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よ
う
こ
そ
、

に
の
へ
へ
。

二
戸
は
岩
手
県
最
北
に
あ
る
。

北
の
く
に
は
と
て
も
寒
い
。

雪
が
降
る
。
風
が
吹
く
。

真
っ
白
に
な
る
。

だ
け
ど
寒
い
か
ら
、
あ
た
た
か
い
も
の
を
大
切
に
す
る
。

人
の
こ
こ
ろ
と
か
、
食
べ
も
の
と
か
。

小
さ
な
ふ
き
の
と
う
を
見
つ
け
る
春
の
喜
び

夏
の
日
に
鼻
を
か
す
め
る
う
る
し
の
匂
い

赤
い
落
ち
葉
を
カ
サ
カ
サ
踏
む
秋
に

す
べ
て
を
包
み
込
む
白
い
冬
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
時
間
。

二
戸
に
よ
う
こ
そ
。

ど
う
ぞ
、
ご
ゆ
っ
く
り
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。
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奥
羽
山
脈
と
北
上
高
地
と
い
う
二
つ

の
山
並
み
に
抱
か
れ
、
清
流
・
馬
淵

川
が
街
を
流
れ
る
二
戸
市
。
こ
こ
に
、

世
界
に
誇
れ
る
も
の
が
あ
る
。
漆
と
地

酒
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
戸
の
風
土
と

歴
史
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
。
そ
し
て
、

時
代
を
越
え
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
も
の
だ
。

　

古
く
か
ら
、
漆
と
と
も
に
あ
っ
た
二

戸
地
域
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
、

漆
を
塗
っ
た
出
土
品
が
見
つ
か
る
な

ど
、
関
わ
り
は
長
い
。
特
産
品
で
あ
る

「
浄
法
寺
塗
」に
つ
な
が
る
漆
器
づ
く

り
が
始
ま
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
だ
と

伝
え
ら
れ
る
。
地
元
の
人
た
ち
が「
御

山
」と
呼
ぶ
古
刹
・
天
台
寺
の
僧
侶
た

ち
が
、
日
々
の
食
事
に
使
う
た
め
、
自

ら
器
を
作
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　

浄
法
寺
塗
は
、
地
元
産
の
漆
を
使
っ

て
作
る
、
ほ
か
に
例
を
見
な
い
漆
器
で

あ
る
。
現
在
、
国
内
で
流
通
す
る
漆

の
う
ち
国
産
漆
の
割
合
は
、
わ
ず
か
３

パー
セ
ン
ト
。
そ
の
う
ち
約
70
パー
セ
ン
ト

が
、
二
戸
市
浄
法
寺
地
区
を
中
心
に
生

産
さ
れ
て
い
る
浄
法
寺
漆
で
あ
る
。
今

も
季
節
が
来
れ
ば
、
漆
掻
き
職
人
た
ち

が
漆
の
林
に
入
り
、
夜
明
け
前
か
ら
暗

く
な
る
ま
で
、
ひ
た
す
ら
漆
を
掻
く
。

　

職
人
が
掻
い
た
漆
は
、
最
高
品
質
の

も
の
と
し
て
全
国
に
出
荷
さ
れ
る
。
金

閣
寺
や
日
光
東
照
宮
を
は
じ
め
と
す
る

文
化
財
の
修
復
に
は
、
浄
法
寺
漆
が
不

可
欠
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
毎
日

の
暮
ら
し
に
登
場
す
る
器
の
た
め
に
も

使
わ
れ
る
。
地
元
の
塗
師
が
、
国
内
産

う
る
し
の
里
、

美
酒
の
国

貴重な浄法寺漆だけで
塗り重ねと研磨の作業
を繰り返す。

天台寺にはじまる御山御
器が浄法寺塗のルーツ。

清らかな水、空気、

そして、大地……。

それは二戸市が誇る、

厳しくも美しい環境。

ここから送り出されるのは、

人々が歴史の中で紡いできた、豊かな風物だ。

二
戸
テ
ロ
ワ
ー
ル
物
語
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浄法寺の一店で飲める漆の実珈琲。授賞式には羽織袴で登壇。

の
木
地
に
下
塗
り
の
段
階
か
ら
浄
法
寺

漆
を
塗
り
重
ね
る
。
浄
法
寺
塗
は
、

ま
さ
に
メ
イ
ド
・
イ
ン
浄
法
寺
だ
。

　

そ
し
て
生
ま
れ
た
、
深
い
味
わ
い

を
見
せ
る
漆
器
た
ち
。
漆
の
木
を
植

え
、
手
入
れ
を
し
、
大
切
に
漆
を
掻

く
。
そ
の
価
値
を
知
る
塗
師
が
、
心

を
込
め
て
仕
上
げ
、
そ
れ
を
使
う
人

の
手
へ
。
と
き
に
は
、
世
代
を
越
え
て

手
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
縄

文
時
代
か
ら
つ
な
が
っ
て
き
た
、
漆
を

巡
る
リ
レ
ー
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
に
住

む
人
た
ち
の
魂
を
つ
な
ぐ
営
み
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
つ
手
に
す
る

浄
法
寺
塗
の
片
口
に
注
ぎ
た
い
の

は
、
世
界
一
の
称
号
を
与
え
ら

れ
た
二
戸
の
地
酒「
南
部
美
人
」

で
あ
る
。

　

南
部
美
人
の
創
業
は
明
治
35
年

（
１
９
０
２
）。
南
部
の
国
の
自
然
と
風

土
、
水
の
恩
恵
を
受
け
て「
綺
麗
で
美

し
い
酒
を
造
り
た
い
」と
の
想
い
か
ら
昭

麹室で麹を蒸し米に均等にまぶ
していく。

地元の伝統の酒器、こぶくらを小型化したものが人気だ。

梅雨明けから漆掻きは本番となる。１本の
木から採れる漆は、わずか牛乳瓶一本分。

タンクのなかで、コポコポと発酵が
進む。酒が生き物だと伝わってくる。

新酒の完成を告げる杉玉は、
酒の熟成とともに深い茶に変
化していく。

和
26
年（
１
９
５
１
）に
、「
南
部
美
人
」

と
い
う
銘
柄
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
県
立

自
然
公
園
で
あ
る
折
爪
馬
仙
峡
か
ら
の

伏
流
水
を
使
い
、
伝
統
と
新
た
な
技
術

に
よ
って
酒
を
醸
し
続
け
て
い
る
。

　

世
界
一
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
29
年

（
２
０
１
７
）の
こ
と
。「
南
部
美
人 

特
別
純
米
酒
」が
、世

界
的
な
ワ
イ
ン
の
品

評
会
「
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ワ
イ
ン
・

チ
ャ
レ
ン
ジ（
I
W
C
）」

S
A

K
E

部
門
の
最
高
賞「
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
・
サ
ケ
」に
選
ば
れ
た
の
だ
。
海
外

産
を
含
め
て
３
９
０
社
か
ら
９
部
門
に

１
２
４
５
銘
柄
が
エ
ン
ト
リ
ー
。
各
部

門
の
9
つ
の
第
１
位
の
中
か
ら
、
た
っ
た

ひ
と
つ
だ
け
選
ば
れ
る
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
な

の
で
あ
る
。

　

受
賞
銘
柄
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
地

元
・
二
戸
の
農
家
チ
ー
ム
が
育
て
た
岩

手
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
酒
造
好
適
米「
ぎ
ん
お

と
め
」。
水
は
折
爪
馬
仙
峡
の
清
ら
か

酒母に米と麹を加えていく、
添掛仕込み作業。

明治から続く蔵元。「サザンビューティー」の名で
海外展開も進めている。
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羽
織
袴
姿
で
世
界
一
の
ト
ロ
フ
ィ
ー

を
手
に
し
た
南
部
美
人
の
五
代
目
は
、

こ
の
酒
を「
究
極
の
テ
ロ
ワ
ー
ル
」と
呼

ぶ
。
テ
ロ
ワ
ー
ル
と
は
、
ワ
イ
ン
な
ど
の

品
種
に
お
け
る
生
育
地
の
地
理
や
地

勢
、
気
候
、
土
壌
な
ど
、
そ
の
作
物

を
取
り
巻
く
生
育
環
境
の
こ
と
を
指

す
。
と
す
る
と
、
酒
で
い
え
ば
米
の
生

育
環
境
だ
。
二
戸
で
し
か
作
れ
な
い
米

で
醸
し
た
の
が
、
世
界
一の
特
別
純
米

酒
と
い
う
わ
け
だ
。

　

テ
ロ
ワ
ー
ル
と
い
え
ば
、
酒
と
と
も
に

味
わ
い
た
い
二
戸
な
ら
で
は
の
三
大
ミ
ー

ト
が
あ
る
。「
短
角
牛
」「
折
爪
三
元

豚
・
佐
助
」、
そ
し
て「
若
鶏
」だ
。
春

か
ら
秋
は
澄
ん
だ
空
気
いっ
ぱ
い
の
広
大

な
草
原
で
の
び
の
び
と
、
冬
に
な
る
と

牛
舎
で
大
切
に
育
て
る
短
角
牛
。
脂
肪

分
の
少
な
い
赤
身
肉
は
、
噛
む
ほ
ど
に

美
味
し
さ
が
広
が
る
。
地
元
の
折
爪
岳

を
望
む
森
の
中
で
、
清
ら
か
な
水
と
こ

だ
わ
り
の
飼
料
を
与
え
る
佐
助
豚
は
、

と
ろ
け
る
よ
う
な
旨
み
で
、
食
し
た
人

うまい酒をいい器で呑んでみる。いつもの時間もちょっぴり贅沢な味わいに進化する。

春夏秋冬、豊かにくりかえす二戸のテロ
ワール。

馬淵川がつくる緑豊かな風景。

地元で生産される「ぎんおとめ」

良質な肉はいい環境で育つ。

な
伏
流
水
。
そ
し
て
、
二
戸
の
南
部
杜

氏
が
、
二
戸
の
酒
蔵
で
醸
す
と
い
う
、

究
極
の
地
場
も
の
。
南
部
美
人
の
定
番

の
酒
で
、
ふ
わ
り
と
や
さ
し
い
香
り
と

米
の
旨
み
で
、
後
味
が
す
っ
き
り
と
し
て

い
て
幅
広
い
料
理
に
合
う
と
評
判
だ
。

こ
れ
が「
オ
ー
ル
二
戸
」で
で
き
る
の
も
、

こ
の
土
地
の
豊
か
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

を
虜
に
す
る
。
市
町
村
別
農
業
産
出

額
で
全
国
2
位
の
産
出
額
を
誇
る
二
戸

の
鶏
肉
。
植
物
由
来
の
餌
で
飼
育
す

る
若
鶏
は
、
き
め
細
か
な
肉
質
で
定
評

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
酒
と
同
様
に
、
こ

の
地
の
空
気
と
水
、
大
地
が
あ
っ
て
こ

そ
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
い

る
が
、
外
か
ら
見
れ
ば
贅
沢
と
も
い
う

べ
き
風
土
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
く
れ

る
の
が
、
二
戸
の
漆
と
酒
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
、
漆
と
酒
が
、
そ
れ
ら
を

