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は じ め に
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　鰺ヶ沢町は、海と山、そして川がある、美しい自然にめぐまれた町です。こ

の自然は、私たちの暮らしにさまざまなめぐみを与えてくれます。町には縄文

時代から人が住み、江戸時代には弘前藩（津軽藩）の湊として栄えた古い歴史

も残ります。そして、昔からいまに受けつがれてきた文化もあります。

　しかし、私たち町民は、日々暮らす中で、町の個性や特徴を知る機会が少な

く、また、住みなれることで、町の魅力を見落としがちです。そこで、町民一

人ひとりに、改めて町のことを知ってもらいたいと思い、あじがさわテキスト

を作成しました。

　テキストは、鰺ヶ沢町のことを「町のすがた（概要）」・「町のあゆみ（歴

史）」・「町のこころ（文化）」・「町のいとなみ（産業）」に分け、子ども

からご年配の方まで、はば広い世代にわかりやすく伝える工夫をしています。

テキストづくりには、行政のほか、教育・観光・商業・工業と、たくさんの方

々に協力してもらい、さらに、青森公立大学の監修を受けてまとめました。

　テキストを通じて、町民一人ひとりが町の魅力に気づき、ふるさとを大切に

思うこころが育まれることを願っています。そして、これからのまちづくりの

目標「ほこりと自信を持てるまち、自慢できるまち」に役立つことを期待して

います。
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町のすがた
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「あじこちゃん」 「みらいくん」

「みつのぶさん」 「こころさん」

「ヒラメとヅケどん」 「デカわさ」

☆登場キャラクター

元気いっぱいの小学３年生
です。体育が得意。でも、
国語と社会がにがて。いっ
しょに鰺ヶ沢町のことを勉
強しようね。

ぼくは小学６年生。鰺ヶ沢
町のことを聞かれても、う
まく答えられないんだ。テ
キストを読んで町のことに
詳しくなりたいな。

歴史のことなら任せてくれ。
縄文時代からいまの鰺ヶ沢
町ができたときまで、わし
が案内するぞ。

文化を紹介するのはわしじ
ゃ。昔からいまに伝わる祭
りなどを説明するよ。きっ
と、町外の人にじまんした
くなるぞ。

頭に乗ってる「ヒラメちゃ
ん」と、乗せるもので何色
にもそまる「ヅケどん君」。
鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼をＰ
Ｒしているんだ。みんなの
勉強をおうえんするよ。

ふさふさの長い毛がじまん
の秋田犬だよ。ぼくを見か
けたら声をかけてくれると
うれしいな。鰺ヶ沢町の観
光のことはお任せ！
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鰺ヶ沢町の位置
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326.50

青森県で
面積が一番
広いのは、
むつ市だよ！

鰺ヶ沢町

青森県の市町村面積トップ10（2021年10月1日現在）

【国土地理院より】
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日本海
太平洋
たい へい よう

陸奥湾
む つ わん

四国
し こく

九州
きゅうしゅう

沖縄
おきなわ

津軽海峡
つ がる かい きょう

北海道
ほっかいどう

青森県
あおもりけん

本  州
ほん しゅう

鰺ヶ沢町はどれくら

い広いのかな？

青森県の地図から鰺

ヶ沢町を見つけてみ

よう。

　鰺ヶ沢町は青森県の中では西側に位置しています。日本海から白神山地のふもとまで

つながる、南北に細長い町です。町のまわりは青森県の４つの市町村、秋田県の２つの

町に囲まれています。

　青森県の三方を囲む海のうち、西に広がるのが日本海です。鰺ヶ沢町は北に日本海、

南に白神山地がある東西約２２ｋｍ、南北約４０ｋｍの町です。市街地は海に沿って形

成されています。一方、山側では、赤石川や中村川、鳴沢川の川沿いにおよそ４０の集

落があります。また、西となりは深浦町、東はつがる市・弘前市・西目屋村。白神山地

をはさんだ南側で秋田県の八峰町・藤里町ととなりあっています。

　青森県の西側に位置し、日本海に面する町。それが鰺ヶ沢町です。

（1）町の位置

1. 町の位置と広さ
　鰺ヶ沢町は、日本海から岩木山や白神山地のふもとまで達する広い町です。２０２１

（令和３）年の発表によれば、鰺ヶ沢町の面積は３４３.０８ｋ㎡です。これは青森県内

４０市町村の中で八番目の広さです。町の「固定資産概要調書」によると、面積のうち

約６３％にあたる２１６ｋ㎡が山林です。山林とは山や森、野原のことです。たとえば、

赤石川や中村川の山間部、白神の山々も山林に含まれます。

　青森県で八番目の広さをもつ鰺ヶ沢町。その多くは、豊かな自然に満ちています。

（2）町の広さ

町の広さを言えるようになりましょう
　鰺ヶ沢町が青森県のどこにあるか、わかったかな？　鰺ヶ沢町

は青森県の中では西側にあるんだね。北は日本海に面し、南には

白神の山々。青森県の４市町村と秋田県の２つの町ととなりあう、

ほんとうに広い町なんだ。

　鰺ヶ沢町の広さは３４３.０８ｋ㎡！　その広大な土地は、多くが山や森、野原

などの山林がしめているんだ。鰺ヶ沢町は青森県で八番目の広さをもつ、自然が

豊かな町なんだね。
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【鰺ヶ沢町より】

●雑種地は、ゴルフ場や鉄道の駅舎、線路など
●その他は、お墓やため池、道路、公園など

土地の利用（2021年）

畑と果樹園
　14.29

宅地　3.42

雑種地　2.94

総面積
343.08ｋ㎡

〔ｋ㎡〕

〔ｈａ〕
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地区別経営耕地面積（2020年）

【鰺ヶ沢町より】

※鰺ヶ沢地区・舞戸地区の経営耕地面積は非公表

赤石地区 中村地区 鳴沢地区

34
15
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355
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389

4

田んぼ
　21.58

原野
　24.6

その他
　60.25

山林
　216.0

5つの地区は地区に

よって土地の利用方

法に違いはあるのか

な？

鰺ヶ沢町の土地がど

のように利用されて

いるのか知ってる？

　土地は、かぎりある資源です。また、そこに住む人々の生活や産業活動などの共通の

土台でもあります。鰺ヶ沢町では、どのように土地を利用しているのか、見ていきまし

ょう。

　鰺ヶ沢町は青森県内でも、とても広い土地のある町です。２０２１（令和３）年の発

表によると、鰺ヶ沢町は全体の約６３％が山林です。次に広いのが原野です。原野とは、

わかりやすく言うと野原のことです。三番目に広いのが田んぼです。そしてりんごなど

の果樹園や畑、住宅地の順に広いのです。

　鰺ヶ沢町は山林と原野の割合が約 7０％あり、自然が豊かです。その一方で住宅地の

利用は約１％と少ないのが特徴です。また、田んぼと畑、果樹園など、町全体の１０％

以上を農地として利用しています。

（1）町全体の土地の利用

2. 町の土地の利用
　鰺ヶ沢町は昔の町村の名残で、５つの地区に分けられます。鰺ヶ沢漁港のある鰺ヶ沢

地区。鰺ケ沢駅がある舞戸地区。赤石川が流れる赤石地区。鰺ヶ沢町から岩木山方面へ

いたる中村地区。鳴沢川が流れる鳴沢地区。この５つの地区では、どのように土地を

利用しているのでしょうか。

　５つの地区の中で農地面積が一番せまいのは鰺ヶ沢地区です。鰺ヶ沢地区には、田ん

ぼも畑もほとんどありません。舞戸地区も、農地がせまい地区です。この２つの地区は

鰺ヶ沢町の中心地にあたり、お店や住宅などの面積が広いためです。それに対して、

農地面積が一番広いのが鳴沢地区です。鳴沢地区は、５地区の中で畑と果樹園が最も

広く、田んぼの広さも二番目です。果樹園はほとんどが鳴沢地区に集中しています。一方、

赤石地区は田んぼの面積が一番です。しかし、畑は少ししかありません。中村地区は、

田んぼは三番目、畑は二番目に広い地区です。

　このように、５つの地区では、それぞれ土地の利用のしかたに特色があります。

（2）地区別の土地の利用

　鰺ヶ沢町は土地の約６３％が山や森、野原などの自然なんだ。

田んぼや畑、りんごなどの果樹園の面積は町全体のおよそ１０％。

でも、どこも同じように利用しているわけではないんだよ。鰺ヶ

沢地区や舞戸地区には田んぼや畑がほとんどない。赤石地区と中

村地区は田んぼの面積は広いけど畑の面積はせまく、果樹園はほとんどない。鳴

沢地区は、田んぼも畑も、そして果樹園も広いんだ。

地区別の土地利用の違いを覚えましょう
おぼ
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鰺ヶ沢管内路線バス
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【弘南バスより】

