも。
しかし、気温の寒暖差が少なく、涼しい夏を迎え
られる利点も！災害もほとんどありません。

人口 約 17,000 人

祭・イベント
８月に行われる「五戸まつり」や「倉石牛肉まつ
り」、冬のイルミネーションなど年間を通してイベ
ントは豊富です。月イチで行われている「ピクニッ
クマーケット」は充実した内容で、町の人にも人
気です。

子育て
イベントがある時は、赤ちゃんルームを設けたり
託児所があったり、子育て中のお母さんも参加し
やすい！図書館も親子で利用しやすいと評判で、
お母さんお父さんに優しい町です。

ゆるキャラ
地域のゆるキャラとしてはなか
なかクオリティの高い「ばおる
くん」。幼なじみの女の子「みら
いちゃん」もいます。

総面積 177.67㎢

移住
の

ギモン
実際に住むなら、どんな
制度があって、何が必要
か。実際に移住した人の
体験談もふまえて、移住
の疑問をまとめました。

Q
A
移住にあたって何か制度はありますか？

子育て世代がアパート等を借りて町に居住する場
合、月額最大 20,000 円の家賃補助が出ます。
【条件】
①夫婦のいずれかが満 18 歳以上満 40 歳未満の若
者夫婦世帯であること。
②家賃補助の受給終了後も、2年以上継続して町
内に定住を確約できること。
③五戸町に住所を有し、町内の民間賃貸住宅に居
住していること。
…など。

Q
A
暮らすにあたって、必要なものは？

ストーブと雪かき道具、それと車は必須です。

Q
A 青年就農ステップアップ支援事業というものがあ

ります。
支援金を最長 3 年間（1 年目：60 万円、2 年目：
30 万円、3年目：18 万円（夫婦の場合は 1.5 倍の額））
交付しています。
条件としては、
■経営開始日時点で 45 歳未満、かつ、経営開始後
8年以内の認定新規就農者または認定農業者。

町には若い農家の方と交流する場があるので、初
心者の方でも安心して就農できます。
五戸はグリーンツーリズムも盛んなので、実際に
農作業を体験して雰囲気を生で感じてみましょう。

農業を始めたい！けど何も分からない…

五戸
豆ちしき

五戸の人
あるある

奥ゆかしいけど
熱いものを秘めている…

「私なんか」と謙遜しておきながら、
実は自分の持つ技に自信があったり…
大々的に自分をアピールしません。

困ったことがあれば役場に相談しましょう。

どんなことでも親身になってくれます。

移住に関するお問い合わせは
五戸町役場
☎ 0178-62-2111( 代表 )

U23 サッカー日本代表
手倉森誠監督

町民から 2 人
オリンピック出場！

まず一度、お気軽に
ご連絡ください！

東京ドーム
約3700個分（ 　　　 ）
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弘前

三沢

青森

十和田

八戸

むつ

五戸

大阪

名古屋

東京

札幌

仙台

G O N O H E  A C C E S S  M A P

公共交通機関を利用して県外から五戸町に来る場合、直接アクセスす

ることは出来ません。まずは青森県を目掛けて予定を立てましょう。

飛行機なら青森空港か三沢空港、新幹線なら八戸駅での下車がオスス

メ。節約したいときは高速バスを利用するのもいいかもしれません。

新幹線
東京駅　→　八戸駅　2 時間 45 分〜 3 時間
仙台駅　→　八戸駅　1 時間 10 〜 55 分

※その他、所要時間の違う便や、十和田市を経由
する便なども複数あります。

バス
東京　→　八戸　9 時間 35 分 （シリウス号）
仙台　→　八戸　4 時間 25 分（うみねこ号）

飛行機
札幌（新千歳）
札幌（丘珠）
東京（羽田）
東京（羽田）
名古屋（小牧）
大阪（伊丹）
大阪（伊丹）

→　青森空港　55 分
→　三沢空港　1 時間
→　青森空港　1 時間 25 分
→　三沢空港　1 時間 20 分
→　青森空港　1 時間 30 分
→　青森空港　1 時間 40 分
→　三沢空港　1 時間 45 分

青森県に辿り着いたら五戸までもうすぐ。五戸には駅がないので、バ

スでの移動になります。ただし本数が限られているので、色んな場所

を見て回るのは難しいかも。一旦五戸に来たら、八戸まで戻ってから

次の目的地へ向かう、というパターンになります。レンタカーであれ

ば町内を隈なく見たついでに、近隣の市町村も一緒に堪能することが

できます。

電車で八戸駅まで
新青森駅　→　27 分（東北新幹線）
青森駅　　→　1 時間 33 分（青い森鉄道）

バスで五戸まで
八戸駅　→　約 40 分（南部バス）

五戸から車で各地へ
十和田市まで　　　→　約 30 分
十和田湖まで　　　→　約 1 時間 30 分
弘前まで　　　　　→　約 2 時間 30 分
むつまで　　　　　→　約 2 時間 10 分
岩手県盛岡市まで　→　約 2 時間

車で五戸まで
青森空港　→　約 1 時間 40 分
三沢空港　→　約 50 分
八戸駅　　→　約 20 分
八戸 IC　    →　約 30 分

※青森県は雪国です。太平洋側は雪が少ないです
が、時にはどっさり積もるし、凍結もするので油
断は禁物。冬は記載の時間通りに移動できないの
で、余裕をもって行動しましょう。
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