喜
ぶ
人
た
ち
の
手
に
渡
る
た
め
に
は
、

二
戸
の
人
々
の
存
在
が
不
可
欠
だ
。
良

い
も
の
の
後
ろ
に
は
、
そ
れ
を
愛
し
、

支
え
る
人
が
い
る
。
世
界
の
ど
こ
に
い

て
も
、
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
る
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
訪
ね
て
来
て
欲

し
い
。
二
戸
で
な
ぜ
、
漆
が
受
け
継
が

れ
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
旨

い
酒
が
あ
る
の
か
…
…
。

　

そ
の
答
え
は
、
き
っ
と
二
戸
の
風
土

の
中
に
あ
る
。
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つ
て
、「
侍
の
湯
」
と
し
て
南
部
藩
士
た

ち
が
傷
を
癒
や
し
に
来
た
金
田
一
温
泉

は
、
幸
運
を
呼
ぶ
妖
怪
、
座
敷
わ
ら
し
に
遭
遇
す

る
と
評
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た

芥
川
賞
作
家
・
三
浦
哲
郎
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説

「
ユ
タ
と
ふ
し
ぎ
な
仲
間
た
ち
」
に
は
、
た
く
さ

ん
の
座
敷
わ
ら
し
が
登
場
す
る
。
同
作
品
は
、
劇

団
四
季
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
作
品
に
も
な
っ
た
。

　

温
泉
宿
の
中
で
も
座
敷
わ
ら
し
の
宿
と
し
て

名
高
い
「
緑
風
荘
」
に
は
、
亀
麿
と
い
う
座
敷

わ
ら
し
が
現
れ
る
と
い
う
。
不
思
議
な
現
象
の

体
験
談
も
多
く
、
幸
運
を
求
め
て
宿
泊
客
が
絶

え
な
い
。
亀
麿
を
祀
る
亀
麿
神
社
は
、
金
田
一

温
泉
の
名
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
金
田
一
」
と
い
う
名
前
は
、
珍
し
い
割
に

日
本
で
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
。
多
く
は
日
本

ミ
ス
テ
リ
ー
を
代
表
す
る
名
探
偵
・
金
田
一
耕

助
。
そ
の
孫
？
「
金
田
一
少
年
」
を
思
い
浮
か

べ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
通
は
、
ア
イ
ヌ
語
研
究

者
で
石
川
啄
木
の
友
人
金
田
一
京
助
博
士
や
、

そ
の
息
子
の
言
語
学
者
金
田
一
春
彦
・
秀
穂
親 金田一温泉で遊ぼう

「緑風荘」が火災にあった
ときも、残った亀麿神社。

あちこちに「ユタとふしぎな仲間たち」の
キャラクター看板が点在。ここは温泉神社
と旧三浦宅に続く「ダンジャ坂」。

都会でいじめられていた転校生ユタが、座敷わらし
と出会い成長していく「ユタとふしぎな仲間たち」
の舞台となった分教場跡。

亀麿神社の絵馬。
かわいい亀麿くんつき。

新しくなった槐
（えんじゅ）の間。

ここは時間も
のんびりしているよ

亀麿くんに会いたいなあ

三浦先生
このへんに住んで
たんだって

金田一温泉郷のご当地キャ
ラ亀麿くん。出会えたら、い
いことあるかも。

か
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子
を
思
い
出
す
。
そ
し
て
今
、
新
た
に
支
持
さ

れ
る
の
は
、
青
葉
城
西
高
校
バ
レ
ー
部
、
ミ
ド

ル
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
金
田
一
勇
太
郎
で
あ
る
。
少

年
ジ
ャ
ン
プ
で
連
載
中
の
バ
レ
ー
漫
画
『
ハ
イ

キ
ュ
ー
!!
』
の
登
場
人
物
だ
。
作
者
の
古
舘
春

一
氏
が
岩
手
県
北
地
域
出
身
と
あ
っ
て
、
宮
城

県
が
舞
台
な
が
ら
、
背
景
の
建
物
が
と
な
り
町

軽
米
町
の
体
育
館
や
学
校
に
似
て
い
た
り
、
登

場
人
物
の
名
前
に
「
花
巻
」「
岩
泉
」
な
ど
温
泉

名
が
潜
ん
で
い
て
、
場
所
を
探
し
て
行
く
の
が

フ
ァ
ン
の
密
か
な
楽
し
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

金
田
一
温
泉
も
名
前
つ
な
が
り
だ
け
で
な
く
、

某
宿
の
佇
ま
い
が
限
り
な
く
烏
野
高
校
が
宿
泊

す
る
宿
に
似
て
い
た
り
、
フ
ァ
ン
を
喜
ば
せ
る

サ
ー
ビ
ス
を
し
て
く
れ
る
と
S
N
S
で
話
題
と

な
っ
た
。
フ
ァ
ン
な
ら
、
に
や
に
や
す
る
地
元

な
ら
で
は
の
展
示
も
多
い
の
で
あ
ち
こ
ち
足
を

伸
ば
し
て
み
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
み
な
さ
ん
、
文
中
の
「
金
田
一
」

を
ど
う
お
読
み
に
な
っ
た
ろ
う
。「
き
ん
だ
い
ち
」

が
ほ
と
ん
ど
と
思
わ
れ
る
。
当
地
に
暮
ら
し
て
い

た
金
田
一
氏
の
末
裔
、
金
田
一
博
士
ら
人
名
は

「
き
ん
だ
い
ち
」
な
の
だ
が
、
温
泉
や
地
名
、
駅

名
は
実
は
「
き
ん
た
い
ち
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　

駅
の
周
辺
は
か
つ
て
栄
え
た
奥
州
街
道
。
懐
か

し
い
建
物
や
南
部
せ
ん
べ
い
の
店
な
ど
が
並
ん

で
い
て
、
少
し
散
歩
す
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

　

つ
か
れ
た
日
常
を
、
い
ろ
い
ろ
な
温
泉
宿
で

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
。
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
る
の
で
、

め
ぐ
っ
て
み
る
の
も
お
楽
し
み
。
お
い
し
い
フ

ル
ー
ツ
の
産
地
で
も
あ
る
の
で
、
夏
の
ブ
ル
ー

ベ
リ
ー
、
秋
の
り
ん
ご
と
、
フ
ル
ー
ツ
狩
り
も

楽
し
ん
で
、
元
気
な
か
ら
だ
と
、
元
気
な
心
、

そ
し
て
幸
運
を
手
に
入
れ
よ
う
。

♨︎岩手の名湯　侍の湯
　おもてなしの宿　おぼない
■住 二戸市金田一字湯田 43‒5
■電 0195‒27‒2221

♨︎きたぐに旅館
■住 二戸市金田一字大沼 24‒20
■電 0195‒27‒2531

♨︎金田一温泉センターゆうゆうゆ〜らく
■住 二戸市金田一字湯田 41
■電 0195‒27‒3400

♨︎スパドーム
■住 二戸市金田一字湯田 53
■電 0195‒27‒2511

♨︎仙養舘
■住 二戸市金田一字大沼 24
■電 0195‒27‒2231

♨︎ホテル金田一
■住 二戸市金田一字大釜 25
■電 0195‒27‒3111

♨︎緑風荘
■住 二戸市金田一字長川 41
■電 0195‒27‒2131

♨︎金田一温泉旅館組合
■住 二戸市金田一字大沼 24‒6
■電 0195‒27‒2540

日帰り温泉施設　金田一温泉センター
「ゆうゆうゆ〜らく」

それぞれの宿に個性があるので、
いろいろお試しあれ。

無色無臭の低張性弱アルカリ性。肌あ
たりがやわらかく、神経痛や関節痛、
疲労回復に効果的と言われている。

高台にある温泉神社は、
どこかのどかな空間。

金 田 一 温 泉 案 内

たわわに実るブルーベリー。

温泉のカフェでまったり。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラッキー
　カモーン。

幸運の鳥ツバメも
毎年金田一に巣を
つくる。

ブルーベリー
大きい♥

いでゆ餅
「岩手 北のてっぺん　金田一
温泉名物」の定番。

せんべい屋さんは値書きも
シンプル。

パリパリ
軽やかでおいしい
南部せんべい

金田一のりんごは寒暖
の差でおいしく育つ。

そぼくな私と
どこかの宿で
会いましょう。

金田一には手焼きの南部
せんべいのお店もある
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戸
の
フ
ル
ー
ツ
は
お
い
し
い
。

そ
れ
は
昼
夜
の
寒
暖
の
差
に

よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
日
中
は
太
陽

の
暖
か
い
日
差
し
の
中
で
す
く
す
く

成
長
し
、
夜
の
冷
た
さ
の
な
か
で
は
、

身
を
守
る
よ
う
に
き
ゅ
っ
と
締
ま
る
。

そ
れ
が
甘
い
果
実
を
つ
く
る
。
二
戸

の
１
日
の
気
温
差
は
年
間
を
通
じ
10

度
前
後
で
、
り
ん
ご
の
よ
う
な
寒
冷

地
果
物
を
育
て
る
に
は
理
想
的
な
の

だ
。
し
か
も
二
戸
の
大
地
は
ミ
ネ
ラ

ル
が
豊
富
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と

こ
こ
が
海
だ
っ
た
か
ら
。
こ
こ
に
マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
が
生
え
て
い
た
な
ん
て
、

も
は
や
想
像
も
で
き
な
い
が
。
土
の

中
か
ら
、
海
の
化
石
が
あ
ち
こ
ち
で

出
て
い
る
。
さ
ら
に
二
戸
は
、
春
か

ら
夏
に
か
け
て
雨
が
少
な
く
、フ
ル
ー

ツ
に
は
さ
ら
に
条
件
が
い
い
。

　

7
月
、
夏
の
恋
が
二
戸
に
あ
る
。

二
戸
が
誇
る
最
高
級
さ
く
ら
ん
ぼ「
夏

恋
（
か
れ
ん
）」。
日
本
の
代
表
的
品

種
「
佐
藤
錦
」
の
中
か
ら
、
糖
度
17

度
以
上
で
大
粒
で
色
が
濃
い
も
の
が

二選
ば
れ
る
。
赤
い
実
は
ま
さ
に
誘
惑

の
色
だ
。

　

8
月
は
、
甘
い
け
ど
ク
ー
ル
な
、

大
粒
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、「
カ
シ
オ
ペ

ア
ブ
ル
ー
」が
登
場
す
る
。
一
粒
が

５
０
０
円
玉
サ
イ
ズ
と
い
う
大
き
さ

で
、
箱
に
並
ぶ
と
圧
巻
だ
。
チ
ャ
ン

ド
ラ
ー
と
い
う
品
種
の
中
で
も
１
本

の
木
か
ら
数
個
し
か
採
れ
な
い
貴
重

な
青
い
果
実
だ
。

　