鰺ヶ沢町と近くの市

や町をつなぐ路線バ

スがあるんだね。

鰺ヶ沢町と町外は、

国道や県道でつなが

っているよ。

3. 町と町外をつなぐ道路とバス
　鰺ヶ沢町と町外を行き来するのは、自家用車だけではありません。鰺ヶ沢町には、

２０２２（令和４）年現在、町外をつなぐ３コースの路線バスがあります。

　路線バスとは、決まった順路を決まった時間に運行するバスのことです。通勤、通学、

通院、買い物など、毎日の生活を支える大切な乗り物です。鰺ヶ沢町と近くの市や町を

つなぐ路線の一つが鰺ヶ沢～五所川原線です。順路は鰺ヶ沢町小夜から弘南バス五所川

原営業所まで。途中、本町や鰺ケ沢駅前などを通ります。所要時間は季節や交通量で変

わりますが、およそ１時間３０分です。二つ目が鰺ヶ沢～弘前線です。順路は鰺ヶ沢本

町から弘前駅前まで。途中、鰺ケ沢駅前や鰺ヶ沢病院、鳴沢駅通りなどを通ります。所

要時間は、およそ１時間３０分です。三つ目が鰺ヶ沢～深浦線です。順路は弘南バス鰺

ヶ沢営業所から深浦町弁天まで。所要時間は、およそ１時間１５分です。

　このように、鰺ヶ沢町から近くの市や町へ、路線バスが運行しています。自家用車が

なくても町外へ行くことができる路線バスは、町民の生活の足ともいえます。

（2）町と町外をつなぐ路線バス

　鰺ヶ沢町と町外をつなぐ道路には、国道と県道があります。中でも重要な道路が国道

１０１号です。この道路は、つがる市や五所川原市を通って、青森市まで続きます。し

かし、混雑したり、冬は地吹雪が起こりやすいなどの問題もあります。そこで、津軽自

（1）町と町外をつなぐ道路

　鰺ヶ沢町と近くの市町村をつなぐ道路は国道や県道があるんだ

ね。道路は、人が移動したり、物を運んだりするために欠かせな

いものなんだ。より通りやすい道路をつくることは、鰺ヶ沢町は

もちろん、周辺地域にとっても大事なことなんだよ。

　自家用車のほかに便利なのが路線バスなんだ。鰺ヶ沢町から近くの市や町へ行

くには３つの路線があるんだね。鰺ヶ沢町内のどこにバス停があるか、知ってい

るかな？　バス停の場所を調べてみよう。

動車道・鰺ヶ沢道路が計画され、２０１６（平成２８）年７月３０日に開通しました。

津軽自動車道や国道１０１号のほかに、県道もあります。県道の多くは、弘前市をつな

ぐ道路です。県道３号弘前岳鰺ヶ沢線は、中村地区を通り、弘前市へ。また、県道３１

号弘前鰺ヶ沢線も鳴沢地区を通り、弘前市をつなぎます。こうして、鰺ヶ沢町はとなり

あう市町村と国道１０１号や県道などの道路でつながっています。

　道路は、人が移動したり、物を運んだりするために使います。私たちの生活に道路は、

とても大切な道なのです。

バス停の場所を調べてみましょう
てい

つう

ささ

げんざいれい わ

こうさ よ

と ちゅう ほんちょう

ふかうら

べんふかうらまち てん

なん

えいぎょうしょ

きん

あじ が さわまち

ろ せん

じ ふこんざつ ぶき つ

ご しょ がわ ら あおもり

がる

ひろ

だけ なかむら

わたし

へいせい

さわなる

し ちょうそん

さき

ち

べん り

か

いき

きづくりけいゆ

つる た まち

いたやなぎまち
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五能線と周辺の鉄道

青森

大館

至函館

川部

板柳

深浦

岩館

能代

木造

陸奥鶴田

五所川原

奥津軽いまべつ駅

陸奥赤石
鰺ケ沢

東能代

陸奥森田

鳴沢

つがる市

深浦町

鰺
ヶ
沢
町

八峰町

能代市

五所川原市

鶴田町 板柳町

田舎館村
弘前

新青森

藤崎町

至秋田

五能線

奥羽本線

北海道・東北新幹線

青い森鉄道

北
海
道
新
幹
線

東

北
新幹線

花輪線

鰺ケ沢駅
陸奥赤石駅

鳴沢駅

至
深
浦
→

至
五
所
川
原
←

五能線は、どことど

こをつないでいるの

かな？

鰺ヶ沢町を通る鉄道

は、なんというのか

な？

4. 町と町外をつなぐ鉄道
　鉄道は、毎日たくさんの人や物を目

的地まで運びます。鉄道の路線にはそ

れぞれ名前があり、鰺ヶ沢町を通る鉄

道は「五能線」といいます。

　五能線は田舎館村の川部駅と秋田県

能代市の東能代駅をつなぎます。五能

線の駅は全部で４３の駅があり、全長

は１４７.２ｋｍです。

　鰺ヶ沢町から鉄道を使った時、いく

つの市町村を通るでしょう。鰺ヶ沢町

から川部駅までは、つがる市・五所川

原市・鶴田町・板柳町・藤崎町・田舎

館村の６市町村。東能代駅までは、深

浦町・秋田県の八峰町・能代市の３市

町。あわせて９つの市町村が五能線で

鰺ヶ沢町とつながっています。また、

川部駅や東能代駅から「奥羽本線」を

利用することで、青森市や弘前市、さ

らに遠くの秋田県、山形県、福島県ま

で行くことができます。

　このように、鉄道は、鰺ヶ沢町をよ

り多く、より遠くの市町村とつなぎま

す。

（2）鉄道でつながる町

　鰺ヶ沢町を通る鉄道路線を「五能線」というんだね。この路線

が、町と９つの市町村をつないでいるんだ。

　五能線は日本海、田園地帯、りんご園と、区間で異なる風景が

見られる路線なんだ。鰺ヶ沢町内の３駅を含めて、五能線の駅は全部で４３駅。

鰺ケ沢駅から川部駅まで、どんな駅を、いくつ通るかな。また、鰺ケ沢駅から東

能代駅まではどうだろう？　ＪＲ東日本のホームページや地図で調べてみよう。

駅がいくつあるか調べてみましょう

　鰺ヶ沢町には鳴沢駅、鰺ケ沢駅、陸奥赤石駅と３つの駅があります。

　３つの駅のうち、２つの駅が１９２５（大正１４）年５月１５日に開業しました。鰺

ケ沢駅と鳴沢駅です。陸奥赤石駅は、４年後の１９２９（昭和４）年１１月２６日に開

業しました。いまある駅舎になったのは、鰺ケ沢駅が１９９１（平成３）年、鳴沢駅と

陸奥赤石駅が２０１２（平成２４）年です。３つの駅の中で、駅係員がいる駅は鰺ケ沢

駅ただ１つで、鳴沢駅と陸奥赤石駅は、無人駅です。

　駅は、通学や通勤、観光などの交通手段として大切な役割を果たします。２０１９

（令和元）年時点で、鰺ケ沢駅から１日に約２５４人、年間で約９万２千人が乗車しま

した。新型コロナウイルス感染症が拡大した２０２０年（令和２）年の１日の利用者数は

約１６９人、年間で約６万２千人に減少しました。

（1）鉄道の駅

陸奥赤石駅鰺ケ沢駅鳴沢駅

い なかだて むら かわ

ろ せん

あき た けんべ

のひがし しろの しろ

つるら さきふじ まち

ふか

うら まち はっ

おう う ほんせん

ひろ さき

やま がたけん ふく しま けん

ぽうちょう

た まち

ご

し ちょうそん

しょ がわ

いたやなぎまち

さわ

えきしゃ へいせい

しょう

たいしょう

わ

なる つ あか いしむ

つうきん

れい がんわ

しゅだん

かんせんしょう かくだい

げんしょう

しん がた

む じん えき

やく わり は

じょうしゃ

あじ ご のうせんが さわまち

ことに ほん かい でんえん ち たい

ふく

ほっかいどう しんかんせん
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年齢別人口

人口の移り変わり

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000

１９５５
（昭和30）年

１９７０
（昭和45）年

１９８０
（昭和55）年

１９９０
（平成2）年

２０００
（平成12）年

２０１０
（平成22）年

２０２０
（令和2）年

11,842 11,184

9,844

9,101

7,938

7,273

6,255

4,899

5,194

6,278

4,145

6,961

8,301

8,595 18,439

17,402

14,899

13,551

11,449

9,044

23,026

〔人〕

【国勢調査より】

【国勢調査より】
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

〔人〕

１９８０
（昭和55）年

3,994 11,273
2,135

１９５５
（昭和30）年

9,233 12,812

981

２０００
（平成12）年

２０２０
（令和2）年

7,969

4,308 4,035

3,707

1,875

701
※年齢不詳24人

昔は、お年寄りより

子どもの人口が多か

ったんだよ。

鰺ヶ沢町には、どれ

くらいの人が住んで

いるの？

　その地域に住んでいる人の数を人口といいます。昔の鰺ヶ沢町には、どれくらいの人

が住んでいたのでしょうか。また、いまの鰺ヶ沢町には、どれくらいの人が住んでいる

のでしょう。

　いまの鰺ヶ沢町ができた１９５５（昭和３０）年から、２０２０（令和２）年までの

人口の変化を見てみましょう。鰺ヶ沢町ができた年の人口は、２３,０２６人でした。そ

れから１５年後の１９７０（昭和４５）年には人口が２万人を切りました。そして、

２０２０（令和２）年には１万人を切って、９,０４４人となりました。

　このように、鰺ヶ沢町の人口の変化をあらわしたのが下のグラフです。町の人口は、

今の鰺ヶ沢町ができた１９５５（昭和３０）年から６５年間で、約１４,０００人減少

しました。

（1）人口の移り変わり

5. 町に住む人の数

　いまの鰺ヶ沢町ができた１９５５（昭和３０）年から現在まで

の、町に住む人の数や年齢別人口の移り変わりについて、わか

ったかな？

　１９５５（昭和３０）年には、鰺ヶ沢町に約２３,０００人も住

んでいたんだね。それが６５年間で約１４,０００人減ったんだ。人口を年齢別

に見ると、年々、１４歳以下の子どもが少なくなっているね。それに対して、

６５歳以上のお年寄りはだんだん多くなっているんだ。

　鰺ヶ沢町に住む人をもっと増やすには、どうしたらいいんだろう？　お友達や

家族みんなと話しあってみよう。

　いまの鰺ヶ沢町ができた１９５５（昭和３０）年から現在までを比べると、町に住む

人の年齢別の割合はどのように変化しているでしょうか。下のグラフを見ると、１９５

５（昭和３０）年は、０～１４歳と１５～６４歳までの人口が多く、１４歳以下の人口

は約４０％をしめています。それに対し、６５歳以上は４％とわずかです。４５年後の

２０００（平成１２）年には、１４歳以下の人口の割合が約１３.８％に減り、６５歳

以上のお年寄りが約２７.４％と、お年寄りの割合が多くなりました。それからさらに

２０年後の２０２０（令和２）年になると、１４歳以下の人口が約７.８％まで減少し

ました。

（2）年齢別人口の移り変わり

町の人口と年齢別人口の移り変わりを覚えましょう
おぼ

ち いき

しょう わ れい わ

げんしょう

げんざい くら

へ

わりあい

へい せい

ねん れい べつ

うつ

あじ が さわまち とし よ

65歳以上

15～64歳

0～14歳
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働く人の数

産業別就業者

１９９０（平成２）年

第一次産業 第二次産業 第三次産業

２０００（平成１２）年
２０１０（平成２２）年
２０２０（令和２）年

【国勢調査より】

【国勢調査より】

3,000

4,000

2,000

1,000

0

〔人〕

１９９０
（平成2）年

２０００
（平成12）年

２０１０
（平成22）年

女性

男性

3,910

3,007
3,541

2,785 2,733
2,331

２０２０
（令和2）年

2,236
1,961

※分類不能産業は含まないため、
　働く人の数とは一致しない

町の人たちは、どん

な仕事をしているん

だろう？

鰺ヶ沢町には、働く

人はどれくらいいる

のかな？

　仕事にもよりますが、働く世代の中心は「おとな」です。鰺ヶ沢町の人口は減少し、

おとなの割合も少なくなりました。では、働く人の数は、どう変わったでしょうか。

　鰺ヶ沢町に住んでいて、町内で働く人。鰺ヶ沢町に住んでいて、町外へ行って働く人。

この２つをあわせた働く人は、１９９０（平成２）年には、約６,９２０人いました。

それが、１０年後の２０００（平成１２）年には約６,３３０人。２０２０（令和２）

年では約４,２００人。３０年間で約２,５６０人少なくなりました。さらに、もっと細か

く見てみましょう。１９９０（平成２）年では働く男の人は約５７.９％、働く女の人

は４４.５％です。それから３０年後の２０２０（令和２）年には、男の人は約５３.３％、

女の人は４６.７％と、働く女の人も多くなりました。

　人口が減少したことで、働く人の数も減ってしまいました。そうした中で、働く女の

人の割合が高まり、近年では、働く男の人と女の人の数が同じくらいになってきて

います。

（1）働く人の数

6. 町に住む人の仕事

　人口が減ると、働く人の数も減ってしまいます。鰺ヶ沢町では３０年の間に約

２,５６０人も少なくなったんだよ。昔は働く人は男の人が多かったけど、いまは

男の人も女の人も同じくらいになってきているね。

　中でも、鰺ヶ沢町では、第一次産業で働く人が、とても少なくなっているんだ。

１９９０（平成２）年に２,５７０人だったのが、３０年の間に８９７人まで減っ

てしまったんだよ。第二次産業も、３０年間で働く人が少なくなったね。第三次

産業はどうかな。１９９０（平成２）年以降、増えたり減ったりしているよ。

　家族や近所の人はどんな仕事をしてるかな？　その仕事は第一次産業かな？

第二次産業かな？　それとも第三次産業？　仕事の内容の移り変わりを覚えてお

こうね。

こうい

　鰺ヶ沢町の人たちは、どんな仕事をしているのでしょうか。産業別に見てみましょう。

　産業とは、わかりやすくいえば、人の生活を支えるものをつくることです。そのうち、

農業や漁業、林業など、自然に直に働きかけるものを第一次産業といいます。第一次産

業でできたものを使って、ものをつくるのが第二次産業です。たとえば、建物を建てた

り、商品をつくったりする仕事のことです。第三次産業は、第一次・第二次産業ででき

たものを利用します。たとえば、スーパーやレストラン、ホテルなどです。お年寄りの

お世話をしたり、けがや病気を治す仕事も第三次産業です。

　鰺ヶ沢町では、第一次産業で働く人が、どんどん少なくなっています。その一方で、

第三次産業で働く人は増えたり減ったりしています。さらに細かく分けると、鰺ヶ沢町

では、昔から働く人の数が一番多いのは農業です。しかし、１９９０（平成２）年には

２,２５８人いましたが、２０２０（令和２）年では７８７人。この３０年間で、農業

を仕事にする人は約６５％減りました。

（2）仕事内容の変化

しゅうぎょうしゃ

仕事内容の移り変わりを覚えましょう
おぼ

わりあい

へいせい

げんしょう

れい わ

へ

じか

なお

ささ

とし よ

あじ が さわまち

〔人〕

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

2,570

1,515
1,171

897
1,476

1,684

2,870
3,126

2,934
2,571

953
707
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５つの地区

鰺ヶ沢町

青森県
深浦町深浦町

弘前市弘前市

つがる市

西目屋村西目屋村

鰺ヶ沢地区
舞戸地区

鳴沢地区

中村地区

赤石地区

赤石川

中村川

鳴沢川

鰺ヶ沢地区は、どん

な特色がある地区な

のかな？

鰺ヶ沢町は、５つの

地区に分けられるん

だね。

　鰺ヶ沢町には、日本海があり、山があり、田園風景があります。それぞれの特色を知

るために、鰺ヶ沢町をもっと細かく分けて見てみましょう。

　いまの鰺ヶ沢町ができたのは１９５５（昭和３０）年です。それ以前は、５つの町村

に分かれていました。鰺ヶ沢町、舞戸村、赤石村、中村、鳴沢村です。この５つの町村

は、それぞれの地形があり、歴史も異なります。鰺ヶ沢町には、この５つの町村が地区

として残っています。漁業の中心地区。商業活動が活発な地区。自然が多い地区。のど

かな山里の地区。田んぼや畑が多い地区。歴史や地形など、それぞれの地区の特色を詳

しく見ていきましょう。

（1）５つの地区

7. ５つの地区と鰺ヶ沢地区の特色
　鰺ヶ沢地区は、赤石川と中村川の間にある、海に面した地区です。昔の鰺ヶ沢町を中

心にした地区で、古いお寺や神社がたくさんあります。この地区には、２つの大きな特

色があります。

　大きな特色の一つは、公共的な仕事をする機関の多くがこの地区にあることです。鰺

ヶ沢地区には、警察署や簡易裁判所、青森県の出先機関があります。こうした公共的な

機関を行政機関といいます。また、２つの銀行や郵便局も鰺ヶ沢地区にあります。２０

１７（平成２９）年までは鯵ヶ沢消防署が、２０２１（令和３）年４月までは、鰺ヶ沢

町役場もありました。

　もう一つの特色は、漁港があることです。漁港は、魚介類の水あげに、なくてはなら

ない施設です。この地区にある鰺ヶ沢漁港は、全国各地の漁船が利用できるよう整備さ

れています。また、水産物を消費地に出荷する流通の基地でもあります。こうしたこと

から、鰺ヶ沢地区には新鮮な魚介類がたくさん集まります。そのため、鰺ヶ沢地区には

水産物に関わる会社や「海の駅わんど」があります。また、漁港の近くの「はまなす公

園」は、夏になると多くの海水浴客でにぎわいます。

　鰺ヶ沢地区は行政機関や銀行などが集まっている地区です。そして漁業の中心地です。

（2）鰺ヶ沢地区の特色

　いまの鰺ヶ沢町は、５つの町村が集まってできた町なんだね。

その５つの町村の名前は、地区としていまも残っているんだ。

それぞれの地区の特色がわかると、鰺ヶ沢町のことをもっ

と深く知ることができるね。

　鰺ヶ沢地区には、警察署や簡易裁判所などの行政機関や銀行、郵便局が集まっ

ているんだよ。そして、鰺ヶ沢漁港がある、漁業の中心地なんだ。覚えてお

こうね。

鰺ヶ沢地区の特色を覚えましょう
おぼ
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赤石地区は、自然が

豊かで、古い歴史が

ある地区なんだよ！

舞戸地区は、どんな

特色がある地区なん

だろう？

　舞戸地区は、中村川をはさんで鰺ヶ沢地区ととなりあっています。中村川の東側にあ

る地区です。

　舞戸地区には鰺ケ沢駅があります。駅前にはショッピングセンターや小売店などのお

店があります。１９８９（平成元）年に、西北地域県民局鰺ヶ沢庁舎から鰺ヶ沢病院へ

向かう国道１０１号バイパスが開通し、バイパス沿いに大きなお店が増えました。また、

宿泊施設もあります。

　さまざまなお店がある便利な地区には、多くの人が住みます。舞戸地区は、５つの地

区の中で最も住宅が多い地区です。鰺ヶ沢病院のほか、多くの個人病院も舞戸地区に集

まっています。また、２０１７（平成２９）年６月、鰺ヶ沢地区にあった鰺ヶ沢消防署

が舞戸地区に移転しました。それから４年後の２０２１（令和３）年５月には、鰺ヶ沢

町役場も消防署のとなりに移転しました。　

　舞戸地区は、昔から続くお店から大型のスーパーマーケットまで、さまざまなお店が

ある町の商業の中心地です。また、津軽自動車道・鯵ヶ沢道路が開通したことで、青森

市や五所川原市方面から町を訪れる人たちの玄関口になりました。

（1）舞戸地区の特色

8. 舞戸地区と赤石地区の特色
　赤石地区は、５つの地区の中で最も面積が広い地区です。白神山地のふもとから赤石

川に沿って広がる赤石地区は、自然が豊かです。地区の集落は、川沿いに形成されてい

ます。白神山地の豊かな山々が赤石川の源です。山の栄養分たっぷりの水は、稲作やア

ユとサケの増殖、イトウの養殖にも使われています。さらには日本海へと注ぎます。こ

のように、一つの地区に山、川、海があります。

　豊かな自然は、訪れる人を楽しませてくれます。白神の森　遊山道や自然観察館ハロー

白神、くろくまの滝があるのも赤石地区です。アユやヤマメ、イワナなどが多く生息す

る赤石川は、多くの釣り客に親しまれています。また、海岸沿いに立ち並ぶお店には、

焼きイカや新鮮な魚介類を求め、多くの人が訪れます。

　赤石地区のもう一つの大きな特色は、古い歴史です。赤石地区には、かつてお城があ

りました。種里城です。城跡には「光信公の館」があり、さまざまな資料が展示されて

います。また、大浦光信のお墓や、名所・史跡も残っています。

　赤石地区は、豊かな自然と古い歴史ある地区といえます。

（2）赤石地区の特色

　鰺ケ沢駅がある地区が、舞戸地区だよ。この地区には昔から商

店が多かったんだ。いまは大きなお店も増えて、にぎわっている

よ。舞戸地区は商業の中心地なんだね。鰺ヶ沢消防署や町役場も

舞戸地区に移設されたことで、町の行政の中心地にもなったんだ。

　赤石地区は、白神山地のふもとから赤石川に沿って、海まで続

く自然が豊かな地区なんだ。自然って、訪れる人を楽しませてくれるんだね。昔、

赤石地区にはお城があったんだ。このお城に住んでいた大浦光信の子孫が津軽を

統一した津軽為信だよ。赤石地区は、古い歴史もある地区なんだよ。

舞戸地区と赤石地区の特色を覚えましょう
おぼ
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鳴沢地区は、田んぼ、

畑、果樹園の面積が

５地区の中で一番広

いんだよ。

中村地区も鳴沢地区

も、川に沿って集落

があるんだね。

　鰺ヶ沢町から岩木山へ向かう県道沿いにあるのが中村地区です。地区を流れる中村川

の源は、岩木山です。中村地区の集落も、川に沿って形成されています。

　中村地区は自然が豊かで、森林や田んぼ、畑が広がっています。昔は林業が盛んで、

木炭づくりも行われていました。中村地区の長平町には、岩木山を登る登山道の入口が

あります。この登山道は、弘前市の岩木山神社へお参りに行く時などに利用されてきま

した。しかし、道路の整備などにより、近年はこの登山道を利用する人が少なくなり、

草木が生いしげっていました。長平町内会の人たちは、この登山道を昔のように利用し

てもらおうと、２０１７（平成２９）年から整備を行っています。

　棚田が見られるのも、中村地区ならではです。棚田とは、山や谷間に階段状につくった

田んぼのことです。岩木山のふもとに何重にも連なる棚田の景色は、ほのぼのとした美

しさです。

　中村地区には、なだらかな自然の地形をそのまま利用したスキー場やゴルフ場があり

ます。高原にあるので、晴れた日には津軽平野や日本海を見わたすことができます。

また、キャンプを楽しめる鰺ヶ沢キャンピングパーク・長平青少年旅行村もあります。

中村地区は、登山やキャンプ、スポーツが楽しめる地区でもあります。

（1）中村地区の特色

9. 中村地区と鳴沢地区の特色
　鳴沢地区は、鰺ヶ沢町の北東に位置します。つがる市や弘前市ととなりあい、町の玄関

口といえます。鳴沢地区の集落も、地区を流れる鳴沢川沿いに形成されています。

　鳴沢地区は、農地面積の広さが５つの地区の中で一番。鰺ヶ沢町で農業が一番盛んな

地区です。同じ場所に同じ作物を続けて植えると、生育が悪くなることがあります。鳴

沢地区の一部の畑では、それを防ぐため、前年にジャガイモを植えた畑に菜の花を植え

ています。そのため、春になると一面の菜の花畑が楽しめます。また、町内の果樹園の

ほとんどが鳴沢地区に集中していて、主にりんごが生産されています。

　鳴沢地区の日本海沿いには、七里長浜公園と津軽港があります。津軽港は、日本海北

部の新たな経済の交流拠点「七里長浜港」として整備されました。津軽港に名前が変わっ

たのは、２０１９（令和元）年のことです。

　鳴沢地区は、鰺ヶ沢町内で最も農地が広い地区です。さらに畜産業を営む２つの牧場

があります。畜産が行われているのは、町内では鳴沢地区だけです。鳴沢地区は農業と

畜産業が盛んな地区といえます。また、津軽地域の物流の拠点として大切な津軽港があ

る地区です。

（2）鳴沢地区の特色

　岩木山のふもとにある中村地区には、岩木山に登る登山道の入

口があるんだ。岩木山神社にお参りに行く人は、この登山道を通っ

ていたんだ。地形をいかした棚田の風景も中村地区の特色の一つ

だね。

　鳴沢地区は、鰺ヶ沢町で一番農業が盛んな地区なんだ。春、りんごの花や菜の花

を楽しめるのも、鳴沢地区の特色だよ。そして、町内で畜産業が営まれているの

は鳴沢地区だけ。津軽港は津軽地域にとって、大切な役割を果たす港なんだよ。

中村地区と鳴沢地区の特色を覚えましょう

長平町のオオヤマザクラの桜並木棚田の風景
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町 民 憲 章
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鰺ヶ沢町の歌がある