10
月
か
ら
は
り
ん
ご
の
シ
ー
ズ
ン
。

戦
後
、
金
田
一
か
ら
二
戸
の
り
ん
ご

生
産
が
本
格
化
し
、
昭
和
30
年
代
は
、

県
下
一
位
の
出
荷
数
を
誇
り
、
栽
培

面
積
で
も
全
国
有
数
の
産
地
だ
っ
た
。

だ
か
ら
り
ん
ご
に
は
こ
だ
わ
り
が
あ

る
。
紅
玉
や
、
ふ
じ
、
シ
ナ
ノ
ゴ
ー

ル
ド
、
さ
ん
さ
、
紅
い
わ
て
、
カ
シ

オ
ペ
ア
・
ク
イ
ー
ン
サ
ン
ふ
じ
ほ
か
、

多
彩
な
品
種
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　

12
月
に
は
、
黄
色
い
り
ん
ご「
は

る
か
」の
な
か
か
ら
現
れ
る
の
は
冬

の
恋
。
糖
度
15
％
以
上
、
蜜
入
り

2・
5
以
上
を「
冬
恋（
ふ
ゆ
こ
い
）」、 

7
8
9
10
11
12

月
月
月
月
月
月

さくらんぼ（佐藤錦、紅秀峰など）・夏恋（かれん）
ブルーベリー（チャンドラー）・カシオペアブルー
ぶどう（エーデルロッソ）
りんご（紅いわて）
りんご（カシオペア・クイーンサンふじ）
りんご（冬恋 ふゆこい）

 にのへのフルーツカレンダー

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

糖
度
16
％
以
上
、
蜜
入
り
3・
0
以

上
を「
プ
レ
ミ
ア
ム
冬
恋
」と
し
て
出

荷
し
て
い
る
。

　

ブ
ラ
ン
ド
フ
ル
ー
ツ
は
、
二
戸
駅

と
隣
接
す
る
な
に
ゃ
ー
と
物
産
セ

ン
タ
ー
か
ら
注
文
で
き
る（
⇒
P　

33
）。
ち
ょ
っ
と
糖
度
や
色
味
が
か
な

わ
な
か
っ
た
も
の
は
、
産
直
に
並
ぶ

の
で
、
そ
ち
ら
も
狙
い
目
だ
。
ブ
ラ

ン
ド
と
は
違
う
が
、
お
い
し
さ
は
確

か
だ
。
ま
た
7
月
下
旬
に
は
ブ
ル
ー

ベ
リ
ー
体
験
農
園
が
オ
ー
プ
ン
す
る
。

り
ん
ご
狩
り
も
、
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ

れ
ば
観
光
協
会
が
紹
介
し
て
く
れ
る
。

イ
ベ
ン
ト
限
定
だ
が
、
さ
く
ら
ん
ぼ

狩
り
の
ツ
ア
ー
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。

お
い
し
い
体
験
で
、
記
憶
に
残
る
旅

を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
。

昼夜の寒暖差のある気候と、古代は海底だった
ミネラル豊富な土壌がおいしさの秘密。

夏には摘み取りも楽しませてくれるブルーベリー

一粒一粒、箱詰めされた
カシオペアブルー。

冬恋は 12 月から
出荷される。

7月を彩る、夏恋の鮮やかな赤。

さくらんぼは、実りだけでインスタ映えするフルーツ。黄色のやさしい色味の「はるか」から、
「冬恋」は生まれる。

フ
ル
ー
ツ
の
里
の

し
あ
わ
せ

二
戸
は
北
国
だ
け
れ
ど
、

甘
い
果
実
が
自
慢
の
フ
ル
ー
ツ
の
里
。

夏
も
恋
、
冬
も
恋



権
力
に
抗
い
散
っ
た
、

九
戸
政
実
と
い
う
武
将
が
い
る
。

そ
れ
は
二
戸
に
遺
さ
れ
た
、

壮
大
な
歴
史
ロ
マ
ン
だ
。
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豊
臣
秀
吉
に
喧
嘩
を
売
っ
た
男
が

い
た
。
二
戸
が
誇
る
武
将
・
九
戸
政

実
で
あ
る
。
天
下
統
一
に
向
け
て
、

強
引
に
奥
州
制
圧
を
進
め
る
秀
吉
に

反
発
し
、
反
旗
を
翻
し
た
。
こ
の
戦
は

「
九
戸
政
実
の
乱
」と
呼
ば
れ
る
。
攻

め
て
き
た
の
は
、豊
臣
秀
次
を
総
大
将

に
、
蒲
生
氏
郷
、
浅
野
長
政
、
井
伊

直
政
ら
、
百
戦
錬
磨
の
武
将
で
編
成

さ
れ
た
６
万
５
０
０
０
の
兵
。
対
す
る

政
実
軍
は
、わ
ず
か
に
５
０
０
０
。
九

戸
城
に
籠
城
し
て
互
角
以
上
に
戦
っ
た

が
、
最
後
は「
一
族
郎
党
を
救
う
た
め

に
」と
、
政
実
が
投
降
。
だ
が
…
…
。

　

二
戸
市
街
地
に
は
、豊
臣
軍
に
攻

め
込
ま
れ
た
九
戸
氏
の
居
城
跡
が
残

る
。
三
方
を
川
に
囲
ま
れ
た
平
山
城

で
、中
世
の
城
と
し
て
高
い
文
化
的

価
値
を
持
つ
。
歴
史
の
中
で
そ
の
名

を
変
え
ら
れ
て
も
、
九
戸
氏
へ
の
想

い
か
ら
、
領
民
は
九
戸
城
と
呼
び
続

け
た
。
現
在
も
市
民
や
城
の
愛
好
家

た
ち
は
、
謀
略
に
よ
っ
て
落
城
し
た

「
悲
劇
の
城
」と
し
て
心
に
刻
む
。

国
指
定
の
史
跡
で
あ
り
、
平
成
29
年

（
２
０
１
７
）4
月
に
は
、
公
益
財
団

法
人
日
本
城
郭
協
会
に
よ
る「
続
日
本

１
０
０
名
城
」に
選
定
さ
れ
た
。

　

秀
吉
の
天
下
統
一
に
至
る
、
最
後

の
戦
場
と
な
っ
た
九
戸
城
。
こ
こ
で

は
、
４
月
中
旬
頃
か
ら
11
月
に
か
け

て
、「
九
戸
城
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の

会
」が
活
動
。
平
成
13
年（
２
０
０
１
）

に
発
足
し
た
こ
の
会
は
、
城
の
歴
史
や

城
跡
の
見
ど
こ
ろ
を
わ
か
り
や
す
く
教

え
て
く
れ
る
。
九
戸
城
Ｖ
Ｒ
の
開
発
も

進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、近
々
、九
戸
城

の
当
時
を
楽
し
め
る
日
が
来
そ
う
だ
。

　

ま
た
、
二
戸
に
は
、甲
冑
に
身
を
包

ん
で
姿
を
現
す
人
た
ち
も
い
る
。
敬
愛

し
て
や
ま
な
い
郷
土
の
武
将
の
存
在
と

志
を
広
く
知
ら
し
め
た
い
。
そ
の
一
念

で
集
ま
っ
た「
九
戸
政
実
武
将
隊
」と
い

う
市
民
有
志
の
グ
ル
ー
プ
だ
。
ど
ち
ら

の
活
動
か
ら
も
、
郷
土
の
歴
史
と
先

達
の
心
を
大
切
に
伝
え
た
い
と
の
想
い

続日本

100名城

九
戸
城

物
語

九戸城がもっとも美しいのは春。本丸の一部には東北最古の石垣が残っている。国の史跡。
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が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

ほ
か
に
も
、
政
実
に
想
い
を
馳
せ
て

訪
ね
た
い
、
ゆ
か
り
の
地
が
あ
る
。
九

戸
城
松
ノ
丸
跡
に
社
が
あ
る「
呑
香
稲

荷
神
社
」に
は
、
政
実
の
霊
が
眠
る
。

境
内
に
は
、「
九
戸
政
実
神
社
」が
あ

る
。
本
社
は
政
実
が
処
刑
さ
れ
た
最

期
の
地
と
な
っ
た
現
在
の
宮
城
県
栗
原

市
に
あ
る
の
だ
が
、
九
戸
城
二
ノ
丸
に

分
霊
さ
れ
、
さ
ら
に
平
成
13
年
に
移

築
さ
れ
た
。

　

隣
接
す
る
九
戸
村
に
は
、
九
戸
氏

を
奉
る「
九
戸
神
社
」が
あ
り
、
境
内

に
は「
政
実
神
社
」も
。
ま
た
、「
長
興

寺
」は
、
九
戸
氏
代
々
の
菩
提
寺
と
し

て
知
ら
れ
る
。
境
内
に
、
政
実
が
出

陣
の
と
き
に
手
植
え
し
た
も
の
と
伝
え

ら
れ
る
、
大
イ
チ
ョ
ウ
が
そ
び
え
る
。

村
名
の
由
来
も
含
め
て
、
押
さ
え
て
お

き
た
い
地
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
少
な
い
兵
力
に
も

関
わ
ら
ず
、
政
実
は
な
ぜ
戦
い
に
踏
み

切
っ
た
の
か
。
秀
吉
は
ど
う
し
て
途
方

も
な
い
数
の
兵
を
差
し
向
け
た
の
か
。

九
戸
政
実
の
乱
に
は
、
謎
が
残
る
。

そ
の
謎
に
多
く
の
作
家
が
挑
ん
で
き

た
。
そ
の
代
表
と
も
い
え
る
、
２
冊
の

本
が
あ
る
。
岩
手
在
住
の
作
家
・
高

橋
克
彦
の『
天
を
衝
く
』（
講
談
社
）、

そ
し
て
安
部
龍
太
郎
の『
冬
を
待
つ
城
』

（
新
潮
社
）で
あ
る
。
２
作
を
読
む

と
、
政
実
を
取
り
巻
く
物
語
が
立
ち

上
っ
て
く
る
。

　

二
戸
を
訪
れ
る
前
に
読
む
か
。
そ

れ
と
も
、
そ
の
風
景
に
触
れ
て
か
ら
読

む
か
。
い
ず
れ
を
選
ん
で
も
、
気
が
付

い
た
と
き
に
は
九
戸
城
と
悲
運
の
名

将
・
九
戸
政
実
の
虜
に
な
っ
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　『冬を待つ城』 新潮文庫
著者：安部龍太郎

九戸城を囲む戦国武将たち。豊臣軍
15万に対し迎え撃つ兵は僅か3千。
戦国最大の謀略「奥州仕置き」を、
直木賞作家が描く歴史長編。

出版社：新潮社 
発行：2017年10月

　『続日本100名城
公式ガイドブック』
監修：（公財）日本城郭協会

続日本100名城の城データを掲載し
た、城めぐりにはかかせない一冊。スタ
ンプ帳付きのB5版の公式ガイドブッ
クです。

出版社：学研プラス 
発行：2017年12月

続日本

100名城

 『天を衝く―秀吉に喧嘩を
売った男 九戸政実―』
講談社文庫 
著者：高橋 克彦

織田信長の活躍をよそに、南部家の
内紛に見切りをつけた九戸政実は新
時代を築く戦を始める。直木賞作家
が故郷を舞台にした歴史巨編。

出版社：講談社
発行：2004年11月

1

2

3
4
5
6

7
8

政実の物語を伝えんとする、九戸政実武将隊の面々。二戸を中心
に30人を越える隊員が所属。イベント等でパフォーマンスを披露して
いる。
街中にある龍岩寺は相馬大作の墓で有名だが、もともとは九戸の戦
の政実側の戦死者の菩提を弔う山寺が、寺の前身と伝えられている。
呑香稲荷神社境内にある、九戸政実神社。
政実の投降も空しく、城では女子どもまで殺されたという。
政実が植えたと伝説が残る長興寺の大銀杏。
九戸神社（九戸村）の手前には、処刑後持ち帰った政実の首を埋め
たとする首塚もある。
かつての戦場も、市民にとっては、ゆったり過ごす憩いの場所である。
九戸城エントランス広場にあるボランティアガイドハウス。九戸城の
歴史を紹介している。
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て
いっ
て
こ
っ
そ
り
タ
ン
ス
の
中
に
で
も
し