んだって。みんな知

ってる？

鰺ヶ沢町に住むみん

ながめざす、共通の

目標があるんだね！

　町民憲章とは、町民一人ひとりがふるさとを愛し、明るく住みやすい町をつくるため

の道しるべや基本となる考え方です。また、町が一体となって未来に向けて力強く前進

していくための共通の目標でもあります。１８８９（明治２２）年に発足した鰺ヶ沢町

は、１９７９（昭和５４）年に９０周年をむかえました。この特別な年に完成したのが

鰺ヶ沢町民憲章です。町民憲章には、鰺ヶ沢町が未来に向けて大きく発展してほしいと

いう願いがこめられています。また、町と町民が協力してより良い町にしていくための

目標を定めています。

　町民憲章は、前文と５つの本文からなります。前文にはまず、鰺ヶ沢町の良いところ

を２つ記しています。一つは、鰺ヶ沢町が山と海の自然にあふれた町であること。二つ

目は、津軽の始まりの地であることです。そして、鰺ヶ沢町に生まれたことに自信をも

って、伝統を大切にしながら大いに活躍することを願っています。本文では、町の目標

を５つ記しています。

　進むべき方向や理想を定めた町民憲章は鰺ヶ沢町の土台であり、町民の心の支えです。

町民憲章は町の共通したルールを定めているため「町の憲法」ともいわれています。

（1）町民憲章

10. 町民の目標と歌
　町民歌とは、町の魅力をイメージしたり、町民が一つにまとまるために作詞・作曲し

た歌のことです。１８８９（明治２２）年に発足した鰺ヶ沢町は、９０周年を記念して

１９７９（昭和５４）年４月１日に町民歌を定めました。

　鰺ヶ沢町民歌の一番で歌っているのは、古くから港町として栄えてきた歴史と美しい

自然です。二番では、町民の決意を歌っています。それは、古いものを大切にすること

で新しい文化をつくっていくこと。そして、住みやすく豊かな町づくりに努力していく

ことです。三番の歌詞の意味は、未来への希望です。みんながお互いにはげましあい、

力をあわせて大きく羽ばたいていこうと歌っているのです。

　清らかで美しい鰺ヶ沢町の自然。町民が心を一つにして夢と希望にあふれる町をつく

っていこうという力強い思い。それを歌ったのが、鰺ヶ沢町民歌です。

（2）町民歌

　町民憲章も町民歌も、言葉やいい方は違うけれど、同じことが

書かれているね。それは、「鰺ヶ沢町がいい町になる」ことへの

願いなんだ。鰺ヶ沢町にはきれいな自然と長い歴史がある。お互

いに思いやり、手を取りあって、もっとみんなが住みやすい町にしよう。そして、

未来の鰺ヶ沢町に生まれた子どもたちが、生まれて良かったと思える町にしてい

こう。それが、町民みんなの目標なんだね。

町民憲章と町民歌を覚えましょう
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鰺ヶ沢町の町章

鰺ヶ沢町のシンボル

となる花や木、鳥が

何か知ってる？

鰺ヶ沢町のトレード

マークって何？

　それぞれの学校に校章があるように、それぞれの市や町、村にもトレードマークがあ

ります。町のトレードマークが町章です。多くの場合、歴史や文化など地域の個性をモ

チーフにデザインしています。町が発足した９０周年の記念につくられた鰺ヶ沢町の町

章はひらがなの「あじがさわ」がモチーフです。

　町章には、その地域の歴史や文化、未来に伝えたい思いなどさまざまな意味がこめら

れています。一つひとつ、見ていきましょう。まず、ひらがなの「あじがさわ」という

５文字の中で、「わ」を丸い円でデザインしています。これは、町のみんなが心から打

ちとけあって仲が良いことのイメージです。また、「あ」と「さ」が円の外に飛び出し

ているのは、発展していく鰺ヶ沢町を意味しています。この鰺ヶ沢町の町章は、１９７

９（昭和５４）年４月１日に定められました。

　９０周年をむかえた鰺ヶ沢町が、これからもますます栄えますように。みんなが仲の

良い町でありますように。町章には、町民の強いきずなと未来への発展の願いがこめら

れています。町章は鰺ヶ沢町役場の外かべに大きくかかげられ、町のみんなを見守って

います。

（1）町 章

11. 町のシンボル

　鰺ヶ沢町には、１９７９（昭和５４）年に定められた２つのシン

ボルがあるんだね。一つは町のトレードマークとなる町章、もう一

つが町の花・木・鳥。身近にあり、みんなに親しまれているからこ

そ、鰺ヶ沢町や町に暮らす人々のイメージにぴったりなんだ。

　海風にも負けずに花を咲かせ、赤い実をつける「はまなす」のま

っすぐながまん強さ。強い風をものともせずに家を風から守ってくれる「けや

き」の力強さ。

まだ雪が残る時期に鰺ヶ沢町のあちこちから聞こえてくる「うぐいす」の声がくれ

る春への喜び。これらの花・木・鳥には、どれもすてきな意味がこめられているん

だね。

　市町村の花・木・鳥とは、ふるさとのイメージにふさわしい花や木、鳥のことです。

自然が豊かな鰺ヶ沢町には、まわりを見渡せば、たくさんの花や木があります。そして、

空を見上げたり、耳をすませば、さまざまな鳥がすんでいることがわかります。その中

から、１９７９（昭和５４）年４月１日に、鰺ヶ沢町のシンボルとなる花・木・鳥が選

ばれました。

●町の花「はまなす」
　赤石地区から鳴沢地区の海岸沿いにまとまって生え、花の咲く
夏から秋にかけて小さな赤い実をつけます。日本海からふく強い
風にも負けずに花を咲かせる強い生命力は、素直で思いやりが深
く、がまん強い鰺ヶ沢町民の心に通じます。

●町の木「けやき」
　古くから鰺ヶ沢町ではけやきを植えて、海からの強い風から家
々を守っていて、町民にとって親しみ深い木の一つです。大地に
しっかり根をおろして上へと育つ強くたくましいさまから、力強
く未来へ進んでいく鰺ヶ沢町のシンボルに選ばれました。

（2）町の花・木・鳥

●町の鳥「うぐいす」
　うぐいすは「春つげ鳥」と呼ばれ、ホーホケキョという鳴き声
で春になることを教えてくれます。寒く長い冬が終わり、ようや
く訪れる春に雪国に住む人々が心から喜ぶように、うぐいすもま
た、町民に希望をくれるシンボルといえます。

こち いき

ほっ

こうしょう

はっ

しょう わ

てん

う

ねが

そく き ねん

せい

く

ゆた わた

あか いし

よ

に ほん かい

ぞ さ

す なお

おとず

ちょう しょう

町の花・木・鳥を覚えましょう
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鰺ヶ沢町の地名の由来はいろいろな説があって定

かではありません。

（１）沢に鰺がたくさんのぼってきたから

（２）町内にある一丁目沢周辺が、古い地図などに

「アシカ沢」「あちが沢」と書かれていたから

（３）江戸時代につくられた資料に「アチカ沢五丁」

と書かれていたから

いっちょうめ さわ

しえ ど じ だい りょう

【鰺ヶ沢町史より】

鰺ヶ沢という地名の由来
ゆ らい
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【出典／青森県史　資料編
　　　　　　　考古1より】

平野遺跡〈縄文時代〉

今須遺跡〈縄文時代〉

もち

や よい じ だい

の さわ い せき

餅ノ沢遺跡
〈縄文～弥生時代〉

もくさわ い せき

いま す い せき

ひら の い せき

へいあん じ だい

杢沢遺跡〈縄文～平安時代〉

おおまがりい せき

大曲遺跡
〈縄文～平安時代〉

あじがさわテキストで紹介する遺跡

【青森県史　資料編　考古1、考古3より】
【JOMONぐるぐる】

鳴沢川の下流から、

縄文時代早期の遺跡

が２カ所見つかった

んだ。

縄文時代は、１万年

以上も続いたんだね。

　鰺ヶ沢町では、縄文時代から人々が集まって生活していたあとがた

くさん見つかっています。

　縄文時代は、いまから約１万６,０００年～１万５,０００年前に始ま

り、１万年以上にわたって続いた時代です。縄文時代より前の旧石器

時代は寒冷な気候でしたが、縄文時代になると暖かな気候になりまし

た。暖かな気候になったことで豊かな森や海ができ、木の実や山菜、

魚、貝などの食べ物が手に入りやすくなりました。そこで、人々は家

をつくり、みんなで集まって長い間、同じ場所で生活するようになり

ます。また、土器を使い始めたのも縄文時代です。土器は、ねん土を

こねて形をつくり、焼いてつくります。土器は、食べ物をにたり、貯

蔵したりするのに使われました。

　鰺ヶ沢町の縄文時代の遺跡からも、土器が見つかっています。この

ことから、鰺ヶ沢町には縄文時代から人が住み、土器を使っていたこ

とがわかっています。

（1）縄文時代

1. 鰺ヶ沢町の縄文遺跡：縄文時代
　鰺ヶ沢町では、縄文時代早期の遺跡が２カ所見つかっています。北浮田町の鳴沢川下

流にある「今須遺跡」と「平野遺跡」です。これらの遺跡からは、縄文時代早期のもの

とされる土器が発掘されました。

　今須遺跡は、１９９８（平成１０）年に、道路をつくるための発掘調査で見つかった

遺跡です。見つかった土器の特徴から、今須遺跡が縄文時代早期の遺跡だとわかりまし

た。

　一方、平野遺跡は、小高い丘の上にある遺跡です。２０００（平成１２）年の発掘調

査で、無文土器が見つかりました。無文土器は、表面に模様がない土器です。平野遺跡

の無文土器は、約９,０００年以上前に使われていたことがわかっています。

　今須遺跡と平野遺跡は、縄文時代早期の遺跡です。これらの遺跡が見つかったことで、

いまから約９,０００年以上も前から鳴沢川下流には人々が住み、土器をつくっていたこ

とがわかりました。

（2）縄文時代早期の遺跡

　縄文時代はいまから約１万６,０００年～１万５,０００年前から始まって、約１

万年も続いた時代なんだね。鰺ヶ沢町の鳴沢川の下流からは、縄文時代早期の遺

跡が２カ所見つかっているよ。遺跡は、人々がいつこの場所に住み、どんな生活

をしていたか、とても古い時代のことを教えてくれるんだ。平野遺跡から無文土

器が見つかったことで約９,０００年以上も昔から鰺ヶ沢町で人々が生活してい

たことがわかったんだよ。

　縄文時代って、どんな時代だったのかな？　縄文時代の人たち

は、どんな生活をしていたのかな？　「ＪＯＭＯＮぐるぐる」と

いうホームページで、縄文時代のことを調べてみようね。

縄文時代の人々の生活を調べてみましょう

平野遺跡から見つかった無文土器

昔の人々の家や道具など、生活のあとが見つかると

ころを遺跡というんだ。遺跡は土の中にかくれてい

ることがほとんどだけど、畑を耕したり、工事の時

に土器などが見つかったりして遺跡だとわかるんだ。

一度ほった土は、まわりの土と比べて色やかたさが

違うんだよ。色が違う土を少しずつほっていくと、

遺跡の大きさや深さがわかるんだって。

遺跡って何だろう？

【出典／特別史跡「三内丸山遺跡」サンマルタンケンタイより】
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大きな竪穴住居って、