ま
って
ほ
し
い
。

豚
サ
ン
の
い
る
墓

五
日
町
の
祖
霊
社
は
、
田
中
舘
愛
橘

博
士
を
は
じ
め
先
人
が
眠
る
墓
地
だ

が
、
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く
お
墓
が
あ

る
。
70
代
に
し
て
戦
後
初
の
民
選
選

挙
に
よ
っ
て
岩
手
県
知
事
と
な
り
、

農
民
知
事
と
し
て
慕
わ
れ
た
国
分
謙

吉
氏
の
墓
だ
。
な
に
し
ろ
お
墓
の
前

に
狛
犬
の
如
く
豚
と
羊
が
並
ん
で
い
る

の
だ
。
英
国
系
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
に
筑
波

山
生
ま
れ
の
野
イ
ノ
シ
シ
を
か
け
て
自

身
が
開
発
、生
産
し
た
混
血
豚「
国
分

シ
ャ
ー
」な
の
で
あ
る
。

「
H
」で
あ
る
。
そ
れ
は
田
中
舘
愛
橘

博
士
が
、
日
本
式
ロ
ー
マ
字
の
普
及
に

尽
力
し
て
い
た
か
ら
だ
。
ち
な
み
に
パス

ポ
ー
ト
な
ど
は
英
語
に
近
いヘ
ボ
ン
式
。

神
さ
ま
仏
さ
ま
金
勢
さ
ま

岩
手
に
は
金
勢
さ
ま
が
多
い
。
素
朴
で

土
着
的
な
こ
の
信
仰
は
、
産
め
よ
増

や
せ
よ
と
ば
か
り
に
、
子
宝
に
よ
り
豊

か
さ
を
象
徴
す
る
。
し
か
し
あ
ま
た
あ

る
金
勢
さ
ま
信
仰
で
、
実
は
か
な
り
ア

ク
テ
ィ
ブ
な
の
が
我
ら
が
二
戸
駅
前
、枋

ノ
木
神
社
の
金
勢
さ
ま
。
御
輿
に
乗

り
、
山
車
に
乗
り
。
街
中
を
駆
け
巡

る
。
近
頃
は
外
国
人
客
も
聞
き
つ
け

楽
し
ん
で
い
る
。
期
間
限
定
の
お
弁
当

や
ら
チ
ョコ
バ
ナ

ナ
や
ら
と
て
も

誌
面
で
は
お

見
せ
で
き
な
い

が
、
手
ぬ
ぐ
い

く
ら
い
は
買
っ

世
界
に
１
つ
？
兄
弟
オ
ン
リ
ー
バ
ン
ド

２
０
１
５
年
結
成
。
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
バ
ン

ド
な
が
ら
、
テ
レ
ビ
の
バ
ン
ド
バ
ト
ル
番

組
で
決
勝
進
出
す
る
な
ど
、
活
躍
が

め
ざ
ま
し
い「S

aT
oM

ansion

」。
東

京
在
住
だ
が
、
二
戸
生
ま
れ
二
戸
育

ち
の
４
兄
弟
バ
ン
ド
で
あ
る
。
P
V
撮

影
も
ほ
ぼ
二
戸
。
エ
キ
ス
ト
ラ
を
募
っ
て

の
P
V
撮
影
に
は
二
戸
市
も
全
面
協

力
し
２
０
１
７
年
の
広
報
の
表
紙
ま
で

飾
る
。
今
後
の
動
き
に
も
注
目
の
バ
ン

ド
。
二
戸
の
空
気
を
P
V
で
体
感
！

日
本
最
古
の
飲
料
自
動
販
売
機

二
戸
歴
史
民
俗
資
料
館
で
公
開
し
て
い

る
、
日
本
の
自
動
販
売
機
の
原
点
的
な

日
本
酒
の
自
動
販
売
機
。
地
酒「
南
部

美
人
」が
所
蔵
し
て
い
た
。
５
銭
白
銅
貨

を
入
れ
る
と
、ゼ
ン
マ
イ
仕
掛
け
で
動
く

仕
掛
け
。
も
っ
き
り
を
楽
し
む
の
に
使
わ

れ
た
が
、き
っ
ち
り
計
量
さ
れ
る
た
め
、

あ
ふ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
分
が
な
く
不
評
を
買

い
お
蔵
入
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
未

来
技
術
遺
産
に
も
な
って
い
る
。

ラ
イ
ダ
ー
の
隠
れ
里

二
戸
で
は
、
ラ
イ
ダ
ー
向
け
の
周
辺
の

地
図
情
報
、「P

ocket M
A

P

」を
提

供
し
て
い
る
。
実
は
二
戸
は
、
北
海
道

に
向
か
う
、
ラ
イ
ダ
ー
た
ち
の
通
過
点

な
の
だ
。
自
然
が
あ
っ
て
、
信
号
が
少

な
く
走
り
や
す
い
道
路
が
あ
る
好
条
件

が
人
気
だ
。
そ
し
て
バ
イ
ク
好
き
が
集

ま
る「
愛
輪
塾
」が
運
営
す
る「
み
ち
の

く
記
念
館
」は
、東
北
屈
指
の
バ
イ
ク
関

連
資
料
が
揃
う
、
オ
ー
ル
ド
バ
イ
ク
を

展
示
す
る
施
設
で
あ
る
。

も
の
づ
く
り
、服
づ
く
り

浄
法
寺
塗
が
有
名
だ
が
、
二
戸
の
も

の
づ
く
り
は
、ほ
か
に
も
あ
る
。
そ
の

１
つ
が
縫
製
。
有
名
ブ
ラ
ン
ド
の
洋
服

を
生
み
出
す
工
場
が
二
戸
地
域
を
中

心
に
集
ま
っ
て
い
る
。
県
で
も
力
を
入

れ
、「
北
い
わ
て
は
ア
パレ
ル
の
聖
地
だ
」

と
、
北
い
わ
て
学
生
デ
ザ
イ
ン
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
を
開
催
し
て
い
る
。
あ
な

た
が
着
て
い
る
服
も
、
も
し
か
す
る
と

二
戸
メ
イ
ド
か
も
。

二
戸
版
忠
臣
蔵
っ
て
知
っ
て
る
？

赤
穂
浪
士
は
四
十
七
士
。
そ
の
討
ち

入
り
か
ら
、
お
よ
そ
百
年
後
、「
み
ち

の
く
忠
臣
蔵
」「
ひ
と
り
忠
臣
蔵
」と
よ

ば
れ
江
戸
を
賑
わ
し
た
男
が
、
二
戸

市
の
先
人
・
相
馬
大
作（
下
斗
米
秀

之
進
政
実
）。
南
部
氏
と
津
軽
氏
の
確

執
の
な
か
主
君
を
悩
ま
せ
る
津
軽
公

襲
撃
を
狙
っ
た
。
忠
義
の
美
談
と
し
て

多
く
の
人
に
支
持
さ
れ
、歌
舞
伎
や
浪

曲
、
小
説
に
映
画
と
描
か
れ
た
。
吉

田
松
陰
ら
も
賞
賛
し
た
。
未
遂
に
終

わ
っ
て
最
後
は
罪
人
と
し
て
処
刑
さ
れ

た
。
斬
首
で
使
用
さ
れ
た
刀「
延
寿
國

時
」は
弘
前
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。

二
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
手
紙
や
襲

撃
時
の
資
料
が
残
って
い
る
。
一
番
目
に

と
ま
る
の
は
、
江
戸
で
習
って
い
た
講
武

実
用
流
の
居
合
い
刀
の
大
き
さ
だ
。

日
本
物
理
学
の
父
・
田
中
館
愛
橘

東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
、
日
本

物
理
学
の
父
と
称
さ
れ
る
科
学
者
、

二
戸
出
身
の
田
中
舘
愛
橘
。
相
馬
大

作
の
姉
の
子
孫
で
あ
る
。
公
費
で
グ
ラ

ス
ゴ
ー
大
学
に
留
学
し
、
ケ
ル
ビ
ン
卿

に
師
事
し
た
。
世
界
か
ら
知
識
人
を

集
め
、
そ
の
能
力
を
世
界
で
シ
ェ
ア
し

よ
う
と
し
た
ユ
ネ
ス
コ
の
前
身
国
際
連

盟
知
的
協
力
委
員
会
に
お
い
て
、
キ
ュ

リ
ー
夫
人
や
ア
イ
ン
シュタ
イ
ン
と
交
流

し
た
。
い
ま
と
な
っ
て
は
危
険
だ
が
、
ラ

ジ
ウ
ム
を
手
に
入
れ
、
福
岡
中
学
で
も

実
験
を
行
っ
た
。
北
大
の
父
・
初
代
総

長
佐
藤
昌
介
と
、
平
民
宰
相
原
敬
と

は
同
い
年
の
藩
校
の
学
友
で
あ
っ
た
。

日
本
で
60
歳
が
定
年
に
な
っ
た
の
は
、

田
中
舘
博
士
が
、
還
暦
の
祝
い
の
席
で

退
職
を
宣
言
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い

う
。
日
本
の
超
能
力
ブ
ー
ム
の
走
り
、

１
９
１
０
年
の
日
本
初
の
千
里
眼
公
開

実
験
の
場
に
も
同
席
し
て
い
る
。

H
U

K
U

O
K

A

？　

FU
K

U
O

K
A

？

岩
手
県
立
福
岡
高

校
の
野
球
部
の
帽
子

は
、「
F
」で
は
な
く
、

２０１８.１．１
今も昔も、にのへで意外に知られていない

ディープなネタをご紹介します。
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北のふるさとは、いつでもあなたを待っている。
青空の日も、花香る日も、雨の日も、雪の日も。
にのへと、県境にある青森県南部は旧南部領。

およそ 400 年にも及ぶ人々の営みが凝縮している。
豊かな時間を求め、学びと発見の旅を始めよう。

新幹線で
二戸駅に降り立てば、
そこは未知なる北のくに

　

四
季
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
二
戸
。
寒
さ
に
震
え

る
季
節
が
あ
る
北
国
だ
か
ら
こ
そ
、
春
を
迎
え
る

喜
び
は
大
き
い
。
短
い
夏
を
愛
お
し
む
よ
う
に
過

ご
し
、
実
り
の
秋
を
迎
え
る
。
そ
う
や
っ
て
巡
る

１
年
を
大
切
に
積
み
重
ね
、
そ
の
記
憶
を
季
節
の

行
事
、
手
仕
事
や
食
文
化

な
ど
、
日
々
の
暮
ら
し
に

散
り
ば
め
て
受
け
継
い

で
き
た
。

　

そ
れ
は
、
遥
か
な
る
北

国
で
の
営
み
で
は
な
い
。
新
幹
線

が
止
ま
る
二
戸
は
、
首
都
圏
か
ら
気
軽
に
足

を
運
べ
る
場
所
だ
。
日
帰
り
も
無
理
で
は
な
い

が
、
こ
の
地
を
訪
ね
る
な
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
旅
し

て
欲
し
い
。
な
ぜ
な
ら
二
戸
は
、
通
り
過
ぎ
る
だ

け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
魅
力
に
溢
れ
て
い
る
か
ら

だ
。
よ
そ
ゆ
き
で
は
な
い
、
日
常
に
あ
る
魅
力
と

いっ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
東
北
最
古
の
古
刹「
八
葉
山 

天

台
寺
」。
東
北
の
仏
教
文
化
の
中
心
地
と
し
て

１
０
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
刻
み
、
多
く
の
人
々

の
信
仰
を
集
め
て
き
た
寺
を
、
地
元
で
は
畏
敬
と

愛
着
を
込
め
て「
御
山
」と
呼
ぶ
。そ
の
心
を
な
ぞ

り
な
が
ら
、
御
山
の
参
道
を
歩
い
て
み
る
の
も
い

い
。
そ
の
あ
と
は
車
を
走
ら
せ
、
寺
の
名
を
付
け

た
地
元
密
着
の
温
泉
へ
。
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る

の
も
、
二
戸
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

　

食
文
化
に
ふ
れ
る
ひ
と
と
き
も
、
旅
の
楽
し

み
。
し
か
も
、
味
わ
う
だ
け
で
な
く
、
自
ら
作
る

体
験
な
ら
、
楽
し
さ
倍
増
だ
。二
戸
は
、
今
や
世

界
に
推
奨
さ
れ
る
雑
穀
の
産
地
。
か
つ
て
手
打
ち

そ
ば
は
、
家
庭
で
作
り
、
食
す
る
も
の
だ
っ
た
。

ほ
か
に
も
、「
へっ
ち
ょ
こ
だ
ん
ご
」「
や
な
ぎ
ば
っ

と
」な
ど
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
名
前
の

郷
土
料
理
と
の
出
会
い
も
。
長
く
食

べ
継
が
れ
て
き
た
素
朴
な
味
わ
い

は
、
人
や
風
土
を
表
す
、

ひ
と
つ
の
か
た
ち
か
も

し
れ
な
い
。

　

二
戸
を
拠
点

に
、
足
を
延
ば
す

の
も
お
す
す
め
だ
。

隣
町
の
一
戸
で
、
縄
文
の
空
気
を

胸
い
っ
ぱ
い
吸
い
込
む
こ
と
も
、
子

ど
も
を
思
い
切
り
遊
ば
せ
る
こ
と
も
で
き

る
。
県
境
を
越
え
て
、
青
森
県
ま
で
旅
す

る
の
も
い
い
。
十
和
田
市
や
八
戸
市
ま
で
、

車
で
１
時
間
ほ
ど
と
い
う
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
活
か
さ
な
い
手
は
な
い
。「
二
戸
か
ら
、

ち
ょっ
と
お
出
か
け
」と
い
う
気
軽
さ
を
、
暮

ら
す
よ
う
な
気
持
ち
で
味
わ
っ
て
欲
し
い
。

　

も
っ
と
知
り
た
い
、
味
わ
い
た
い
。
地
元
の
言

葉
を
も
っ
と
聞
き
た
い
。
季
節
を
変
え
て
見
て
み

た
い
。
こ
こ
で
、
何
も
し
な
い
で
の
ん
び
り
し
た
い

…
…
。
ぐ
る
り
と
旅
を
し
て
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
で

も
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
思
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
二
戸
が「
気
に
な
る
場
所
」に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。

　

さ
あ
、
始
め
て
み
よ
う
。
二
戸
を
味
わ
う

旅
を
。
そ
の
旅
が
終
わ
る
頃
に
は
、
ふ
る

さ
と
が
ひ
と
つ
、
増
え
た
よ
う
に
思
え
る

だ
ろ
う
。

浄法寺塗

りんごの花

馬仙峡
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浄法寺
歴史民俗
資料館

温かみを感じる竹 細
工。お気にりを探すうち
に、自分でも製作体験
してみたく
なるかも。

鳥越もみじ
交遊舎

草間彌生、ロン・ミュエクなど、世界で活躍する
作家33組の作品を常設展示。

鏡のように美しいカルデラ湖。奥入瀬渓流とと
もに、心洗われる景色が楽しめる。

麹専門店こだわりの商品を購入可能。世界に
一つだけの「手前味噌」作り体験もできる。

大自然の中、ゆっく
り寛げる「普段着
の湯」。「漆の間」
に宿泊もできる。

二戸駅からレンタカーに乗って GO！

十和田市現代美術館（十和田市）
■住 青森県十和田市西二番町10‒9
■電 0176-20-1127　■交 車で約1時間15分

十和田湖（十和田市）
■住 青森県十和田市西二番町10‒9
■交 車で約1時間35分

麹屋もとみや（八幡平市）
■住 岩手県八幡平市寺志田 165‒28
■電 0195-63-1700　■交 車で約50分

旅ごころ 1

ていねいな
暮らしを
学ぶ旅

おすすめコース近さが嬉しい、欲張りご近所旅。

1.天台寺（二戸市）
■住 二戸市浄法寺町御山久保33
■電 0195‒38‒2500　■交 車で約25分

神亀5（728）年の開山とされる天台宗の寺院。
仏像や奉納されたものなど貴重な品 を々収蔵し
ていて、うち２点が国指定重要文化財、11点が
岩手県指定文化財とされている。

2.二戸市立浄法寺歴史民俗資料館（二戸市）
■住 二戸市浄法寺町御山久保35
■電 0195‒38‒3464　■交 車で約20分

漆に関わる資料が多数収蔵されていて、そのう
ちの3,832点が国の重要有形文化財に指定さ
れている。北東北に生きた人々の暮らしや歴史
を学ぶことができる。

3.滴生舎（二戸市）
■住 二戸市浄法寺町御山中前田23‒9
■電 0195‒38‒2511　■交 車で約20分

浄法寺漆を使った漆器や漆芸品を厳選し、展
示・販売している施設。浄法寺塗の工房も兼ね
ているので、工程の見学や体験教室なども。

4.天台の湯（二戸市）
■住 二戸市浄法寺町野黒沢133‒1
■電 0195‒38‒3222　■交 車で約35分

稲庭岳の麓にある、憩いの場。短角牛やどぶろ
くなど、地元ならではの食事もできる。休憩はも
ちろん、宿泊も可能。写真は「漆の間」。

5.鳥越もみじ交遊舎（一戸町）
■住 一戸町鳥越字宮古沢21‒1
■電 0195‒32‒3981　■交 車で約15分

竹細工の技術を伝え、その魅力を広く伝える施
設。手作り製品の展示・販売のほか、地元の人た
ちの作業を間近に見学できるのも魅力だ。

6.米田工房そばえ庵（二戸市）
■住 二戸市下斗米字十文字24-2
■電 0195‒23‒8411　■交 車で約15分

岩手県が認定した「食の匠」米田カヨさんの
店。地元産のそば粉を使った十割の手打ちそば
や、ご当地メニューも味わえる。

滴生舎

天台寺

天台の湯

二戸駅

二戸駅

おすすめコース

大スケール、カラフル……。
思わず一緒に記念写真が撮りたくなる。

二戸から車で約１時間半。
新緑や紅葉をはじめ、折々の魅力いっぱい。

麹専門店の手作り味噌。
安心・安全な地元産素材。

浄法寺漆芸の殿堂とい
うべき施設。漆器の購
入はもちろん、作業の
見学や漆絵付体験も。

漆の技術や当時
の生活、個性的な
カミサマなど、浄法
寺について学ぼう。

穏やかなお顔の仏様
に、ご挨拶。参道の
紫陽花が見頃を迎え
る、８月にも訪れたい。

泊

ぷらすプラン

できそうに見えて実は難
しい、そば打ち。ちょっ
と不揃いでも、自作のそ
ばは美味しい。

そば打ち体験
（米田工房そばえ庵）

＋

■交 の起点は二戸駅

スポット案内

　

漆
器
な
ど
の
手
仕
事
の
品
を
、
せっ
か
く
な
ら
作

ら
れ
て
い
る
場
所
で
手
に
入
れ
た
い
。
そ
う
考
え
る

人
に
と
っ
て
、
二
戸
は
う
っ
て
つ
け
の
地
で
あ
る
。
漆

の
産
地
で
作
ら
れ
る「
浄
法
寺
塗
」の
里
な
の
だ
か

ら
。
ち
ょっ
と
足
を
延
ば
せ
ば
、
見
事
な
竹
細
工
も

待
っ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
工
芸
品
を
求
め
る
旅
の
始
め
は
、
天
台

寺
か
ら
。
寺
の
僧
が
漆
器
を
作
り
、
そ
れ
が
庶
民

の
暮
ら
し
へ
と
浸
透
し
て
いっ
た
、
浄
法
寺
漆
器
の

起
源
と
な
る
場
所
で
あ
る
。

　

参
拝
の
あ
と
は
、
漆
の
資
料
が
並
ぶ
、「
浄
法
寺

歴
史
民
俗
資
料
館
」。
そ
し
て
さ
ら
に「
滴
生
舎
」

へ
。
こ
こ
は
、
浄
法
寺
漆
芸
を
集
め
た
施
設
。
使

い
込
む
ほ
ど
に
色
つ
や
が
増
し
、
手
に
馴
染
ん
で
い

く
器
の
あ
る
暮
ら
し
を
思
い
描
き
、
何
を
選
ぼ
う

か
と
迷
う
楽
し
さ
が
味
わ
え
る
。

　

大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
術
は
、
胸
の
奥
に

温
も
り
を
残
す
。
さ
ら
に
温
め
て
く
れ
る
の
は
、
和

め
る
宿
だ
。
天
台
寺
名
誉
住
職
・
瀬
戸
内
寂
聴
師

が
命
名
し
た
、「
天
台
の
湯
」で
１
泊
。
季
節
を
感

じ
な
が
ら
静
か
に
過
ご
す
時
間
は
、
旅
ご
こ
ろ
を
さ

ら
に
深
く
す
る
。

　
２
日
目
は
、
隣
町
・
一
戸
の「
鳥
越
も
み
じ
交
遊

舎
」で
竹
細
工
に
ふ
れ
る
時
間
を
。
丁
寧
に
編
ま
れ

た
手
提
げ
か
ご
や
ざ
る
な
ど
、
暮
ら
し
の
中
で
使
い

た
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　

旅
の
最
後
は
、
そ
ば
え
庵
店
主
の
米
田
カ
ヨ
さ

ん
の
手
ほ
ど
き
で
、
そ
ば
打
ち
に
挑
戦
し
て
み
よ

う
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
教
わ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
手

を
動
か
し
、
完
成
す
る
喜
び
を
体
験
で
き
る
。
自

分
で
打
っ
た
そ
ば
の
味
は
、
き
っ
と
格
別
の
味
だ
。

旅ごころ 1
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自
然
に
親
し
み
、
昔
の
暮
ら
し
を
知
る
…
…
。