どれくらいの大きさ

なの？　石棺墓って

何？

餅ノ沢遺跡では大き

な竪穴住居あとや石

棺墓も見つかったん

だって。

　鰺ヶ沢町建石町には、縄文時代の前期と中期を中心にした遺跡があります。餅ノ沢遺

跡です。餅ノ沢遺跡からは、竪穴住居あと、石棺墓、捨て場などが見つかっています。

　餅ノ沢遺跡は、鳴沢川と長前川に沿った、建石町の小高い台地の上で見つかりました。

１９７８（昭和５３）年から２０００（平成１２）年までの間に、何度も調査が行われ

ました。それにより、８カ所の竪穴住居あと、６つの石棺墓、２カ所の捨て場などが見

つかりました。捨て場は、土器や石器などを捨てた場所のことです。餅ノ沢遺跡の捨て

場からは、大量の土器や石器などが見つかりました。中には、きゅうすのように注ぎ口

がついた土器もありました。この土器は、人の顔のモチーフがついているので「人面付

注口土器」と呼ばれています。捨て場からは、ヒスイという石も見つかりました。ヒス

イは新潟県糸魚川市でとれる石です。ヒスイは、青森市の三内丸山遺跡からもたくさん

見つかっています。

　餅ノ沢遺跡は、工事を行うかぎられた区域で調査が行われました。そのため、調査を

していない場所にも遺跡があるのではないかと考えられています。餅ノ沢遺跡では、縄

文時代晩期から弥生時代の遺跡も見つかっています。このことから、建石町には、長い

期間にわたって集落があったことがわかります。

（1）餅ノ沢遺跡の調査

2. 餅ノ沢遺跡：縄文時代
　餅ノ沢遺跡で見つかったものの中で、特に注目されたのが大型竪穴住居あとと石棺墓

です。

　竪穴住居は、地面に穴をほって床をつくり、その上に柱を組んだ住居です。餅ノ沢遺

跡で見つかった８カ所の竪穴住居あとのうち、３カ所は大型竪穴住居あとです。３カ所

のうちで一番大きいものは長さ２８ｍ以上もあります。大型竪穴住居あとは、三内丸山

遺跡でも見つかりました。三内丸山遺跡の竪穴住居あとは一番大きいもので長さ３２ｍ、

はば約１０ｍもあります。大型竪穴住居について、三内丸山遺跡では、さまざまな使わ

れ方が考えられています。たとえば、集落の集会所、みんなが共同で利用した作業所、

いくつかの家族が集まって住んだ共同住宅などです。

　石棺墓とは、地面に穴をほり、まわりを平たい石で囲んだお墓です。６つの石棺墓の

中には、ふたがある石棺墓もありました。餅ノ沢遺跡の石棺墓は縄文時代中期から後期

のものと考えられています。石棺墓はとても貴重なことから、保存する展示室がつくら

れました。

　大型竪穴住居あとや石棺墓が見つかった餅ノ沢遺跡は、縄文時代の貴重な遺跡です。

（2）大型竪穴住居と石棺墓

　餅ノ沢遺跡は、建石町で見つかった遺跡だよ。縄文時代前期と後

期を中心に、弥生時代にも、この場所に集落がつくられていたんだ

って。１９７８（昭和５３）年から行われた調査で、長さ２８ｍ以

上もある大型竪穴住居あと、新潟県から運ばれたヒスイも見つかっているよ。

　餅ノ沢遺跡に住んでいた人たちは、平たい石を組んでお墓をつくっていたんだ

ね。石棺墓というんだ。餅ノ沢遺跡で見つかった石棺墓を大切に保存するために

展示室がつくられたんだ。展示室では、石棺墓を見ることができるんだって。見

学してみようね。

石棺墓を見てみましょう

餅ノ沢遺跡の大型竪穴住居あと
【提供／青森県埋蔵文化財調査センター】

餅ノ沢遺跡から見つかった石棺墓
【提供／青森県埋蔵文化財調査センター】

復元された大型竪穴住居（三内丸山遺跡）
ふくげん

大曲遺跡から
見つかった土偶
【所蔵／青森県立郷土館
　提供／青森県立郷土館】

建石町の大曲遺跡では、弥生

時代の土偶が見つかったんだ。

土偶は、土でつくった人形の

ことだよ。縄文時代に土偶が

つくられていたことは知られ

ているけど、弥生時代にも土

偶がつくられていたんだね。

弥生時代の土偶
ど ぐう

【出典／青森県立郷土館より】
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平安時代の人たちは

どうやって鉄製品を

つくっていたのかな？

平安時代、岩木山の

ふもとで鉄づくりが

行われていたんだっ

て。

3. 大規模な鉄生産集落：平安時代
　平安時代、岩木山のふもとでは、どのようにして鉄をつくっていたのでしょうか。杢

沢遺跡で行われていた鉄づくりの方法を見てみましょう。

　杢沢遺跡の人々は、近くでとれる砂鉄を原料にして鉄をつくっていました。砂鉄は、

鉄をたくさん含んだ砂のことです。まず、製鉄炉に砂鉄と、燃料となる木炭を入れて燃

焼させます。次に、羽口という場所から強い風を送ります。こうすることで製鉄炉の中

が高温になり、砂鉄がとけます。とけた砂鉄は、高温の炉の中で、質の良い鉄と、不純

物が混じった「鉄滓」に分かれます。鉄滓はとけて流れ出るので、炉の中には質の良い

鉄だけが残るのです。このようにして、平安時代の人々は、砂鉄を原料にして鉄をつく

っていたのです。

　こうしてできた鉄は、鍛冶場に運ばれました。鍛冶場は、熱した鉄をかなづちで打ち、

刀などに加工した場所です。杢沢遺跡の鍛冶場あとの近くには、鉄をたたいたり曲げた

りする時の作業台に用いた金床石も見つかっています。また、大小の刀なども見つかっ

ています。

　平安時代、湯舟町では砂鉄を原料に、さまざまな鉄製品がつくられていたのです。

（2）平安時代の鉄づくり

　岩木山のふもと一帯からは、平安時代の鉄づくりにかかわる遺跡がたくさん見つかっ

ています。そのうちの一つ、鰺ヶ沢町湯舟町の杢沢遺跡では、３４カ所もの製鉄炉あと

が見つかりました。

　杢沢遺跡は、見つかった土器などから、１０世紀後半から１１世紀前半までの遺跡と

考えられています。杢沢遺跡では、製鉄炉あとのほか、２１カ所の竪穴住居あと、３カ

所の鍛冶場あとなどが見つかりました。製鉄炉あとの数の多さから、この場所には鉄づ

くりを専門に行っていた人々の集落があったと考えられています。いままで東北地方北

部で見つかった鉄づくりの遺跡の中でも、これほどの数の製鉄炉あとが見つかったのは、

杢沢遺跡だけです。

　杢沢遺跡では、たくさんの鉄や鉄製品がつくられていたと考えられています。しかし、

遺跡から見つかった鉄製品は４つしかありません。このことから、杢沢遺跡でつくられ

た鉄や鉄製品は、青森県内や北海道などに運ばれたと考えられています。

　平安時代、湯舟町には、東北地方北部でもほかに例がないほど大規模な鉄づくり集落

があったのです。

（1）杢沢遺跡

　岩木山のふもと一帯では、鉄づくりにかかわる遺跡がたくさん見

つかっているんだ。湯舟町の杢沢遺跡からは製鉄炉のあとが３４カ

所も見つかっているよ。平安時代に、この場所で鉄づくりが専門的

に行われていたと考えられているんだ。杢沢遺跡でつくられた鉄や

鉄製品は、北海道にも運ばれたと考えられているんだよ。

　杢沢遺跡では、砂鉄と木炭を使って鉄をつくっていたんだね。湯舟町の杢沢遺

跡のほかに、建石町や北浮田町などでも鉄づくりにかかわる遺跡が見つかってい

るんだって。平安時代、鰺ヶ沢町で鉄がつくられていたことを覚えておこうね。

大規模な鉄生産集落があったことを覚えておきましょう

杢沢遺跡から見つかった鉄滓

杢沢遺跡から見つかった製鉄炉あと
【提供／青森県埋蔵文化財調査センター】

【提供／青森県環境生活部県民生活文化課
　所蔵／青森県埋蔵文化財調査センター　
　撮影／設楽政健氏】

製鉄炉の仕組み
【提供／青森県環境生活部県民生活文化課
　作成／設楽政健氏】

杢沢遺跡が見つかった湯舟町には刀鍛

冶の「鬼神太夫」伝説があるんだ。貴

重な鉄で農具をつくってくれた太夫に

感謝して建てたのが湯舟町の髙倉神社

の始まりなんだって。髙倉神社には、

鉄のかたまりがまつられているんだよ。

湯舟町の髙倉神社
くらたか じん じゃ

【出典／鰺ヶ沢の文化財より】
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（種里城主）

（大浦城主）

つるはなびし

ぎょうようぼたん

蔓花菱

杏葉牡丹

大浦初代 光信

二代 盛信

三代 政信

四代 為則

まさのぶ

ためのり

津軽初代 為信

津軽家御紋

大浦光信

津軽為信

大浦家御紋

【青森県史　資料編
　中世2より】

光信から為信までの略系図

どうして、種里町が

「弘前藩発祥の地」

といわれているの？

鰺ヶ沢町には、南北

朝時代に建てられた

板碑があるんだ。

4. 安藤氏と大浦光信：鎌倉時代～室町時代
　１４９１（延徳３）年、大浦光信が種里町にやって来ました。光信は南部氏の家臣で、

お供を連れて、現在の岩手県久慈市から来たとされています。

　室町時代、津軽をめぐって、安藤氏と南部氏の戦いが起こります。戦いの末、負けた

安藤氏は北海道ににげましたが、津軽を取り返すために再び西海岸から南部氏をせめま

した。はげしい戦いが続いた西海岸を守るため、南部氏は、久慈を治めていた家臣の南

部（大浦）光信を送りました。光信は種里城を築いて津軽に力を広げます。１５０２（文

亀２）年には、現在の弘前市岩木地区に大浦城を築き、息子の盛信を住まわせました。

これ以来、大浦氏は大浦城に住むようになりました。

　のちに、光信の子孫の大浦為信が津軽をまとめあげ、津軽氏を名乗って大名になりま

す。大名が治める土地を「藩」、津軽氏の藩を「弘前藩」といいます。津軽為信は弘前

藩の初代藩主になりました。光信の子孫が弘前藩の初代藩主になったことから、種里城

があった種里町は「弘前（津軽）藩発祥の地」といわれているのです。

（2）大浦光信

　板碑は、亡くなった人を供養するための石碑だよ。町に残る板碑は、そのころ

津軽を治めていた安藤氏にかかわるものと考えられているんだ。鰺ヶ沢町文化財

に指定されている７つの板碑は、舞戸町、田中町、赤石町、日照田町、種里町に

あるから見に行ってみよう！

　大浦光信は１４９１（延徳３）年に安藤氏から津軽の地を守るために種里町に

来て、種里城を築いたんだ。その子孫が弘前藩の初代藩主になったから、種里町

は弘前（津軽）藩発祥の地といわれているよ。覚えておこうね。

板碑を見てみましょう

　鰺ヶ沢町には、町の文化財に指定されている７つの板碑があります。板碑は南北朝時

代に建てられたもので、津軽を治めていた安藤氏にかかわるものと考えられています。

　板碑は、亡くなった人を供養するために、武士が建てた石碑のことです。表面には、

年月日、名前、梵字という文字であらわした仏様などがほられています。板碑の文化が

津軽に伝わったのは鎌倉時代の後期です。板碑が建てられたのは、津軽の中でも、岩木

山の東側のふもと、平川が流れる地域、西海岸の３つのエリアに集中しています。鰺ヶ

沢町の文化財に指定されている７つの板碑は、舞戸地区や赤石地区などにあります。ま

た、深浦町の北金ヶ沢地区には「関の古碑群」という、板碑がたくさん集まっている場

所があります。

　板碑文化が伝わった鎌倉時代から室町時代にかけて、津軽を治めていたのが安藤氏と

いう武士の一族です。安藤氏は、十三湖のほとりに「十三湊」という港町を築き、日本

海の交易で栄えていました。

　鰺ヶ沢町や深浦町に残る板碑により、この時代、安藤氏が西海岸を治めていたこと、

そして、津軽に仏教が伝わったことがわかります。

（1）板碑と安藤氏

松源寺に残されている板碑
しょうげんじ 深浦町北金ヶ沢の「関の古碑群」

りゃくけい ず

一族の印として用いる

シンボルマークを「御

紋」というんだ。南部

氏の一族だった光信は

南部氏の御紋だったけ

ど、為信は、牡丹の御紋を使ったんだよ。為信

の御紋にちなんで、光信公の館には、牡丹の花

が植えられているんだ。
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種里城跡には大浦光

信のお墓もあるんだ

って！

種里城跡は国史跡に

指定されているんだ

って！

5. 種里城跡と大浦光信のお墓：室町時代～江戸時代

　種里城は、室町時代に大浦光信によって赤石川を見下ろす高い丘に築かれたお城です。

１９８８（昭和６３）年から行った調査により、種里城はとても大きな城だったことが

わかりました。

　種里城の中心となる主郭は、東に急ながけがあり、ほかの３方向は深い谷のような堀

で囲まれていました。このことから、光信がお城の守りを固めていたことがわかります。

城のあとからは、１４８カ所の掘立柱建物あと、１２カ所の竪穴建物あとなどが見つか

っています。お城の一番高いところには、長さ約２７ｍもある大型竪穴建物あとがあり

ました。ここは、光信の住まいだったと考えられています。そのまわりの竪穴建物あと

は、米や麦など穀類の納屋や工房として利用されていた建物と考えられています。また、

まわりの大小の平らな場所からは、侍屋敷あと、寺院のあとと伝えられる場所も見つか

りました。

　光信の住まいだったと考えられている場所からは、中国の青磁や国産の瀬戸・美濃焼

の皿、ちゃわんなど、約１６００点の陶磁器も見つかっています。日用品のほかに茶道

具も見つかっていて、そのころの大浦氏一族の生活ぶりが感じられます。種里城跡は、

２００２（平成１４）年に、国の大事な遺跡として「国史跡」に指定されました。

（1）種里城跡

　大浦光信は種里城で亡くなり、種里城内にお墓「御廟所」がつくられました。

　光信は亡くなる前に２つのことを言い残しました。一つは「自分が死んだら、よろい

を着せて、ほら貝をもたせ、東南の方角に向けて立ったまま埋めるように」ということ

でした。息子の盛信はその言葉に従い、生きていた時と同じ武具を着せて、お墓に埋め

ました。御廟所は、長い間大切に守られ、いまも残されています。

　光信が言い残した二つ目は、自分のためにお寺を建てることでした。盛信は１５２８

（享禄元）年に種里にお寺を建てます。このお寺は、光信の戒名（死後につけられる名

前）から、長勝寺と名付けられました。これ以来、長勝寺は大浦氏（津軽氏）の菩提寺

になりました。種里町にあった長勝寺は、光信の子孫の為信が築いた堀越城下へ、さら

に大浦城近くの賀田村に移ります。江戸時代に弘前城が築かれると、長勝寺もお城に近

い現在の場所に移されました。長勝寺は、大浦氏（津軽氏）の菩提寺として、お城とと

もに場所を移されていたのです。

（2）大浦光信のお墓

　大浦光信は、赤石川を見下ろす丘に種里城を築いたんだ。種里城

は、自然の地形を生かした場所に建てられたんだよ。光信の住まい

があったとされる場所は、いまは公園になっていて、「光信公の館」

があるよ。光信公の館には、調査で見つかったものを展示している

んだ。大浦光信や種里城跡のことを詳しく説明しているよ。開館日をホームペー

ジで調べて行ってみようね！

　大浦光信のお墓「御廟所」は、種里城跡の裏手の道を下ったところにあるよ。

御廟所を囲うさくは、２０２０（令和２）年１０月、３０年ぶりに新しく建てか

えられたんだよ。御廟所もお参りしてみてね。

光信公の館を見学してみましょう

大浦光信のお墓「御廟所」

主郭地区の発掘調査の様子 種里城跡で見つかった出土品を展示する
光信公の館の様子

光信公の館の前の勇ましい銅

像は、光信が種里に来てから

５００年になるのを記念して

１９９０（平成２）年に建て

られたんだよ。光信を大切に

思う鰺ヶ沢町の人たちがお金

を出しあって建てたものなん

だよ。銅像の光信も、お墓と

同じ、東南を向いて立ってい

るんだって。
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御
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湊
御
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【提供／青森県環境生活部県民生活文化課】