子
ど
も
た
ち
に
、
そ
ん
な
機
会
を
与
え
た
い
な

ら
、
二
戸
エ
リ
ア
の
旅
を
。
た
っ
ぷ
り
遊
ん
で
欲
し
い

か
ら
、
１
泊
２
日
が
お
す
す
め
だ
。

　

隣
町
の
一
戸
に
は
、
縄
文
時
代
の
大
規
模
集
落

だ
っ
た
御
所
野
遺
跡
が
あ
り
、
公
園
と
し
て
整
備
さ

れ
て
い
る
。
縄
文
土
器
作
り
や
樹
皮
編
み
、
火
お

こ
し
な
ど
の
体
験
を
通
じ
て
、
豊
か
な
創
造
力
を

廃校を利用した体験交流施設。地元の人とふれ合いな
がら、手作り体験ができる。花の見頃は毎年８月下旬頃。

約300年の歴史誇る八戸エリア最大の祭り。豪華な
山車の行列、神輿や虎舞などが、観客を魅了する。

ここに、たくさんの人
が住んでいたの？ そ
んな言葉が、好奇心
のスタートかも。

大人も楽しくなれる場所。童
心に帰り、子どもたちと同じ気
持ちで遊びたい。

同じ建物の中にあるか
ら、一度に楽しめる。興
味津々のうちに学べる
ことがいっぱい。

遊ぶの大好き♡

縄文人に
なりたーい！

車に乗って GO！

三戸町は「11ぴきのねこ」シリーズで知られる漫画
家・馬場のぼるの出身地。ねこを探して町の探検を。

山の楽校　ひまわり畑（八戸市） 八戸三社大祭（八戸市）11匹のねこタウン（三戸町）

養
う
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

　

遥
か
昔
へ
と
心
を
遊
ば
せ
た
あ
と
は
、
大
自
然
に

囲
ま
れ
た
岩
手
県
立
児
童
館
い
わ
て
子
ど
も
の
森

へ
。
屋
外
も
館
内
も
楽
し
く
過
ご
せ
る
遊
具
や
施

設
が
いっ
ぱ
い
。
大
人
も
夢
中
に
な
れ
る
空
間
で
、

の
び
や
か
に
過
ご
し
た
い
。

　
２
日
目
は
、「
？
」と「
！
」に
出
会
う
場
所
へ
。

実
験
や
工
作
を
通
じ
て
科
学
を
学
ぶ
田
中
舘
愛

橘
記
念
科
学
館
と
ト
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
を
展
示
す
る

福
田
繁
雄
デ
ザ
イ
ン
館
だ
。
科
学
館
に
は
、
予
約

な
し
で
で
き
る
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
や
万
華
鏡
作
り
な

ど
、
魅
力
的
な
体
験
メ
ニ
ュ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い

る
。
デ
ザ
イ
ン
館
で
は
、
視
覚
の
不
思
議
を
体
感

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

仕
上
げ
は
、「
四
季
の
里
」で
ラ
ン
チ
。
古
民
家

風
の
空
間
で
空
腹
を
満
た
す
う
ち
に
、
ふ
と
懐
か
し

い
、
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
た
と
き
よ
う
に
、
ほ
っ
こ
り
と

し
た
気
持
ち
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
食
後
の
デ
ザ
ー

ト
や
お
み
や
げ
に
は
、隣
接
す
る「2door
」で
色
々
な

種
類
の
南
部
せ
ん
べい
を
見
つ
け
て
み
よ
う
。

　

真
剣
に
遊
び
、
二
戸
を
発
見
す
る
旅
。
た
く
さ
ん

の
思
い
出
を
持
ち
帰
っ
て
ほ
し
い
。

旅ごころ ２

子どもと楽しむ

発見の旅

おすすめコース

1.御所野縄文公園（一戸町）
■住 一戸町岩舘字御所野2
■電 0195‒32‒2652　■交 車で約25分

縄文時代の大集落跡だった、御所野遺跡を整
備して造られた史跡公園。復元された縦穴式住
居、御所野縄文博物館などを見学できる。

2.岩手県立児童館 いわて子どもの森（一戸町）
■住 一戸町奥中山字西田子1468-2
■電 0195-35-3888　■交 車で約50分

体験や遊びを通じて、子どもが感動や発見に出会
える場所。魅力あふれる館内のほか、自然の中で
も遊べる。ワークショップも充実。

3.福田繁雄デザイン館（二戸市）
■住 二戸市石切所字荷渡6-2
■電 0195-25-5411（二戸シビックセンター）
■交 車で約5分

世界的グラフィックデザイナーだった福田繁雄の
作品を常設展示。国内では、ゆかりの地・二戸だ
け。作家の遊び心に触れてみたい。

4.田中舘愛橘記念科学館（二戸市）
■住 二戸市石切所字荷渡6-2
■電 0195-25-5411（二戸シビックセンター）
■交 車で約5分

日本における物理学の礎を築いた、郷土の偉人を
紹介。また、子どもたちが実験や工作などを通じて
科学を楽しく学べる場でもある。

5.２door（二戸市）
■住 二戸市石切所字荒瀬65‒3
■電 0195‒22‒2222　■交 車で約3分

南部せんべいにチョコレートを合わせた、新感覚
のお菓子を製造・販売。製造工程の見学ができ
るほか、カフェスペースなどもある。

6.四季の里（二戸市）
■住 二戸市石切所字荒瀬49‒1
■電 0195‒23‒7148　■交 車で約5分

南部せんべいの「巖手屋」の直営店。岩手県
産のそばを使った手打ちそばを提供している。
昔懐かしい雰囲気の空間も人気だ。

■交 の起点は二戸駅

スポット案内

⇒ ⇒ ⇒ ⇒御所野
縄文公園

岩手県立児童館
いわて

子どもの森

市内ホテル
P35をご覧ください

福田繁雄
デザイン館

・
田中舘愛橘
記念科学館

おすすめコース

楽校の裏手に広がる、黄色の波。
200万本超のひまわり畑は圧巻の眺め。

可愛いねこだらけの三戸町で、
にゃんとも素敵な時間を過ごしたい。

八戸の夏を彩る華やかな祭りは、
伝統と風情、そしてスケール満点。

市内感覚で、ちょっとお隣りへ。＋ぷらすプラン

２door
・

四季の里

南部せんべいがカップになってる〜

手焼きせんべいなどの体験や、当時の民具を見
学することにより昔の文化に触れることができる。

駐車場、トイレ、簡易食堂、釣具レンタル用品
が準備されているため安心して楽しめる。

タプコプ創遊村（田子町）
■住 青森県三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ66-39
■電 0179-32-4344　■交 車で約55分

菜魚湖ワカサギ釣り（一戸町）
■住 岩手県二戸郡一戸町宇別字道白
■交 車で約1時間15分

100年前の田子町体験。
昔の農村生活空間にタイムスリップ。

岩手の冬の醍醐味。
初心者に優しい「氷上ワカサギ釣り」。

チョコレートと南部せんべい
が出会う？ 店の名前は、二
戸の「二つの戸」からとか。

初めて来たのに、なぜだ
か懐かしさを覚える店。
ここで、手打ちそばと天
ぷらに舌鼓。

旅ごころ 2
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じっちゃばっちゃがいる家が

めずらしくなってきているという。

じっちゃばっちゃは、知恵のかたまり。

山で川で畑で採れたものを生かしながら、

暮らしを豊かにする魔法をもっている。

じ
っ
ち
ゃ
ば
っ
ち
ゃ
文
化
を
伝
承
す
る

　

人
間
の
営
み
は
地
球
の
歴
史
か
ら

す
る
と
か
な
り
短
い
。
小
さ
な
工
夫

を
コ
ツ
コ
ツ
と
続
け
て
き
た
結
果
が
現

代
で
あ
る
。
伝
え
た
い
思
い
が
、
文
字

を
生
み
出
し
、
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
を

生
み
出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
戸

で
も
、
生
き
て
い
く
た
め
の
農
業
や
、

漆
掻
き
や
塗
り
の
技
術
、
ど
ぶ
ろ
く

や
、
郷
土
料
理
、ま
つ
り
や
、
郷
土
芸

能
、
昔
ば
な
し
ま
で
、
受
け
継
が
れ

て
き
た
。
ぜ
ひ
、
濃
厚
な
県
北
文
化

を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

未
来
に
つ
な
が
る
雑
穀
文
化

　

二
戸
は
冷
涼
な
気
候
か
ら
、
米
よ

り
も
そ
ば
や
雑
穀
を
作
っ
て
き
た
。
米

が
と
れ
な
い
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
に
思
わ

れ
て
き
た
が
、
逆
に
現
代
で
は
雑
穀

が
健
康
食
と
し
て
、
注
目
の
的
と
な
っ

て
い
る
。
二
戸
で
は
長
い
歴
史
に
培
わ

れ
た
豊
か
な
食
文
化
が
残
っ
て
い
る
。

県
で
そ
の
伝
承
の
技
を
認
め
ら
れ
た
お

母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
た
ち
が
、「
食
の

匠
」に
認
定
さ
れ
、
各
地
域
で
郷
土

食
を
伝
え
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
ば
は
、
手
打
ち
そ
ば
の
ほ
か
、
そ

ば
か
っ
け
や
柳
ば
っ
と
に
。
小
麦
は
、

はっ
と
や
麦
かっ
け
、
生
麩
に
す
る
。

　

た
か
き
び
は
小
豆
と
合
わ
せ
、
へっ

ち
ょ
こ
だ
ん
ご
に
。
お
も
ち
と
は
ま
た

違
う
お
い
し
さ
が
あ
る
。
雑
穀
で
飴
も

つ
く
る
。

じ
っ
ち
ゃ
は「
お
っ
ほ
」だ

　

清
酒
は
裕
福
な
人
の
も
の
だ
っ
た
か

ら
、
庶
民
は
も
っ
ぱ
ら
自
慢
の「
お
っ

ほ
」を
飲
ん
だ
。「
お
っ
ほ
」と
は
ど
ぶ

ろ
く
の
こ
と
で
あ
る
。
禁
止
さ
れ
て
い

た
酒
を
、
夜
こ
っ
そ
り
扱
う
の
で
、

夜
の
鳥
ふ
く
ろ
う
の
別
称

が
、
隠
語
と
な
っ
た
よ

う
だ
。
そ
れ
こ
そ
家

庭
そ
れ
ぞ
れ
の

味
が
あ
っ
た
。

　

二
戸
は
、
ど

にのへ大人養成講座

じっちゃばっちゃ
の時間

寒さを使った保存食。

二戸の雑穀・ヒエ畑。島状にして干すので、ヒエ島と呼ばれる。

白いどぶろくは浄法寺塗によく似合う。

そばは打ち立てがいい。
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る
の
で
、
新
し
い
食
文
化
を
、
ご
家

庭
の
メ
ニュ
ー
に
い
れ
て
み
て
は
い
か
が

だ
ろ
う
。

　

ぞ
う
り
や
、
箸
づ
く
り
な
ど
気
に

な
る
手
仕
事
の
体
験
も
あ
る
。
民
話

も
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
怖
い
物
な
し
。
興

味
が
む
く
ま
ま
試
し
て
み
よ
う
。
季

節
毎
に
趣
向
を
こ
ら
し
た
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
あ
る
の
で
、
H
P
等
は
要