江戸時代の主要な交通図

鰺ヶ沢には、町奉行

所があったんだよ。

どこにあったか知っ

てるかな？

鰺ヶ沢湊から大坂に

津軽のお米がたくさ

ん運ばれていったん

だね。

　鰺ヶ沢湊は、弘前藩の重要な湊だったんだね。船

や人がルールをきちんと守っているか取りしまった

のが町奉行所だよ。鰺ヶ沢町奉行所は「鰺ヶ沢警察

署」の向かい側の場所にあったんだ。町奉行所があ

ったことを伝える看板があるよ。近くには鰺ヶ沢湊

に来た船が水をくんだとされる「城の下の井戸」と

いう井戸もあるんだ。行ってみようね。

町奉行所があった場所に行ってみましょう

6. 弘前藩の重要な湊となった鰺ヶ沢湊：江戸時代

　江戸時代は、海を利用して日本各地に荷物や人が運ばれ、海運が大きく成長した時代

です。海の道によって、津軽と国内の各地は経済、生活、文化が結ばれていました。

　弘前藩は、青森・鰺ヶ沢・深浦など６カ所の湊と３カ所の関所をあわせて「津軽九浦」

と呼びました。九浦は、津軽の出入り口です。中でも鰺ヶ沢は陸上の主要な道すじにあ

り、お城がある弘前から一番近い湊だったことから、とくに重要な湊に定められました。

　鰺ヶ沢湊の最も大きな役目は、津軽のお米を大坂（いまは大阪）などの上方に運ぶこ

とでした。津軽の水田は、岩木川流域に広がっています。そこで弘前藩は、岩木川を利

用して年貢米を中心とするお米を十三湊（現在の五所川原市十三）にいったん集めまし

た。江戸時代の十三湊は水深が浅く、大きな船が湊に出入りできませんでした。そこで、

十三湊から船で鰺ヶ沢湊へ運び、大きな船に積みかえて上方まで運んでいたのです。

（1）江戸時代の鰺ヶ沢湊

　弘前藩は、津軽九浦に、それぞれ町奉行所を置きました。鰺ヶ沢にも、鰺ヶ沢町奉行

所がありました。

　鰺ヶ沢町奉行所は、「鰺ヶ沢警察署」の向かい側の場所に置かれていました。また、

殿様が泊まったり、休んだりするための「御仮屋」もありました。

　江戸時代は町奉行所のすぐ前が海で、船着き場がありました。弘前藩は、届け出をし

ていない人が津軽に出入りすることを禁じていました。町奉行所は、湊に出入りするた

くさんの船や荷物、人がきちんとルールを守っているかを取りしまっていたのです。ま

た、津軽から運び出すものや、津軽に運びこまれるものも取りしまっていました。津軽

に出入りする商品には役銀という税金がかけられ、役銀を取りたてる「沖横目」も置か

れていました。風や雨でしずん

だ船や、積み荷の取りあつかい

なども町奉行所の仕事の一つで

した。

　津軽九浦は、弘前城がある弘

前をのぞいて、弘前藩にとって

最も重要な場所です。そして、

津軽の出入り口となる九浦を取

りしまる町奉行所は、重要な仕

事をする場所でした。津軽に９

カ所あった町奉行所の一つが、

鰺ヶ沢町にあったのです。

（2）鰺ヶ沢町奉行所

江戸時代に書かれた「鰺ヶ沢町絵図」
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ど

おおあじ が さわみなと さか

つ がる しょ

まち ぶ ぎょう

え ど じ だい

え ず
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深浦

鰺ヶ沢

鰺ヶ沢十三
小泊
三厩

青森

大間

脇野沢

八戸

奥戸

田名部（安渡湊）

川内

大畑
易国間

九艘泊

牛滝

佐井

野辺地

博多
若松

下関

三田尻 室津

上関
竹原
尾道

多度津

須佐
浜田

温泉津 境

隠岐

徳島

玉島
下津井

日比
坂越

飾麿

高砂

兵庫

大阪

宮津

小浜 敦賀

河野

三国
塩屋

瀬越

橋立

美川

金石

福浦

輪島

七尾

伏木

小木

出雲崎

新潟

夷

直江津

鞆

酒田

秋田
土崎

能代

函館

江差

歌棄
岩内

寿都

忍路

小樽

厚田

増毛
留萌

天塩

浦河

幌泉

松前

枝幸

幌内

紋別

斜里
網走

票津

別海

根室
厚岸釧路

利尻島

礼文島 宗谷

柏崎

男鹿

北前船が立ち寄った湊

【提供／NPO法人 あおもりみなとクラブ】

【よみがえれ北前船
 北国の海運と船展より】

白八幡宮は船人たち

にとって大切な神社

だったんだね。

鰺ヶ沢町には北前船

で運ばれたものがい

まも残っているんだ。

7. 北前船と鰺ヶ沢湊：江戸時代
　白八幡宮は、鰺ヶ沢町本町の湊を一望できる場所にあります。日本海の海運を利用し

た船主や船頭が商売がうまくいくことや、安全に海を行き来できることを願った神社で

す。神社には、いまでも船人たちが奉納した石や絵馬が残されています。

　白八幡宮の本殿を囲む石づくりの「玉垣」は、船人たちが奉納したものの一つです。

１８１６（文化１３）年に建てられました。玉垣には、船で運ばれてきた御影石が使わ

れています。御影石は船を安定させるために積まれた重石（バラスト）で、福井県の笏

谷石とともに運ばれたとされています。石の一本いっぽんには奉納した人の名前がほら

れていて、鰺ヶ沢の船問屋のほか、大坂や北陸地方の船問屋とみられる名前も残されて

います。

　船絵馬も、船人たちが奉納したものです。船絵馬は船の絵をかいた絵馬です。白八幡

宮の船絵馬のうち１２点は、大坂や北陸地方の船主たちによって奉納されたものです。

これらの絵馬は、鰺ヶ沢町の文化財に指定されています。

　白八幡宮に残る玉垣や船絵馬などは、海運で栄えた鰺ヶ沢湊をいまに伝える、大切な

ものなのです。

（2）船人が残したもの

　鰺ヶ沢湊には、江戸時代の中ごろから明治時代まで、北前船という船が出入りしてい

ました。北前船とは、どのような船だったのでしょうか。

　北前船は、大坂（いまは大阪）から、瀬戸内海、日本海沿岸を通り、北海道までの間

を行き来した船です。途中立ち寄る湊で、さまざまな商品を売り買いしました。行きは、

上方や瀬戸内海方面の商品を日本海沿岸の湊や北海道で販売します。そして北海道では

海産物などを仕入れ、上方へ帰る途中の湊で販売していたのです。北前船は現在でいう

総合商社の仕事をして、大きな富を築きました。

　北前船が立ち寄った湊も、大いに栄えました。明治時代まで、鰺ヶ沢湊にもたくさん

の北前船が立ち寄りました。北前船は、鰺ヶ沢湊で主に米を買い、木綿や古着などの衣

類、塩、日用品などを売っていました。

　北前船は、各地の産物だけではなく、人・もの・情報も日本海の各湊に運びました。

鰺ヶ沢町には、江戸時代に北前船で運ばれた上方の文化や祭りなどがいまも残っていま

す。

（1）北前船

　北前船は、大坂から北海道まで、日本海を行き来して各地の産物

や日用品などを売り買いした船なんだね。鰺ヶ沢にも北前船が立ち

寄って、日本海側の各地の商品や文化を町に運んで来たんだ。

　白八幡宮には、北前船の船主たちが海の安全と商売がうまくいくことを願って

奉納したものがいまも残っているんだね。本殿を囲む玉垣は、北前船で運ばれた

石が使われているんだ。白八幡宮に行って、玉垣を見てみようね！

白八幡宮に行ってみましょう

白八幡宮 奉納した人たちの名前が刻まれた玉垣

復元された北前船
ふくげん

きざ

ふな ぬし せん どう

ほう

ほんでん たまがき

のう え ま

ふなどん や ほく りく

いしだに

ふな え ま

ぶん か ざい

ふく い けんおも し しゃく

みぶん か かげ いし

ほんちょう いちぼう かい うん

めいあじ が さわみなと え ど じ だい じ じ だい

しょうしゃ とみ きず

じょうほう

も めん ふる ぎ い

るい にちようひん

げん

はんばい

かいさんぶつ ざい

そうごう

おおさか せ と ないかい えんに ほん かい がん ほっかい どう あいだ

とちゅう よ

がたかみ

しらあじ が さわまち きたまえぶね はちまんぐう ふなびと
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北津軽郡役所 五所川原村

西津軽郡役所 鰺ヶ沢町

中津軽郡役所 弘前市

南津軽郡役所 黒石町

東津軽郡役所 青森町

下 北 郡 役 所 田名部村

上 北 郡 役 所 七戸村

三 戸 郡 役 所 八戸町

１８９１年に郡役所が置かれた市町村

青森県や西津軽郡は

明治時代にできたん

だって。

いまの鰺ヶ沢町のも

とになる１町４村は、

このころにできたん

だね。

8. 県・郡・市町村の誕生：明治時代

　明治時代になると、青森県と西津軽郡が誕生しました。鰺ヶ沢町は西津軽郡鰺ヶ沢町と

なり、「鰺ヶ沢警察署」の向かい側の場所に西津軽郡役所が置かれました。

　明治時代は、社会のしくみが大きく変わった時代です。１８７１（明治４）年には、

これまでの藩に代わって県や府を置く「廃藩置県」という制度ができました。弘前藩は

弘前県になりましたが、２カ月後に県庁を現在の青森市に移し、青森県となりました。

１８７８（明治１１）年には、県の下に郡・町村が置かれ、青森県には、東・西・南・北・

中の５つの津軽郡と、上北郡、下北郡、三戸郡のあわせて８つの郡ができました。鰺ヶ

沢町は西津軽郡に入り、西津軽郡鰺ヶ沢町になりました。１８９１（明治２４）年には

郡制が実施され、それぞれの郡に郡役所が置かれました。郡役所には県庁から任命され

た郡長がいて、郡内の町村の条例や予算などの決め事の管理などを行っていました。

　西津軽郡の郡役所は鰺ヶ沢町にあり、西津軽郡内を管理するという役割をもっていま

した。

（1）青森県と西津軽郡の誕生

　明治時代に市制・町村制という制度ができ、青森県には１市５町１６５村が誕生しま

した。鰺ヶ沢町も１１の町が一つにまとまり、新しい鰺ヶ沢町ができました。

　市制・町村制が実施されたのは、１８８９（明治２２）年です。この制度ができたこ

とでたくさんある小さな町や村がまとまり、新しい市や町ができました。青森県にでき

た１つの市は弘前市、５つの町は青森・鰺ヶ沢・黒石・八戸・三戸です。鰺ヶ沢町も、

七ツ石町や富根町、淀町などの１１の町がまとまって、新しい鰺ヶ沢町ができました。

また、舞戸村、赤石村、中村、鳴沢村もこの時に誕生しました。

　鰺ヶ沢町には、１８８４（明治１７）年に、西津軽郡の全域を管理する治安裁判所や

収税部（現在の税務署）の出張所ができました。また、警察署や水産試験場、土木事務

所など青森県の重要な機関も次々置かれました。

　郡役所があった鰺ヶ沢町には、こうした国や県の機関が置かれ、西津軽郡の政治と経

済の中心地となったのです。

（2）１町４村の誕生

　明治時代の廃藩置県という制度で、青森県ができたんだ。それ

から少しして西津軽郡が、さらに１１年後には１１の町がまとま

って鰺ヶ沢町が誕生したんだよ。舞戸村、赤石村、中村、鳴沢村

ができたのも、この時だよ。

　鰺ヶ沢町には、西津軽郡役所が置かれていたんだ。いま「鰺ヶ

沢警察署」がある向かい側にあったんだね。郡役所のほかにも、裁判所や収税部

の出張所といった国の仕事をする機関、警察署や水産試験場、土木事務所といっ

た県の仕事をする機関も置かれたんだ。鰺ヶ沢町は明治時代、西津軽郡の中心地

になったんだね。覚えておこう！

西津軽郡の中心地となったことを覚えておきましょう

西津軽郡役所（右側の背の高い建物）
【提供／青森県史デジタルアーカイブスシステムより】

西津軽郡役所を鰺ヶ沢町から、いまの「つがる市木

造」に移そうという動きがあったんだ。これは海側

に鰺ヶ沢町、津軽平野に木造と、西津軽郡に２つの

中心地があったから起こったことだよ。郡の議会は、

郡役所を木造に移すことを決めたけど、鰺ヶ沢町の

人々は、郡役所が移ることで裁判所や警察署も移っ

てしまうのではないかと考えて、はげしい反対運動

を起こしたんだ。結局、郡役所は移転されず、最後

まで鰺ヶ沢町に置かれていたんだよ。

郡役所の移転問題
い てん

廃藩置県の制度で、弘前に県庁が置かれたのに、た

った２カ月で青森町（現在の青森市）に県庁が移さ

れたのはどうしてかな？

このころは、いまの北海道の南側や岩手県の二戸郡

・九戸郡の一部までが青森県だったんだ。この広い

県を治めるには、「県庁が弘前では南にかたよりす

ぎる」という意見が出たんだ。そこで、県の中央に

位置している青森町に県庁を移したんだよ。

青森県の誕生

【青森県より】
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ぐん せい じっ し にんめい

ぐんちょう じょう よ さん かん りれい

わり

おこな

やく

はん ふ はいはん ち けん

かみきたぐんつ がるぐん しも きたぐん さんのへぐん

ちょうそん

さき けん けんちょう げん ざい うつ

せい ど ひろ

ひろ

さき はん

し せい ちょうそんせい

くろ いし はちのへ

なな つ いしまち ふ ね ちょう よどまち

まい と むら あか いし むら なかむら なるさわ むら

ぜんいき ち あんさいばんしょ

けいしゅうぜい ぶ ぜいげんざい む しょ しゅっちょう

きしょ かん

せい じ けい

ざい

じょ さつ しょ すい さん し けんじょう ど ぼく じ む

あお

めい じ じ だい

もりけん つにし がるぐん

があじ さわまち

き

づくり うつ

へい や

おぼ

ご しょがわ

くろいしまち

あおもりまち

た な ぶ むら

しちのへむら

はちのへまち

ら むら

たんじょう

あおもりまち げんざい

ほっかいどう いわ て けん に のへぐん

く のへぐん



第２章　町のあゆみ ９．軍事施設が置かれた鰺ヶ沢：明治時代46 47

山田野演習場には、

兵士の生活に必要な

建物や設備が整えら

れていたんだね。

鳴沢地区には北東北

で一番大きい陸軍の

演習場があったんだ。

　明治時代、鳴沢地区には陸軍第八師団の兵士が訓練を行う山田野演習場がありました。

山田野演習場は、北東北で最大の演習場でした。

　明治時代から第二次世界大戦後まで、日本には、陸軍と海軍という２つの軍隊があり

ました。１８９８（明治３１）年、弘前に陸軍第八師団ができました。第八師団には、

さまざまな部隊をはじめ、部隊をまとめる師団司令部が置かれました。部隊には、徒歩

で戦う歩兵、馬に乗って戦う騎兵がありました。また、大砲を使って戦う砲兵や、道路

や建物などを整備する工兵などもありました。師団には、ふだんから約１万２,０００人、

戦争の時になると２万人以上もの兵士たちがいたので、弘前市は「軍都弘前」と呼ばれ

ました。兵士たちが軍事訓練をするために岩木山のふもとの鳴沢地区につくられたのが、

山田野演習場です。

　演習とは、実戦と同じように行う訓練のことです。山田野には高低差がある広い原野

があり、演習に適していました。山田野では、  第八師団ができる前の１８９１（明治

２４）年ころにはすでに訓練が行われていたとされます。弘前に第八師団が置かれたこ

とで、山田野が演習に使われる機会が増えました。    山田野演習場は、現在の鰺ヶ沢町、

つがる市、鶴田町、弘前市にまたがるほど広いもので、５０ｋ㎡もありました。山田野

演習場は、北東北で最も広い陸軍の演習場だったのです。

　山田野演習場には、兵舎、炊事場、売店など、兵士たちの生活に必要な設備が整えら

れていました。演習に使われたトーチカはいまも残っています。

　山田野演習場には、訓練を行う演習場と、兵士たちが生活した場所がありました。兵

士が生活した場所には、兵士たちが居住する兵舎１２棟のほか、部隊を取りしきる将校

たちが居住した将校宿舎が建てられました。また、炊事場、風呂場、軍馬の厩舎、材料

倉庫などの建物もありました。１棟の兵舎に２００人ほどが宿泊したといわれています。

１２棟の兵舎を利用して、最大２,０００人以上の兵士が一度に宿泊できました。兵舎に

は衣食住に必要な設備が整っていて、食料をもちこめば長期間にわたって滞在すること

ができました。また、酒保という売店もありました。

　演習場には、砲弾が落ちた地点を測るコンクリート製の陣地「トーチカ」がつくられ

ました。かつては多数ありましたが、いまは、長平の二ツ森山の山頂にある円形トーチ

カと、弘前市猿沢の畑にある土盛状トーチカの２つが残されています。兵士たちがきび

しい訓練を積んだ山田野演習場は、１９４５（昭和２０）年に戦争が終わったことで、

役目を終えました。山田野は、戦争の歴史が刻まれた場所なのです。

（1）山田野演習場の役割

（2）山田野の軍事施設9. 軍事施設が置かれた鰺ヶ沢：明治時代

　山田野演習場は、弘前にあった陸軍第八師団の兵士たちが訓練す

るためにつくられたんだね。北東北で最大の広さをもつ陸軍演習場

だったんだよ。兵士が生活するための建物も建てられていたんだ。

一度に２,０００人以上が泊まれたなんて、びっくりだね。山田野演習場は戦争が

終わったことで役目を終えたけど、演習で使われたトーチカがいまでも残ってい

るんだ。山田野には、戦争の歴史が刻まれているんだね。

　兵士たちは訓練中に家族や友人と会うことができたんだ。宮沢賢治は訓練中の

弟・清六に会うため、１９２５（大正１４）年に山田野演習場にやって来たんだ。

清六がその時の様子を書いた作品があるんだ。『兄のトランク』という本にある

「曠野の饗宴」というタイトルの作品だよ。読んでみよう！

「兄のトランク」を読んでみましょう

山田野演習場廠舎（兵舎） 山田野兵舎正門

兵舎の中の様子 山田野での射撃訓練
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１８７２（明治５）年

１８７３（明治６）年

１８７８（明治１１）年

１９１０（明治４３）年

鰺ヶ沢・舞戸・赤石村大字

大和田地区に電話が開設

１９１６（大正５）年

鰺ヶ沢・中村地区に電気がついた

１９６２（昭和３７）年

鰺ヶ沢・舞戸・赤石地区に
町営の上水道が通った

郵便取扱所ができた

鰺ヶ沢小学校ができた

公立鰺ヶ沢病院ができた

【鰺ヶ沢町史、鰺ヶ沢町史年表より】

交通は大正時代から

昭和のはじめにかけ

て発達したんだよ。

明治時代に郵便局や

電話などができて、

暮らしが便利になっ

たんだね。

　近代化が進んだ明治時代、鰺ヶ沢町の人々の生活や文化も大きく変わりました。

　いまの郵便局にあたる「郵便取扱所」が鰺ヶ沢町にできたのは１８７２（明治５）年

です。そのころ青森県内に１６カ所しかなかった郵便取扱所が西北津軽地方でいち早く、

鰺ヶ沢町にできました。１８９３（明治２６）年に電報が、１９１０（明治４３）年に

は電話が町に開通します。また、１９１６（大正５）年には町に電灯会社ができ、電灯

がつきました。水道はおそく、町営の上水道は１９６２（昭和３７）年に通りました。

　鰺ヶ沢町に公立小学校が置かれたのは１８７３（明治６）年です。それまで、子ども

は、武士やお坊さんなどが開いた「寺子屋」で学んでいました。しかし、すべての子ど

もが寺子屋に通えたわけではありませんでした。公立小学校ができたことで、より多く

の子どもが、文字の読み方、書き方、計算の方法などを学べるようになったのです。

　こうして明治時代から昭和にかけて、生活に必要な設備や施設が次々に整えられ、人

々の暮らしも変化していったのです。

　江戸時代は陸上の主要な道に関所があり、人やものが自由に行き来することはできま

せんでした。しかし、明治時代になると、道路や鉄道などの陸上交通が整えられていき

ます。

　西北津軽地方の鉄道の始まりは１９１８（大正７）年です。いまの田舎館村の川部駅

と五所川原駅の間が開通しました。その後、五所川原から秋田県能代までを鉄道で結ぶ

計画が立てられました。鰺ヶ沢町内には、鳴沢駅、鰺ケ沢駅、陸奥赤石駅の３駅があり

ます。そのうち、鳴沢駅と鰺ケ沢駅が開業したのは１９２５（大正１４）年。陸奥赤石

駅は、４年後の１９２９（昭和４）年に開業しました。駅の開業により、鰺ヶ沢町から

五所川原や弘前、青森まで、かんたんに行き来できるようになりました。さらに、鉄道

が通ったことで、人だけでなく、町の産物も盛んに運ばれるようになったのです。

　鉄道が通っていない地域では、乗合自動車が人々の生活の足になりました。鰺ヶ沢町

で乗合自動車が運行を始めたのは１９２８（昭和３）年。まだ五能線が開通していなか

った深浦までの移動手段として活躍しました。その翌年には、バスやタクシーが鰺ヶ沢

町内を走るようになりました。

　鉄道や車が走るようになったことで、人々の生活は、さらに便利になったのです。

（1）暮らしの変化

（2）交通の発達10. 明治から昭和への移り変わり：明治時代～昭和

　明治時代から昭和にかけて、鰺ヶ沢町の人々の暮らしは大きく変わったんだ。

いまでは生活に欠かせない郵便局や電話、小学校ができたのは明治時代なんだよ。

　道路や鉄道が整備されたのも、この時代だよ。昔はたくさんの荷物を一度に運

ぶために船を使っていたけど、鉄道を利用して、もっと便利に運べるようになっ

たんだ。そのことで、明治時代のはじめころまで活躍していた北前船はおとろえ

ていったんだ。

　電気や水道、鉄道、バスなど、いま身近にあるものの多くは、明治時代から昭

和のはじめころに整備されたんだ。覚えておこうね。

暮らしの変化を覚えておきましょう

開業当時の鰺ケ沢駅 五能線を走った蒸気機関車
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鰺ヶ沢町

人口

戸数

面積

小学校

中学校

6,439人

1,230戸

0.5ｋ㎡

舞戸村

3,814人

666戸

13.6ｋ㎡

赤石村

5,781人

921戸

185ｋ㎡

中村

3,945人

580戸

110.9ｋ㎡

鳴沢村 新・鰺ヶ沢町

3,845人

576戸

30.3ｋ㎡

23,824人

3,973戸

340.3ｋ㎡

西海小学校 舞戸小学校

赤石小学校
南金沢小学校
深谷分教場
一ッ森小学校

中村小学校
芦萢小学校
浜横沢小学校
長平小学校

東鳴沢小学校
山田野分校
建石分校

第一鳴沢小学校

１４小学校

鰺ヶ沢中学校 舞戸中学校
赤石中学校
南金沢中学校

中村中学校
芦萢中学校
長平中学校

第一鳴沢中学校
東鳴沢中学校 ９中学校

1955年の合併当時の人口や面積など

【鰺ヶ沢町史より】

いまの鰺ヶ沢町は、

１つの町と４つの村

が一つになって誕生

したんだよ。

高い波から町や船を

守るために海岸を整

備する大工事が行わ

れたんだね。

　海に面した鰺ヶ沢町は、たびたび高波による災害におそわれていました。そこで、明

治時代から昭和にかけて、町を高波から守るための護岸工事や港の整備が何度も行われ

ました。

　護岸工事が始まったのは、１８９８（明治３１）年です。工事の途中にも高波が何度

も町をおそい、１４年もの年月をかけて１９１２（大正元）年にようやく完成しました。

　一方、鰺ヶ沢港の整備工事が始まったのは、１９３２（昭和７）年です。船は明治時

代からエンジンを使うようになり、大型化が進みました。しかし、当時の鰺ヶ沢港には、

大きな船をとめる場所や、船を波から守る防波堤がなかったことから港の整備工事が行

われました。工事では、海を埋め立てて船をとめられる場所をつくり、弁天崎の先に防

波堤が築かれました。埋め立てには、天童山を切りくずした土も使われました。また、

水あげされた魚などを陸にあげる設備や、陸あげしたものを運ぶための道路などもつく

られました。

　鰺ヶ沢町の海岸の整備工事は、明治から昭和にかけて何度も行われました。こうした

工事によって、高波の災害を防ぎ、漁港として利用できる港ができたのです。

　いまの鰺ヶ沢町は、１９５５（昭和３０）年に１つの町と４つの村が合併して誕生し

ました。いくつかの市町村が一つになることを合併といいます。戦後、市町村の合併を

すすめる法律ができたことで、当時の鰺ヶ沢町、舞戸村、赤石村、中村、鳴沢村が合併

に向けて話しあいを行うことになりました。

　１つの町と４つの村の中で、人口が一番多かったのは鰺ヶ沢町で、次に多いのが赤石

村でした。町村の面積では、赤石村が一番広く、次に広いのが中村。そして三番目が鳴

沢村でした。人口が一番多い鰺ヶ沢町に、小学校は西海小学校しかありませんでした。

しかし、面積が広い赤石村や中村、鳴沢村には、そのころ、それぞれ４つの小学校があ

りました。新しい鰺ヶ沢町になると、それまであった町や村の境がなくなります。そこで、

財政のこと、学校や保育所のこと、病院のことなどについて、何度も話しあいがもたれ

ました。そして１９５５（昭和３０）年に、新しい鰺ヶ沢町が誕生しました。

　合併前の鰺ヶ沢町は、港を中心とした小さな町でした。しかし、１つの町と４つの村

が合併したことで、山・川・海のある、自然や産業が豊かな町になったのです。

（1）海岸の整備

（2）鰺ヶ沢町の誕生11. 海岸の整備と鰺ヶ沢町の誕生：明治時代～昭和

　鰺ヶ沢町では、明治時代から海岸を整備する工事が行われてい

たんだね。町を高波から守る護岸工事はその後、何度も行われたん

だ。こうした工事のおかげで人々が安心して暮らせるようになっ

たんだよ。また、大きな船が安全にとめられ、とれた魚などを水

あげでき　るようになったのも、漁港の工事があったからなんだ。いまの鰺ヶ

沢漁港や海の駅わんど、はまなす公園がある場所は、護岸工事で埋め立てられ

た場所なんだよ。

　いまの鰺ヶ沢町は、１つの町と４つの村が合併して誕生したんだ。１９５５

（昭和３０）年のことだよ。覚えておこうね。

鰺ヶ沢町が誕生した年を覚えておきましょう

港が整備される前の鰺ヶ沢港 土砂の運搬の様子
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鰺ヶ沢町郷土カルタ

鰺ヶ沢町出身の歌人の歌

櫻　井　夢　村 海の上にたちこめし靄は岸辺より　徐々にうすれてむらさきの波

大　沢　清　三 日本海潮にけむりて磯浜に　春の雄風白波を寄す

神　　　勝之助 石取りを競いて塩からき水呑みき　ふるさとの海は吾を育てき

鎌　田　純　一 冬濤のおらぶ海辺に早く点く　街灯の彩うるみつらなる

三ツ谷　平　治 背戸山の椎の茂みに呼び合える　郭公の声は遠くなりつも

森　山　久五郎 西の海に日の落ちむとするひとときを　つね見えざりし小島の影顕つ

郷土カルタは、鰺ヶ

沢町の５地区の特色

を学べるカルタだ

よ！

郷土カルタってどん

なカルタ？

（1）郷土カルタ

1. 鰺ヶ沢町郷土カルタ （2）地区の特色がよまれた歌

　郷土カルタは、鰺ヶ沢町の歴史や文化、自然などをよんだカルタなんだよ。楽

しみながら町の特色や良いところを学ぶことができるんだ。

　郷土カルタの歌は全部で５０種類あるんだ。歌には、大正時代から昭和にかけ

て活躍した町出身の歌人や、歌をよんだ町の人々の思いがつまっているんだ。ど

んな意味なんだろう？　どんなことがよまれているんだろう？　歌にこめられた

気持ちや意味を知ると、郷土カルタがもっと楽しくなるよ。『鰺ヶ沢町郷土カル

タ読本』で学んでみよう！

郷土カルタの歌の意味を学びましょう

　鰺ヶ沢町には、自然や文化、歴史など、町の特色をよんだ郷土カルタがあります。郷

土カルタは、ふるさとに親しみ、ふるさとの良さを教えてくれます。

　カルタは、読み札に書かれた短い歌（言葉）を聞いて絵札を取りあう、日本に古くか

ら伝わる遊びです。カルタの中でも、地域のことがらをテーマにしたカルタを郷土カル

タといいます。郷土カルタは、カルタを楽しみながら地域のことを学び、理解すること

ができます。鰺ヶ沢町の郷土カルタは、１９９４（平成６）年につくられました。カル

タの歌は全部で５０種類あります。ほとんどが町の人々から寄せられた歌ですが、大正

時代から昭和の初めころに活躍した町出身の歌人の歌も６種類あります。カルタは、町

内の名所や歴史、景色、祭りなどをよんでいます。

　地域の名所や文化、歴史などを楽しみながら学べる郷土カルタは「町の教科書」とも

いえます。西海小学校では、町の文化や歴史を学ぶ「ふるさと学習」の教材として使わ

れています。

　鰺ヶ沢町は、鰺ヶ沢地区、舞戸地区、赤石地区、中村地区、鳴沢地区の５つの地区に

分かれています。郷土カルタでは、各地区の特徴的な景色や未来に残したい地域の宝も

テーマにしています。

　「円空が彫りし慈顔のみ仏を延寿院にわれはおろがむ」

　この歌は、鰺ヶ沢地区の富根町にあるお寺「延寿院」の「円空仏」をおがんだ様子を

よんだ歌です。円空仏は、円空というお坊さんがつくった仏像です。作者は、円空がつ

くったやさしい顔の仏像をおがんだ時の幸せに満ちた気持ちをよんでいます。延寿院の

円空仏は、１６６２（寛文２）年に鰺ヶ沢沖であみにかかったものと伝えられています。

青森県の文化財に指定されている、とても貴重なものです。

　「樹齢三百有余年なる黒松の社頭に太し石神神社」

　この歌は、鳴沢地区の建石町にある「石神神社」の木をよんだ歌です。石神神社には、

町の天然記念物に指定されている黒松があります。この歌では、樹齢３００年以上とい

う黒松の、太くりっぱな様子がよまれています。

　このように、鰺ヶ沢町郷土カルタは、町の歴史や文化を知ることで地区の特色を学ぶ

こともできます。

鰺ヶ沢町郷土カルタのことを詳しく説明しているの

が『鰺ヶ沢町郷土カルタ読本』だよ。この本では、

カルタの歌がよまれた当時のこ

ろの町の様子や歌の意味などが

紹介されているんだ。『鰺ヶ沢

町郷土カルタ読本』は、日本海

拠点館あじがさわの図書コーナー

にあるから、読んでみてね。
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銘菓の店　山ざきの「浪速煎餅」 尾崎酒造の酒蔵
【提供／銘菓の店　山ざき】 【提供／尾崎酒造】