チ
ェッ
ク
。
極
め
れ
ば
、
い
つ
か
は
立
派

な
に
の
へ
の
じ
っ
ち
ゃ
ば
っ
ち
ゃ
に
な
れ
る

か
も
！？

ぶ
ろ
く
特
区
。
天
台
の
湯
が
、
米
と

雑
穀
の
2
種
類
の
ど
ぶ
ろ
く
を
生
産

し
て
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
味

わ
い
が
違
う
の
で
、
好
み
に
合
わ
せ
て

飲
ま
れ
た
し
。
も
ち
ろ
ん
酒
器
は
ぜ

ひ
浄
法
寺
塗
で
。
赤
や
黒
の
器
に
、白

い
酒
が
お
さ
ま
る
と
、
イ
ン
ス
タ
映
え

す
る
。

産
直
で
買
え
る
郷
土
食

　

郷
土
食
は
、
本
来
家
で
食
べ
る
も

の
な
の
で
、
あ
ま
り
市
内
の
店
で
は
提

供
さ
れ
て
い
な
い
。
地
元
の
味
を
楽

し
む
強
い
味
方
は
産
直
で
あ
る
。
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る
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小
麦
で
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れ
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る
の
が
こ

●ひっつみ
にのへはもちろん、岩手の郷土料理。多くは鶏
出汁を使う。二戸の鶏はうまいので、ひっつみも
自然にうまくなる。出汁にサバ缶を使う家もある。

●手打ちそば
家で打つそばはごちそう。そば打ちがうまいの
が、いい嫁の条件でもあったとか。

●きんかもち
くるみ味噌をたっぷり入れた､小麦でつくる「も
ち」。ひとくちかじると、とろーっとこぼれるのでご
注意を。

●そばかっけ・麦かっけ
細く切る前のそばの生地を三角に切って、茹で
て、にんにくみそで食べる。素朴ながら、アツアツ
を食べると、じんわり元気が湧いてくる。スーパー
などでメーカー品も販売している。

●へっちょこだんご
雑穀のたかきびでつくるだんご。鍋に入れると、
浮いてくるので、うきうきだんごの別名もある。冷
凍したものを販売している産直もある。

●くしもち
そばや小麦でつくるもちに、じゅうね（えごま）みそ
や、くるみみそを塗って焼いたもち。

●柳ばっと
そば粉をこねて柳の葉のような形に整えた汁
物。しこしこした歯ごたえの優しい一品。作り手
によって、堅さや味が変わる。

●きゃばもち
いうなれば、柏の葉でまいた和風スコーン？。素
朴な味わいが、噛むごとにじんわり口のなかに広
がる。

●てんぽ焼き
もっちりした歯ごたえで、ほんのり甘い、シンプル
なてんぽ。アツアツがやはりうまい。

オノオレカンバの五角箸作り

温かな色の木肌が美しいオノオレカ
ンバをつかって五角箸を手作り。

◎人数／１名から（2週間前まで要予約）
◎時間／10：00〜17：00（30分）
◎プラム工芸　TEL.0195-23-4883
◎完成品は塗装の後、約10日後にご返送（送料
　別途）　※当日のお持ち帰りはできません。

浄法寺塗の絵付け体験

二戸産の貴重な国産うるしの浄法寺塗に
絵付け。自分だけの漆器がつくれます。

◎人数／最大15名まで
　（2週間前まで要予約）
◎体験可能時間／８：30〜17：00（1時間）
◎滴生舎　TEL 0195-38-2511
◎完成品は後日郵送（送料別途）漆にかぶれる恐れがあるため手
　袋着用で体験を行います。

暮らしの手仕事布草履を編む

金田一で暮らすてんどよし（器用な人）た
ちが、手取り足取り布草履の編み方を
お教えします。 

◎人数／３名から（応相談）（2週間前ま
　で要予約）
◎体験可能時間／10：00〜15：00（4時間）
◎二戸市役所 金田一コミュニティセンター（アツマランカ） 
　二戸市観光協会　 TEL 0195-23-3641
◎資料・材料費・講師料・金田一のごはんセット（お汁とご飯と漬物）付き。

米田カヨさんの、
二戸の郷土料理とおそばガタリ

二戸の伝統食を、岩手県認定「食の
匠」米田カヨさんに教わります。体験メ
ニュー（十割そば・やなぎばっと・そば
かっけ・へっちょこ団子）

◎人数／１名から（3日前まで要予約）
◎時間／11：00〜17：00（1時間半）
◎米田工房そばえ庵　TEL.0195-23-8411

金田一の語り部
おなごぎつね語り

民話の里、金田一。「おなご狐」の世界
へ語り部さんがご案内します。

◎人数／2名より要相談
　（2週間前まで要予約）
◎所要時間／20分
◎二戸市役所 金田一コミュニティセンター（アツマランカ）
　二戸市観光協会　TEL.0195-23-3641

の
地
方
な
ら
で
は
。

　

他
に
も
き
っ
と
こ
の
地
で
し
か
出
会

え
な
い
、
郷
土
の
味
が
多
彩
に
揃
っ
て

い
る
。

じ
っ
ち
ゃ
と
ば
っ
ち
ゃ
の
技
あ
り
体
験

　

二
戸
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
元
な
ら

で
は
の
体
験
メ
ニュ
ー
が
あ
る
。
ど
ぶ
ろ

く
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ほ

か
の
郷
土
の
味
は
ト
ラ
イ
で
き
る
。
そ

ば
打
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
へっ
ち
ょ
こ
だ

ん
ご
や
、
柳
ば
っ
と
、
か
っ
け
ま
で
あ

ばっちゃの味S o u l  f o o d

うめぞぉー

つぐっでみで。



32　　　にのへのまつり・イベントガイド　　二戸の四季を彩る、風土が育んだ土地の祭り。 N I N O H E ! 　　31

二
戸
の
四
季
を
彩
る
、

風
土
が
育
ん
だ
土
地
の
祭
り
。

NINOHE
Festival / Event

Guide

1
月
初
旬　

裸
参
り 

（
呑
香
稲
荷
神
社
）

2
月

上
旬　

サ
イ
ト
ギ

　
　
　

 （
旧
暦
の
１
月
６
日
／
似
鳥
八
幡
神
社
）

2
月
中
旬　

足
沢
の
小
正
月

　
　
　
（
足
沢
地
区
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
）

3
月
中
旬　

稲
庭
ス
ノ
ー
フ
ェ
ス
タ（
天
台
の
湯
周
辺
）

4
月
下
旬
〜
5
月
上
旬　

桜
観
賞
好
適
期 

（
市
内
各
所
）

5
月
１
日　

折
爪
岳
施
設
オ
ー
プ
ン

４
日　

薬
師
堂
祭
り 

（
薬
師
堂
）

５
日　

天
台
寺
春
の
例
大
祭 

（
天
台
寺
境
内
）

6
月
上
旬　

折
爪
岳
山
開
き 

（
折
爪
岳
山
頂
）

上
旬　

稲
庭
高
原
ま
つ
り 

（
天
台
の
湯
周
辺
）

7
月
中
旬　

折
爪
岳
ヒ
メ
ボ
タ
ル
観
賞
好
適
期 

（
折
爪
岳
山
頂
付
近
）

下
旬　

金
田
一
温
泉
ま
つ
り（
金
田
一
温
泉
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
）

8
月
16
日　

福
田
人
形
ま
つ
り 

（
高
清
水
稲
荷
神
社
）

9
月

第
１
金
・
土
・
日
曜
日　

二
戸
ま
つ
り 

（
福
岡
地
区
）

第
２
土
・
日
曜
日　

武
内
神
社
例
大
祭（
堀
野
地
区
）

第
３
土
・
日
曜
日　

枋
ノ
木
神
社
金
勢
様
ま
つ
り（
石
切
所
地
区
）

金
・
土
・
日
曜
日　

浄
法
寺
ま
つ
り（
浄
法
寺
地
区
）

下
旬　

九
戸
城
ま
つ
り

10
月
第
1
日
曜
日　

天
台
寺
秋
の
例
大
祭 

（
天
台
寺
境
内
）

中
旬
土
・
日
曜
日　

ト
リ
コ
ロ
ー
ル
フ
ェ
ス
タ 

in 

な
に
ゃ
ー
と

11
月
第
2
日
曜
日  

金
田
一
温
泉
観
光
り
ん
ご
園
収
穫
祭

　
　
　
（
金
田
一
温
泉
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
）

12
月
下
旬
〜
2
月
下
旬　

稲
庭
冬
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
（
天
台
の
湯
周
辺
）

天台寺例大祭
桜咲くなか古刹天台寺で行われる例大
祭。雅楽や神楽も披露される。

二戸まつり
呑香稲荷神社、愛宕神社、秋葉神社の
三社の大祭。六角神輿を先頭に山車が、
街を練り歩きます。

浄法寺まつり（神明社例大祭）
浄法寺地区神明社の大祭。山車のほか、
稚児行列や郷土芸能の七ツ物、鹿踊り、
奉納相撲も行われます。

サイトギ
その年の作柄を占う国選択無形民俗文
化財の伝統行事。旧暦の 1 月６日に似
鳥八幡神社で行われる。

世代から世代へ、脈々と受け継がれる伝統、
もっと楽しみをつくろうと新たにはじめるイベント。
にのへで触れる、祈り、感謝、そして賑わい。
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浄法寺漆器

二戸市は国産漆の約７割を生産する「日本
一の漆の産地」です。二戸産を中心として
作られた漆器は口当たりがやさしく、使い続
けていくうちにツヤが増し、手に馴染んでいく
ところが魅力です。

オノオレカンバの
ウッドクラフト

オノオレカンバの木を使っ
たキメの細かい木工品。シ
ンプルでしっかりしたつくり
にファンが多くいます。

大西ファームの瓶詰め

パスタソースなどにも使える、バジル
やトマトなど自家製の食材をオリーブ
オイルやはちみつに漬けた瓶詰め。

肉に合うソース

牛肉に合うブルーベリー、鶏肉に合うトマト、豚肉
に合うりんご。いつものお肉が二戸産の果実を
使ったフルーツソースで新しい味わいに。

片口、こぶくら（酒杯）、汁碗など、
美しい形が並ぶ。

地酒・南部美人

世界一になった二戸の地酒。特
別純米酒は、南部美人の定番な
お酒で二戸市産の特別栽培米

「ぎんおとめ」を主原料としてい
ます。上品な米の旨みですっきり
とした後味です。甘味料を一切
使わないで仕込んだ「南部美人 
梅酒」は、糖類無添加のリキュー
ルです。すっきりと軽快で大人な
味わいは、幅広い料理と合わせ
ることができます。

どぶろく

どぶろくは浄法寺地区でつく
られています。米のどぶろくの
ほかに、雑穀のどぶろくもあり
ます。

雑穀

きび、ひえ、あわ、アマラン
スなど、雑穀の歴史をも
つ二戸の伝統食です。ご
はんに入れたり、揚げ物
の衣にしたり、煎っておひ
たしにかけたり、健康のた
めに食べてみましょう。

北いわてのはちみつ

さくら、りんご、あかしあ、そば、とち、くり…など、いろいろな花から
採取されたはちみつは、香りも色も花がもつ、自然のままの味
わい。浄法寺漆の産地ならではの、うるしの蜂蜜も評判です。