村上屋の「鯨餅」

北前船は、鰺ヶ沢町

にいろんな文化や人

を運んできたんだね。

村上屋の鯨餅は明治

時代からつくられて

いたんだよ。

（1）北前船が運んだ人や文化

2. 北前船が運んだ人や文化 （2）鯨餅

　北前船は、各地の商品だけでなく、いろんな文化や人も鰺ヶ沢町

に運んできたんだ。尾崎酒造のご先祖は、福井県から移り住んだ人

だったんだね。浪速煎餅をつくり始めた人も大坂から移り住んだ人

だったんだ。浪速煎餅は、そのころ、とても貴重だった砂糖を使っ

た、ぜいたくなお菓子だったんだよ。鯨餅も北前船が町に伝えたものだよ。村上

屋の鯨餅は、１００年以上、同じつくり方が受けつがれているんだね。

　山形県の「くじら餅」、北海道函館の「べこ餅」など、北前船が立ち寄った港

には、呼び方や形は違うけれど、鯨餅によく似たお餅があるんだって。調べてみ

よう！

北前船が立ち寄った港のお餅を調べてみましょう

　北前船は、江戸時代中ごろから明治時代まで、大阪（江戸時代は大坂）から北海道ま

での間を行き来して商売をした船です。北前船は、さまざまな食べ物や日用品を運びま

した。また、商品のほかにも、人、技、おどりなど、さまざまな文化も運びました。

　漁師町の酒蔵「尾崎酒造」の先祖は、北前船で福井県から移り住んだ人の一人です。

住み始めたころは海産物をあつかう商人でした。１８６０（万延元）年に、海産物の倉

庫として使っていた蔵を利用して酒づくりを始めました。

　北前船が運び、いまも守りつがれている食文化もあります。一つは「鯨餅」、もう一

つは「浪速煎餅」です。浪速煎餅は、江戸時代に大坂から移り住んだ商人がつくり始め

たお菓子です。北前船が運んだ当時は貴重だった砂糖を使ってつくられました。現在は

本町にある「銘菓の店　山ざき」が製造・販売しています。

　「正調鰺ヶ沢甚句」も、北前船で新潟地方から伝えられたとされる唄です。鰺ヶ沢町

の無形民俗文化財に指定されています。

　鰺ヶ沢町には、京都や大坂などの上方、瀬戸内海地方、日本海沿岸から北前船で運ば

れたさまざまな文化が、いまも息づいているのです。

　北前船で鰺ヶ沢町に伝わった鯨餅は、いまも、白八幡宮の近くにある「鯨餅本舗村上

屋」でつくられています。

　鯨餅は、うるち米、もち米、小豆、砂糖を混ぜてつくるお菓子です。昔は黒と白の２

層のお菓子で、見た目が鯨に似ていることから、鯨餅と呼ばれたとされています。鯨餅

が町に伝わったのは江戸時代のことです。当時、京都や大坂、中国地方などでつくられ

ていたものが北前船で運ばれてきたのです。

　村上屋が鯨餅をつくり始めたのは、明治時代の後期です。当時は鯨餅を売る店が５～

６店ありましたが、いまでは村上屋だけとなりました。村上屋では、明治時代と同じつ

くり方で鯨餅をつくり続けています。また、日本海のあら波と岩木山がかかれた包み紙

も、明治時代から変わらないデザイン。以前は、鰺ヶ沢町と同じように北前船が立ち寄

った山形県酒田市で印刷していました。

　鰺ヶ沢町には、明治時代から１００年以上にわたって、変わらずに守りつくられてき

た鯨餅があるのです。

青森市浅虫にも「くじらもち」があるんだよ。浅虫で

は「久慈良餅」と書くんだ。浅虫の「永井久慈良餅店」

を始めた人は、鰺ヶ沢町の出身な

んだ。鰺ヶ沢で習い覚えた鯨餅を

浅虫でつくり始めたんだよ。１９

０７（明治４０）年のことだよ。

北前船で鰺ヶ沢に伝わった鯨餅が、

浅虫にも伝わったんだね。

浅虫の久慈良餅
く じあさ むし ら もち

【提供／永井久慈良餅店】

え ど じ だい

わざ

お ざきしゅ ぞう せん ふく い けん うつぞりょう し まち さかぐら

まんかいさん ぶつ えんがん そう

こ

なに わ せん べい

か し き ちょう さ とう げんざい

ほんちょう めい

ちょうせい あじ が さわじん く にいがた うた

か せい ぞう

きょう と かみがた せ と ない かい えんに ほん かい がん

みん ぞくむ けい ぶん か ざい

ばいはん

おおさか ほっかい どう

にち よう ひんあいだ

けんがたやま さか た

よ

いわ き さん

ちゅうごく

よに

あ ずき ま

こう き

そう

くじらもちほん ぽしらはち まんぐう

さわまちあじ がぶねきたまえ

じ だい

くじらもち めいむらかみ や じ

はこだて

ちが

あおもり

おぼ

いなが
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2基の御神輿

【青森県より】

国・青森県の無形文化財指定の祭礼・山車行事

１．八戸三社大祭の山車行事（八戸市・国指定）

２．鰺ヶ沢白八幡宮の大祭行事

３．田名部の山車行事（むつ市）

４．大畑の山車行事（むつ市）

５．風間浦の山車行事（下北郡風間浦村）

６．佐井の山車行事（下北郡佐井村）

７．脇野沢の山車行事（むつ市）

８．川内の山車行事（むつ市）

９．奥戸の山車行事（下北郡大間町奥戸）

１０．大間の山車行事（下北郡大間町大間）

3

2

7

8

1

5
10
9
6

4さい れい

古くからの決まりご

とを守って行われて

いるお祭りなんだよ。

白八幡宮大祭って、

どんなお祭りなんだ

ろう？

　白八幡宮大祭は１６７７（延宝５）年から行われていたんだ。３

００年以上の歴史があるなんて、びっくりだね。大祭では、２基の

御神輿に町内の山車がお供するんだ。こうしたお祭りが続いている

のは、津軽地方では鰺ヶ沢町だけなんだよ。鰺ヶ沢町の人たちは、

古くからのしきたりや決まりごとを守って白八幡宮大祭を続けてきたんだね。

「白八幡宮大祭」のホ－ムページでは、大祭の歴史やしきたりを、もっと詳しく

説明しているよ。図録もダウンロードできるから、見てみよう！

大祭の歴史やしきたりを調べてみましょう

（1）白八幡宮大祭の歴史

3. 白八幡宮大祭 （2）御神輿

　鰺ヶ沢地区の本町にある白八幡宮では、４年に一度、大祭が行われます。白八幡宮大

祭は、北前船によって運ばれた上方の文化を受けついでいる祭りとされています。京都

のお祭りによく似ていることから「津軽の京まつり」とも呼ばれています。

　白八幡宮大祭は、津軽の平和や豊作などを願って、神様をのせた御神輿が町内をめぐ

るお祭りです。１６７７（延宝５）年に始まりました。はじめは２年に一度行っていま

したが、大正時代からは４年に一度になりました。現在も４年に一度、８月１４～１６

日に行われます。大祭では、御神輿の行列に、鰺ヶ沢地区の各町内の山車がお供します。

昔は、弘前八幡宮などでもこうした祭りが行われていました。しかし、いま津軽地方で

行われているのは、鰺ヶ沢町だけとなりました。

　江戸時代から続く白八幡宮大祭は、１９８１（昭和５６）年に町の無形民俗文化財に

なりました。また、２０１５（平成２５）年には、青森県の無形民俗文化財に指定され

ました。

　白八幡宮大祭では、白八幡宮と白鳥大明神の御神体が移された２基の御神輿が町内を

めぐります。御神輿がめぐることを「渡御」といいます。神輿渡御は、白八幡宮を中心

に町内を上と下に分け、２日間にわたって行われます。神輿渡御では、御神輿を中心に、

２００人以上の人々が行列を組んでお供します。この時、御神輿をかつぐ人、神様の宝

物や道具をもつ人は、白い布で口をかくす「口覆い」を行うしきたりがあります。これ

は、神様にけがれが移らないようにするためです。御神輿は、道順や神様がお休みにな

る場所などが決められています。一日目の夜、「御旅所（御仮殿）」という場所に着く

と、御神輿にのってきた神様はここでお休みになります。御旅所では、神様が無事に着

いたことを知らせる「着輿祭」や宵宮が行われます。二日目は、神輿渡御はなく山車の

自由運行が行われます。三日目には、御座船という船に御神輿をのせる「海上渡御」が

行われます。大漁と海の安全を願って行われる海上渡御は、港町ならではです。そして

御神輿は決められた道すじを通り、白八幡宮へと帰ります。

　白八幡宮大祭は、古いしきたりや決まりを守り、今日まで受けつがれてきたのです。

御神輿が通る道すじの家々には「着座拝礼」という古

い作法が受けつがれているよ。家の前にゴザをしいて

机を置き、お神酒などをお供え。御神輿が通る時は頭

を下げてむかえ

るんだ。昔は、

家の２階から御

神輿を見下ろす

のも禁止されて

いたんだって。

着座拝礼
ちゃく ざ はい れい

あじ が さわ ほんちょう たいさい

きた まえ ぶね かみがた きょう と

に つ がる きょう よ

ほうさく ねが お み こし

えんぽう

げんざい

やぎょうれつ ま とも

たいしょうじ だい

ひろ さき はちまん ぐう

え ど じ だい しょう わ

あおへい せい もりけん む けいみん ぞくぶん か ざい

けい ぶん か ざいみん ぞくむ

お たび しょ お かりでん

ちゃくよ さい よい みや

ご ざ ぶね

ほう

もつ ぬの くち おお

かみ しも

と ぎょ

しら とり だいみょうじん ご しん たい きうつ

つくえ

さ ほう

み き

きん し

そな

ず ろく

くわ

おこな

しらはちまんぐうたいさい

はちのへさんしゃたいさい だ しぎょうじ

あじ が さわしらはちまんぐう たいさいぎょうじ

た な ぶ だ しぎょうじ

おおはた だ しぎょうじ

かざ ま うら だ しぎょうじ

さ い だ しぎょうじ

わき の さわ だ しぎょうじ

かわうち だ しぎょうじ

おこっぺ だ しぎょうじ

おお ま だ しぎょうじ
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町内をねり歩く山車の様子

チャンチャレンコの様子 新町のカシ禰宜の様子

江戸時代から受けつ

がれてきた、おどり

や神楽も行われるよ。

鰺ヶ沢地区の１０の

町内に１台ずつ山車

があるんだって。

（1）御神輿にお供する山車

4. 白八幡宮大祭の山車と伝統芸能 （2）受けつがれる伝統芸能

　白八幡宮大祭の伝統は、江戸時代から３００年以上もの間にわた

って各町内に受けつがれているんだ。一番古い山車人形は江戸時代

につくられたなんて、びっくりだね！　大祭では、どんな山車が出

ているんだろう？　各町内の山車の名前や、どんな場面を表現して

いる人形なのか、「白八幡宮大祭」のホームページで見ることができるよ。

　白八幡宮大祭で行われている、おどりや神楽にも長い歴史があるんだね。４年

に一度行われる白八幡宮大祭に参加しようね！

白八幡宮大祭に参加してみましょう

　白八幡宮大祭では、御神輿の行列に、大きな人形をのせた山車がお供します。山車は、

鰺ヶ沢地区の１０の町内にあります。

　鰺ヶ沢の山車は、天保年間（１８３０～１８４４年）ころからあったとされています。

もともとは「飾り山車」といって、町内にかざっておくものでした。現在のように引い

て運行する「曳き山車」になったのは明治時代のころから。大正時代ころには、ほとん

どの町内が曳き山車に変わっていきました。最近では山車を「ダシ」と呼ぶことが多く

なりましたが、鰺ヶ沢町では古くから「ヤマ」と呼びます。

　山車は、鰺ヶ沢地区の１０の町内に１台ずつあります。各町内の台車の上には、武者

や神話などをテーマにした人形がかざられています。そして、裏側には「見送り」があ

ります。町内によって、江戸時代につくられた古い人形をかざる町内や、時代にあわせ

て工夫した新しい人形をかざる町内もあります。台車の下には囃子方が乗ります。囃子

方は、かね、太鼓、笛、三味線でお囃子を奏でます。このお囃子は祇園囃子といい、そ

れぞれの町内で受けつがれてきたものです。ゆったりとしたお囃子の音色が、祭りの雰

囲気をいっそう盛り上げます。

　白八幡宮大祭では、各町内に受けつがれてきた伝統芸能が披露されます。

　チャンチャレンコと夜神楽は、山車運行の途中に山車を止めて披露されるおどりです。

町内ごとにおそろいの衣装を着た子どもたちが、お囃子にあわせておどります。チャン

チャレンコは行き道のおどりです。いまは複数の男の子たちがおどっていますが、昔は

おとなを交え、１～２人でおどっていました。一方、夜神楽は、帰り道に女の子がおど

ります。夜神楽は、戦後にできたおどりといわれています。各町内で受けつがれてきた

チャンチャレンコや夜神楽は、町内ごとに特徴があります。

　新町は、山車のかわりに「カシ禰宜」という神楽を奉納しています。カシ禰宜は、子

どもだけで行われる神楽です。江戸時代、塩を売買する場所だった新町には、塩の守り

神である塩釜明神という神様をまつっていたといわれます。カシ禰宜は、１７８０（安

永９）年に新町の名主が宮城県の塩釜神社の神楽を習い、伝えたとされます。大祭中の

３日間、御神輿が通る道につくる「御仮殿」で奉納されます。

　白八幡宮大祭で行われる芸能も、長く続く歴史の中で受けつがれてきたものなのです。

釣町の人形「恵比寿（事代

主命）」の箱には、１８４

６（弘化３）年と書かれて

いるんだ。年代がわかるも

のでは、町で一番古い山車

人形だと考えられているよ。

恵比寿様は漁業と商売の神

様なんだよ。

町で一番古い山車人形

ぽうてん

しら はちまん ぐうたいさい ぎょうれつ

げんざいかざ

よ

ひ めい じ じ だい たいしょうじ だい

しん わ うらがわ

む しゃ

かなたい こ ふえ しゃ み せん ぎ おんばや し

い き も

ね いろ ふん

はや し かた

あらまち ね ぎ ほうのう

えい な ぬし みや ぎ けん たい さい

お かりでん

しおがまみょうじん あん

い しょう

ふくすう

よ かぐ ら と ちゅう

とくちょう

ひ ろう

えあじ

や ま

が さわ ど じ だい

かぐ ら おこな

つり

ぬしの

まち

みこと

え び す ことしろ

こう か

お こしみ とも

あいだ

ようす

でん とう げい のう
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獅子舞を奉納する目内崎獅子舞保存会 獅子頭
【提供／目内崎獅子舞保存会】

目内崎獅子舞は地区

の人から人へ、古く

から伝えられてきた

んだね。

（1）目内崎獅子舞の始まり

5. 目内崎獅子舞と正調鰺ヶ沢甚句 （2）正調鰺ヶ沢甚句

　目内崎獅子舞と正調鰺ヶ沢甚句は、どちらも町の無形民俗文化財なんだ。

　目内崎獅子舞は、５００年以上にわたって守り伝えられてきたといわれるんだ。

けれど、地区の人だけで受けついでいくのが難しくなっていて、集落をこえて、

獅子舞をおどってみたい人を集めているんだって。農作業が終わ

る冬に練習しているから、見学してみようね。

　正調鰺ヶ沢甚句を聞いたことあるかな？　鰺ヶ沢町のホーム

ページで唄を聞くことができるから、聞いてみようね。

獅子舞と正調鰺ヶ沢甚句を見聞きしてみましょう

　赤石地区にある目内崎集落に伝わる獅子舞が目内崎獅子舞です。目内崎獅子舞は、大

浦光信の時代までさかのぼるといわれるほど長い歴史をもっています。

　獅子舞は、種里にやって来た大浦光信が種里城を築く際に領内の平和と豊作をいのっ

て、都からまねいた役行者が村人に教えたのが始まりとされています。

　目内崎獅子舞には、長い間、お囃子やおどりを記したものはありませんでした。目内

崎では、集落の人々が人から人へ、獅子舞を守り伝えてきたのです。昔は、お正月やお

盆になると神社に獅子舞を奉納していました。また、お祝いごとなどでもおどっていま

した。しかし、昭和３０年代に入ると、獅子舞を受けつぐ人が少なくなります。やがて、

獅子舞を知る人もわずかになってしまいました。失われかけていた目内崎獅子舞ですが、

１９９０（平成２）年の「津軽藩始祖光信公入部５００年祭」をきっかけに保存会を結

成。１９９１（平成３）年には、町の無形民俗文化財に指定されました。

　目内崎獅子舞は、５００年以上もの歴史があるともいわれる獅子舞です。目内崎集落

の人々によって、現在まで大切に守り伝えられてきたのです。

　鰺ヶ沢町には、北前船の船乗りによって秋田や北陸地方から伝えられたとされる盆踊

りがあります。正調鰺ヶ沢甚句です。

　この唄は、「甚句」や「イヤサカ」と呼ばれ、かつては盆踊りの前に歌い踊られてい

ました。しかし、やがて歌える人が少なくなっていきました。そこで、この甚句を伝え

残そうと、１９６３（昭和３８）年ころ、公民館の館長をしていた大沢清三らの呼びか

けで保存会が作られました。保存会では、当時、甚句を歌い伝えていた、富根町に住む

８６歳の小山内しなの協力で唄と踊りを保存。１９８４（昭和５９）年、正調鰺ヶ沢甚

句は、盆踊り唄「鰺ヶ沢くどき」とともに、町の無形文化財に指定されました。

　一方、鰺ヶ沢高等学校の流し踊りで使われているのは、新民謡「鰺ヶ沢甚句」です。

この鰺ヶ沢甚句は、戦後、津軽民謡の基礎を作った成田雲竹と高橋竹山が正調鰺ヶ沢甚

句と鰺ヶ沢くどきを元に編曲したものです。

　正調鰺ヶ沢甚句は、鰺ヶ沢くどきとともに、津軽地方の甚句やよされの元となったと

される唄です。また、北海道の民謡にもえいきょうを与えたとされています。
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町で作ったDVD

さんこきつね 鬼神太夫

DVDに収録されているむかしこ

・さんこきつね

・亡者船

・おたからガメ

・光信公一代記

・光信公の鬼退治

・鬼神太夫

鰺ヶ沢に伝わる６つ

の「むかしこ」を取

り上げたＤＶＤがあ

るんだって。

鰺ヶ沢の「むかしこ」

を、いくつ知ってる

かな？

（1）語りつがれるむかしこ

6. 鰺ヶ沢町に伝わるむかしこ （2）「さんこきつね」と「鬼神太夫」

　昔から語りつがれてきた昔話や伝説を「むかしこ」というんだね。

テレビなどがない時代の子どもたちは、おとなから、むかしこを聞

くのが楽しみだったんだよ。子どもたちは、むかしこをワクワクし

て聞きながら、生活の知恵や地域の歴史などを学んでいたんだね。

　鰺ヶ沢町にも、地域の歴史や特色を伝えるむかしこがたくさんあるよ。語りつ

がれるむかしこを、映像で楽しめるＤＶＤがあるんだ。「さんこきつね」「鬼神

太夫」を含め、全部で６つのお話を収録しているよ。中央公民館で販売してるか

ら、見てみようね。

むかしこのDVDを見てみましょう

　古くから語りつがれてきた昔話や伝説などを「むかしこ」といいます。豊かな自然に

めぐまれた鰺ヶ沢町にも、それぞれの地域の歴史や特色などを伝えるむかしこがありま

す。

　テレビやラジオなどがない時代、むかしこを聞くことは子どもたちの楽しみでした。

むかしこでは、昔話や地域の歴史を伝える伝説などが語られます。その中には、危険な

目にあわないための教えなど、生きていくための知恵もこめられています。子どもたち

は、むかしこからさまざまなことを学びました。そしておとなになったら、聞き覚えた

むかしこを子どもたちに聞かせます。こうして、むかしこは現在まで伝わってきました。

　鰺ヶ沢町に伝わるむかしこを未来に残すため、町の教育委員会は、６つのむかしこを

収録したＤＶＤをつくりました。お話は、すべて津軽弁で語られています。ＤＶＤがで

きたことで、これまで言葉によって人から人へ伝えられてきたむかしこが、映像でも楽

しめるようになりました。

　むかしこは、子どもたちの楽しみであり、さまざまなことを教えてくれるお話です。

鰺ヶ沢町にも、語り伝えられてきた昔話や伝説などのむかしこがあるのです。

　鰺ヶ沢町に伝わるむかしこに「さんこきつね」と「鬼神太夫」というお話があります。

この２つのお話は、ＤＶＤにも収録されています。

　さんこきつねは、人間に化けて人をだますきつねと伝次郎という人が「宝生の玉」を

取りあうお話です。このむかしこには、七ツ石町の高沢寺や、舞戸地区・鰺ヶ沢地区を

中心とした地名や人物が登場します。だまし、だまされ、きつねと伝次郎の知恵くらべ。

最後に宝生の玉を手にするのはどちらでしょうか？

　一方、鬼神太夫は、鳴沢地区の伝説にまつわるむかしこです。鬼神太夫は、十腰内、

浮田、湯舟などの地名の由来になったといわれるむかしこです。昔、小屋敷町にうでの

良い刀鍛冶がいました。ある日、刀鍛冶のもとに娘と結婚したいという若者がやってき

ます。刀鍛冶は、結婚の条件として１０本の刀をつくるように若者に命じます。若者は

「決して仕事場をのぞかないでくれ」といって仕事場にこもり、刀をつくり始めます。

刀鍛冶がそっとのぞいた時に見た若者の正体は…。

　さんこきつねと鬼神太夫は、どちらも古くから鰺ヶ沢町に伝わってきたむかしこです。

鰺ヶ沢のむかしこには、町の地名やお寺、神社などが登場するお話があるのです。
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津軽港の取りあつかい数量