浄法寺ワイン「寂」

浄法寺産１００％の山葡萄のワイン。ネーミング
とラベルは瀬戸内寂聴師によるもの。

おみやげ型録
なにゃーと物産センターで見つけた、
二戸のいいものちょこっとおみやげ。

金田一のう米

岩手県エコファーマー認定を受けた金田一営農組合が、鶏
糞を発酵させた無化学肥料・低農薬にこだわって栽培している

「いわてっこ」と「きらほ」。

JR・IGR二戸駅に隣接する、二戸広域観光物産センター「カシオペアメッセ・な
にゃーと」。「なにゃーと物産センターはその一階にある、おみやげスポットです。
二戸を中心に、青森・秋田・岩手の24市町村の地域色豊かな特産品が揃って
います。

なにゃーと物産センター

■住 二戸市石切所字森合 68
■営 AM8:30 〜 PM7:00
TEL 0195-22-4395

南部せんべい

ベーシックなゴマや落花
生のほかに、おつまみにな
る軽いスナック風のもの、
クッキータイプのもの、さら
には南部せんべいを砕い
てチョコレートと合わせた
ものなど、多種多様に進
化しています。

二戸はブランド果物の産地です。大粒で肉厚なさくらんぼ「夏恋」。糖度が高く、蜜が
たくさん詰まったりんご「冬恋」。ブルーベリーの「カシオペアブルー」は、直径24mm
以上の大玉で、約500円玉程の大きさになります。これらのブランド果物は二戸広域
観光物産センターなにゃーとで注文できます。

夏恋冬恋カシオペアブルー

ブランドフルーツ承ります

チョコ南部

日光ぱん

最初に作ったお店「日光屋」が名
前のルーツ。あんこたっぷりの饅頭
に、砂糖をまぶした明治生まれの
お菓子。

食肉加工品

岩手短角牛や佐助豚、二戸地鶏や若鶏など、二戸は牛豚鶏
のおいしい３大ミートが揃う産地。食べやすい加工品が、おみ
やげにぴったりです。
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とまい

きんたいちおんせん

二戸市役所

至八戸市至めとき

へ
の
ち
い
至

い
な
く
ま
ぬ
て
わ
い
至

至青森県田子町

至青森県田子町
至青森県三戸町

至青森県
三戸町

至軽米町

至軽米町

至九戸村
至一戸町

至一戸町

至一戸町

至八幡平市
至安代IC

もぎたて市

農作物直売所ふれあい二戸

浄南ママ直
●16

●15

●09

●08

●07
●06

●14

●13

●04

●02

●05

●03
●12

キッチンガーデン

県北青少年の家

市民の森

四戸城跡
金田一温泉観光りんご園

県立二戸病院

大平球場

九戸城跡

カシオペアメッセなにゃーと

シビックセンター・田中舘愛橘記念科学館・
福田繁雄デザイン館

市民文化会館 二戸歴史民俗資料館

馬淵川公園

馬仙峡
大崩崖

男神岩・女神岩

オートキャンプ場

主要地方道二戸田子線

主要地方道二戸九戸線

主要地方道二戸五日市線

滴生舎

浄法寺総合支所

浄法寺
カシオペアセンター

浄法寺歴史
民俗資料館

市営牧野

うろこ滝

みちのく記念館・愛輪塾

滝見橋

稲庭高原風力発電施設

岩誦坊の湧き水

海上の湯

浄法寺城跡

稲庭岳キャンプ場 稲庭交流センター
「天台の湯」

稲庭岳
1.078m

折爪岳
852m

毛無森
904m田代山

945m

テレビ塔・展望台

山居湧水

ヒメボタル

亀麿神社

石割桜

呑香稲荷神社・大作神社

相馬大作演武場跡

産直ショップ
あっぴ川 埋蔵文化財センター

高曲原

I
G
R
い
わ
て
銀
河
鉄
道

にのへ

ふるさと自然公園センター
もりの学び舎　山の家

至九戸IC

馬仙峡

至盛岡

天台荘

足沢生活改善
センター

天ケ塚

にのへ駅前市場

稲庭高原

金田一温泉郷

至八幡平

八戸自動車道

二戸PA

浄法寺IC

一戸IC

安比川

馬淵川

線幹
新北

東

折爪馬仙峡県立自然公園

金田一温泉郷

114

瀬戸内寂聴記念館瀬戸内寂聴記念館

浄法寺歴史
民俗資料館

天台寺天台寺

相馬大作演武場跡相馬大作演武場跡

四戸城跡

きんたいちおんせん ●10

●11

●01

金田一温泉センター
「ゆうゆうゆ～らく」
産直「湯の香市」

MAP

N I N O H E

宿泊案内
◎市街地周辺

二戸パークホテル
二戸シティホテル
山和旅館
ホテル村井
村田旅館
まべち荘

◎浄法寺地区

天台の湯
民宿天台荘

二戸市福岡字八幡下69-1
二戸市福岡字下町17
二戸市福岡字八幡下51-23
二戸市福岡字上町5
二戸市福岡字中町24-1
二戸市福岡字長嶺24-2

二戸市浄法寺町野黒沢133
二戸市浄法寺町松岡11

☎0195-23-5151
☎0195-23-9111
☎0195-23-4151
☎0195-23-7151
☎0195-25-4321
☎0195-23-3130

☎0195-38-3222
☎0195-38-2139

A c c o m m o d a t i o n  i n f o r m a t i o n

金田一温泉はP09を
 ご覧ください。
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問合せ　｜　二戸市観光協会

〒 028-6103
岩手県二戸市石切所字森合 68 番地
二戸広域観光物産センター 3F
TEL.0195-23-3641
FAX.0195-23-2343

詳細・申込は観光協会ホームページ内
「ようこそにのへ！キャンペーン　特設サイト」を

ご利用ください。

二戸の魅力があたる！

ようこそにのへ！キャンペーン
ガイドブックをご覧くださりありがとうございました。
にのへの旅はいかがでしたでしょう。
にのへが好きなみなさまに、抽選でにのへギフトをプレゼント。
簡単なアンケートに答えて、お申し込みください。
裏表紙のキーナンバーが必要となります。
お手元にご用意のうえアクセス！

ナニガアタルカ、

オタノシミ

施設名 営業時間 住所・電話番号

❿ 産直「湯の香市」
 （金田一温泉センター内）

10：00～22：00
※毎月第3月曜日休業

金田一字湯田41
0195-27-2631

⓫ もぎたて市 12：00～18：00 金田一字八ツ長275
0195-27-2431

⓬ 農産物直売所
ふれあい二戸 10：00～18：00 石切所字荷渡22-28

0195-23-0288

⓭ にのへ駅前市場 9：00～18：00 石切所字森合28-9
0195-26-9800

⓮ 産直ショップ
あっぴ川 9：00～18：00 似鳥字前田100

090-4476-2388

⓯ キッチンガーデン 8：30～18：00
※11〜4月は17：30まで

浄法寺町海上前田6-13
0195-38-4936

⓰ 浄南ママ直 8：30～17：00
※１〜3月は土日のみ営業

浄法寺町下藤192-7
0195-38-4454

施設名 住所・電話番号・HP

♳ 二戸市立二戸歴史民俗資料館 福岡字長嶺80-1 0195-23-9120

♴ 二戸市シビックセンター
田中舘愛橘記念科学館・福田繁雄デザイン館

石切所字荷渡6-2 0195-25-5411
http://www.civic.ninohe.iwate.jp

♵ 二戸広域観光物産センター
カシオペアメッセなにゃーと

石切所字森合68 0195-23-7210
http://www12.ocn.ne.jp/~nanyato/

♶ 二戸市埋蔵文化財センター
 （総合福祉センター内）

福岡字八幡下11-1 0195-23-8020

♷ ふるさと自然公園センター・
もりの学び舎 福岡字織詰地内 0195-23-7599

♸ 天台寺 浄法寺町御山久保33-1 0195-38-2500

♹ 二戸市立
浄法寺歴史民俗資料館 浄法寺町御山久保35 0195-38-3464

⓼ 浄法寺漆芸の殿堂　滴生舎 二戸市浄法寺町
御山中前田23-6 0195-38-2511

⓽ 瀬戸内寂聴記念館
 （浄法寺総合支所内）

浄法寺町下前田37-4 0195-38-2211

観光施設

産直施設
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二戸市商工観光流通課　〒 028-6103　岩手県二戸市石切所字荷渡6-3　二戸地区合同庁舎5階
　　　　　　　　　　　TEL.0195-43-3213  FAX.0195-23-1634

二 戸 市 観 光 協 会　〒 028-6103　岩手県二戸市石切所字森合68
　　　　　　　　　　　TEL.0195-23-3641  FAX.0195-23-2343　http://ninohe-kanko.com

◎列車

JR二戸駅
IGR二戸駅
IGR金田一温泉駅

◎タクシー

㈱玉川観光タクシー（本社）
㈱玉川観光タクシー（金田一）
福岡タクシー㈱
カシオペアタクシー
浄法寺タクシー㈲

◎レンタカー

㈱トヨタレンタリース岩手 二戸駅新幹線口店
ニッポンレンタカー東北㈱ 二戸駅西口営業所
ラビットレンタカー㈲
タイムズカーレンタル二戸店

（有）カーネットワーク（100円レンタカー二戸店）

◎バス

JRバス東北㈱二戸営業所
岩手県北バス㈱一戸営業所

☎0195-23-2041
☎0195-23-8670
☎0195-27-2288

☎0195-23-2121
☎0195-27-2121
☎0195-23-3161
☎0195-22-5505
☎0195-38-2233

☎0195-23-0100
☎0195-23-0919
☎0195-38-3335
☎0195-23-8118
☎0195-23-0474

☎0195-23-5229
☎0195-33-2231

新函館北斗新青森
盛　岡

仙　台

東　京

川口JCT

三沢空港

いわて花巻空港

安代JCT 浄法寺I.C 一戸I.C 八戸I.C仙台宮城I.C

三沢十和田下田I.C 下田百石I.C

浄法寺I.C花巻空港I.C

一戸I.C

大鰐弘前I.C

盛岡I.C

青森I.C

八　戸
二 戸

1時間10分

2時間50分

332.4km

7.0km

13.0km

6.5km

103.3km

55.9km

179.7km 51.2km
80.4km

14.9km

35.8km

11.9km 41.3km

60分40分

11分

25分

一戸I.Cより市内中心部まで約5km
第2みちのく有料道路

浄法寺I.Cより市内中心部まで約16km

東北新幹線を
ご利用の場合

高速道路を
ご利用の場合

飛行機→高速道路を
ご利用の場合

仙台宮城IC

浄法寺IC

東
北
自
動
車
道

北
海
道
新
幹
線

いわて花巻空港

東
北
新
幹
線

花巻空港 IC

花巻JCT

新函館北斗

新青森

八戸

盛岡

仙台

一戸IC

二戸

盛岡IC

安代JCT

大鰐弘前IC

青森IC

八戸IC

三沢空港

下田百石IC
三沢十和田下田IC

八戸IC

新青森

北
海
道
新
幹
線

新函館北斗 A c c e s s  t o  N I N O H E
交通案内