0

5万

10万

15万

20万

【津軽港利用促進協議会より】

（トン）

２０１１
（平成23）年

95,108

２００６
（平成18）年

76,641

２０１６
（平成28）年

199,051

２０２１
（令和3）年

206,562

それぞれの港は、ど

んな役割をもってい

るのかな？

鰺ヶ沢町には、２つ

の港があるんだよ。

　鰺ヶ沢町には、２つの港があります。鰺ヶ沢漁港と津軽港です。

　鰺ヶ沢漁港は、漁業を目的につくられた港で、鰺ヶ沢地区と赤石地区に分かれていま

す。２つの地区の漁港のうち鰺ヶ沢地区の漁港には、魚介類の鮮度を保ったまま出荷す

るためのさまざまな施設があります。たとえば、水あげされた魚介類を仕分けして整理

するための施設。さらに、魚を冷やすための氷をつくったり、漁船の燃料を保管する

施設もあります。

　一方、津軽港は、船で荷物を運ぶための港「七里長浜港」として建設されました。

１９９７（平成９）年から港の一部を使えるようになり、２０１８（平成３０）年に

完成しました。津軽港に名前が変わったのは、２０１９（令和元）年のことです。荷物

の種類は、ほとんどが建設用の材料です。２０２１（令和３）年に最も多く津軽港に

運ばれてきたのは石灰石です。石灰石の多くは、北海道北斗市や八戸市などの港から

運ばれてきました。また、最近では中国やヨーロッパから輸入している風力発電用の

部材も運ばれてきています。津軽港からは、砂や木材、セメント製品などが船に積ま

れ、国内外の港に運ばれました。

　２つの港は、それぞれの役割を果たし、私たちの暮らしを支えているのです。

（1）港の役割

1. 海のめぐみ　町の港
　鰺ヶ沢漁港には、鯵ヶ沢町漁業協同組合に所属する漁師が魚介類を水あげしています。

つがる市の車力漁港に水あげされた魚介類の一部も、鰺ヶ沢漁港に集められています。

また、「外来船」と呼ばれる船もやってきます。外来船とは、その港に属さない地域から

来た船のことです。青森県むつ市や鳥取県、島根県などの外来船が、日本海沖でつった

スルメイカなどを水あげしています。港に水あげされた魚介類は、東京都の豊洲市場や

北海道の札幌市場、石川県の金沢市場などで取引されています。

　一方、津軽港に入港する船の多くは、貨物船です。また、年に一度、海上自衛隊の船

が入港し、一般公開するなどの広報活動も行われています。

（2）港の活用

　海に面した鰺ヶ沢町では、港を活用してさまざ

まな物を運んでいるんだね。

　鰺ヶ沢漁港は、だれでも自由に見学することが

できるよ。水あげの様子が見たいなら、午前中が

おすすめ（土曜日は休み）。ただし、漁協の方か

ら漁港やお魚の話などを聞きたい場合は、行く前

に鰺ヶ沢町漁協に連絡してね。

　津軽港は、大きなトラックなどが出入りして危険だから、立ち入りは禁止だよ。

６～１０月は七里長浜公園が利用できるから、公園から港の様子をながめてみよ

うね。

鰺ヶ沢漁港を見学してみましょう

鰺ヶ沢漁港と岩木山 津軽港で積み荷を降ろす貨物船
お かもつせんいわきさん

【提供：津軽港利用促進協議会】

海上自衛隊艦艇の一般公開の様子
かんてい よう す

【提供：津軽港利用促進協議会】
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 1位 アワビ
 2位 エビ
 3位 カニ
 4位 ヤリイカ
 5位 メバル
 6位 ナマコ
 7位 マグロ
 8位 サクラマス
 9位 サケ
 10位 ババガレイ

鰺ヶ沢漁港水あげ量トップ１０ 高い価格で
取引された魚介類

【2021年　青森県海面漁業に関する調査結果書より】

【2021年 鯵ヶ沢町漁業協同組合調べ】

鰺ヶ沢漁港に水あげされる主な魚介類の水あげ時期

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

マガレイ

アイナメ

アワビ
マグロ

タコ
ヒラメ
メバル

タイ
サクラマス

アンコウ
ソイ
タラ
サメ

ヤリイカ
ハタハタ

ハタハタ
ホッケ
サメ
タラ

ヤリイカ
ヒラメ

スルメイカ
タコ

カレイ
タイ

青森県No.4

青森県No.5

110

60

43

52

41

36

21

16

14

11

青森県No.1

0 20 40 60 80 100 120

※小数点以下四捨五入
〔トン〕

時期によって水あげ

される種類が違うん

だよ！

鰺ヶ沢漁港には、ど

んな魚介類が水あげ

されているのかな？

ちが

　鰺ヶ沢漁港には、年間を通してさまざまな種類の魚介類が水あげされています。中に

は、対馬暖流にのって、鰺ヶ沢町の近海にやってくる魚介類も水あげされます。マグロ

やブリ、スルメイカなどです。対馬暖流は、沖縄県の南西の東シナ海から日本海を北に

向かう海水の流れで、対馬海流とも呼ばれます。

　２０２１（令和３）年の１年間に、鰺ヶ沢漁港に約５４９トンの魚介類が水あげさ

れました。その中で最も多く水あげされたのは、ハタハタです。次に多く水あげされ

たのは、ホッケ。そして三番目に多かったのは、サメです。

　一方、水あげされる魚介類の中には、量は少なくても、高い価格で取引されたものも

あります。アワビ、エビ、カニなどが代表的な魚介類です。

　こうした魚介類の種類や量は、その年によって変わります。その理由の一つは、海水

の温度とされています。水温が高くなったり、低くなったりすることで、水あげされる

魚介類の種類や時期、量などが変わってくるのです。

　日本海は、対馬暖流が流れこむ豊かな漁場なのです。

（1）鰺ヶ沢漁港に水あげされる魚介類

2. 海のめぐみ　鰺ヶ沢漁港に水あげされる魚介類
　鰺ヶ沢漁港に水あげされる魚介類の種類は、時期によって違います。一年中水あげさ

れる種類と、時期によって水あげされる種類があります。

　まず、一年中水あげされる代表的な種類は、ヒラメやアイナメなどです。時期によっ

て水あげされるのは、マグロやヤリイカ、ハタハタなどです。マグロは、６月ころから

冬にかけて、対馬暖流にのって近海にやって来ます。ヤリイカの多くは、冬から春にか

けて、産卵のために太平洋から津軽海峡を通ってやって来ます。一方、ハタハタは、も

ともと日本海の深さ約１５０～４００ｍに生息しています。１２月ころに水あげされる

のは、産卵のために約２～１０ｍの深さまで上がってくるからです。

　時期によって種類が違う理由は、対馬暖流にのって回遊して来たり、産卵のために鰺

ヶ沢町の近海にやって来る魚介類がいるからです。また、魚介類をとりすぎないように、

種類によって水あげする期間を決めるなどの取り組みも行われています。

（2）魚介類の水あげ時期の違い

　鰺ヶ沢町が面する日本海には、対馬暖流が流れているんだよ。

鰺ヶ沢町の近海には対馬暖流にのって南の方からいろんな魚が

やって来るんだ。鰺ヶ沢漁港に水あげされる魚介類の中で最も量

が多いのは、ハタハタ。青森県内でも一番なんだよ。

　そして魚介類は、種類によって水あげ時期が違うんだよ。対馬暖流にのって回

遊して来たり、産卵のために鰺ヶ沢町の近海にやって来る魚介類がいるからなん

だ。

　鰺ヶ沢漁港に、いつ、どんな魚介類が水あげされるか覚えておこうね。

魚介類の水あげ時期を覚えましょう
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鰺ヶ沢町の人工林と天然林に育っている木の種類

0 50 100 150

天然林

人工林

〔ｋ㎡〕

広葉樹　160.78

広葉樹
0.6針葉樹　98.38

針葉樹　1.99

国有林
１９２．２５ｋ㎡

民有林
７８．３１ｋ㎡

《鰺ヶ沢町》

森林総面積
２７０．５６ｋ㎡

国有林

鰺ヶ沢町の民有林と国有林の広さ 民有林と国有林の分布図
ぶん ぷ ず

【青森県より】

【青森県より】

【青森県より】

民有林

そう せきめん

鰺ヶ沢町の森林は、

人工林よりも天然林

が広いんだよ。

森林には、持ち主が

いて、民有林と国有

林に分けられるんだ

よ。

3. 山のめぐみ　町の森林
　森林は、持ち主によって民有林と国有林に分けられますが、森林の成り立ちによって、

人工林と天然林にも分けられます。人工林は、人の手で苗木を植え、育てている森林で

す。一方、天然林は、種などが自然に発芽して森林のもつ力で自然に育った森林です。

　鰺ヶ沢町の森林のうち、人工林は約３７％の９８.９８ｋ㎡です。天然林は、約６０％

の１６２.７６ｋ㎡。町の森林の半分以上を、天然林がしめています。

　天然林の種類は、ほとんどがブナやミズナラなどの広葉樹です。それに対して人工林

は、スギやクロマツなどの針葉樹です。人工林は、主に木材として活用するために植え

られています。中でも、特に多いのがスギです。スギは成長が早く、まっすぐのびます。

また、加工しやすい特徴があります。そのため、スギはたくさん植えられて活用されて

きたのです。一方、人工林の中には、防風林として、海からふく強い風から住民の生活

を守る役割をもつ森林もあります。その多くは、厳しい環境にたえることができるクロ

マツなどが植えられています。

　鰺ヶ沢町の森林は、半分以上を天然林がしめ、ブナやミズナラなどの広葉樹が広がっ

ています。一方、人工林には、スギやクロマツなどの針葉樹が植えられているのです。

（2）人工林と天然林

　青森県の森林資源調べによると、鰺ヶ沢町の森林の広さは、２０２１（令和３）年現

在、２７０.５６ｋ㎡です。町の面積の約７９％をしめます。森林は、木材や山菜などの

めぐみをもたらします。また、土砂災害や地球温暖化を防ぐ役割を果たしています。私

たちの暮らしと深いつながりがある森林には、それぞれに持ち主がいます。森林の持ち

主について見てみましょう。

　森林は、持ち主によって民有林と国有林に分けられます。民有林は、持ち主が個人や

市町村、会社の森林です。一方、国有林は、国が持ち主です。町の森林のうち、民有林

は約２９％の７８.３１ｋ㎡。国有林は、約７１％の１９２.２５ｋ㎡です。町の森林を持

ち主で比べてみると、民有林よりも国有林が広いのです。

　町の国有林の多くは、森林の奥地に広がっています。白神山地のうち、世界自然遺産

に登録されたエリアは、全てが国有林のエリアです。

（1）民有林と国有林

　鰺ヶ沢町の森林の広さは、２７０.５６ｋ㎡。民有林と国有林の広さを比べると、

国有林の方が広いんだ。また、森林は成り立ちによって人工林と天然林に分けら

れ、鰺ヶ沢町では天然林の方が広いんだよ。

　木の種類では、人工林はスギなどの針葉樹が多いんだ。そして、

天然林はブナなどの広葉樹が多いんだよ。

　白神山地の中で、世界自然遺産に登録されたエリアはすべてが国

有林なんだ。そして、ほとんどが自然の力で育った天然林のブナな

どの広葉樹の森なんだよ。鰺ヶ沢町の森林について聞かれたら、教

えてあげようね。

町の森林の特徴を覚えましょう
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林業の仕事って、ど

んなことをしている

の？

町で育った木は、建

築の材料や燃料に使

われているんだよ。

4. 山のめぐみ　町の林業
　林業は、木材をつくり出す産業です。苗木を植え、手入れをして木を育て、そして収

穫します。木が大きく育つまでには長い年月がかかります。そのため、森林の持ち主や

林業にたずさわる人たちは、計画的にさまざまな作業を行っています。どのような作業

を行っているのか見てみましょう。

　林業で行う主な作業は、下刈りや枝打ち、間伐などです。下刈りとは、木の成長をさ

またげる雑草や低い木などを取り除く作業です。また、枝打ちは、木の下枝やかれた枝

を切り落とす作業。枝打ちすることで、節の少ない木に育てます。「木材の活用」で紹

介した間伐も、太くりっぱな木を育てるために行われる作業です。林業では、こうした

作業を計画的に行っています。

　舞戸小学校と西海小学校では、２０１１（平成２３）年から緑の少年団の活動をして

います。活動の内容はその年によって違いますが、ときには、スギの苗木を植えたり、

枝打ちなど、林業の作業の一部を体験しています。

　木材をつくり出す林業では、計画的に作業を行うことで、森林を守り育てているので

す。

（2）守り育てる林業

　町の木は、私たちの身近なところで、木材として活用されている

んだね。建物の柱や床板、かべなどに使われているんだ。こうして

木を活用するために、森林を守り育てる林業が行われてるんだよ。

林業では、苗木を植えたり、下刈りや枝打ち、間伐などさまざまな

作業をしているんだ。

　大切に育てられた木を使って、工作をしてみよう。舞戸町の「アジモク」や赤

石町の「三林興商」で木材を販売しているよ。電話で何をつくりたいのかを伝え、

どんな種類の木を使ったら良いか、相談してみるといいよ。

木材を使って工作をしてみましょう

　鰺ヶ沢町で育った木は、やがて伐採され「木材」となり、建築の材料や燃料として活

用されています。人工林に多い針葉樹も天然林に多い広葉樹も活用されています。中で

も多いのは針葉樹のスギです。また、間伐によって伐採された木も活用されています。

間伐は、森林の一本いっぽんの木に日光を当て、太く立派な木を育てるために一部の木

を間引く作業です。特に成長のおそい木や、曲がってしまった木などを間引きます。

　伐採された木は、製材工場や合板工場、六戸町の単板積層材工場、平川市のバイオマ

ス発電所などに出荷されます。また、個人の家のまきなどにも使われています。

　製材工場では、木を柱や板などに加工します。また、合板工場や単板積層材工場では、

木材をうすくむいた板をはり合わせて合板製品などに加工されます。合板製品に加工さ

れた木材は、主に建物の柱や床板、かべなどの建築材料として使われています。一方、

バイオマス発電所に出荷された木は、電気をつくるための燃料として使われています。

　伐採された木は、建築材料や燃料として、私たちの身近なところで活用されているの

です。

（1）木材の活用

木を伐採する様子 町のスギと青森県産ヒバを活用した

「海の駅わんど前」バス庭（バス停）

間伐を体験する緑の少年団

【提供：青森県】

【提供：青森県】
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白神山地にすむ代表的な動物

「白神の森　遊山道」で見ることができる主な植物

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

カタクリ
フクジュソウ

ニリンソウ
スミレサイシン

エンレイソウ
シラネアオイ

キノコ類

キクザキイチゲ

マイヅルソウ
サンカヨウ

白神山地にすむ動物

や、季節ごとに見ら

れる植物を調べてみ

よう。

白神山地には、どん

な生きものがすんで

いるのかな？

　白神山地には、５００種をこえるさまざまな植物が自生しています。中には、青森県

で初めて見つかった大変めずらしい植物もあります。ナデシコ科の新種「アオモリマン

テマ」や、ベンケイソウ科の「ツガルミセバヤ」などです。また、「シラガミクワガタ」

は、現在のところ、白神山地でしか確認されていません。このように、白神山地は全国

的に貴重な植物を含めて、多くの植物が生育している場所です。

　白神山地は、季節によってどのように変化していくのでしょう。春は一年で最も多く

の花が咲く季節です。まだブナの葉が生いしげっていないため、地面や低木にたっぷり

と光が注ぎ植物を育みます。夏は、ブナの葉の色がこい緑色になり、森の生命力が感じ

られる季節。花の数は少なくなるものの、木々のすき間から光がさしこむ場所では小さ

な花を見ることができます。木々の葉が赤や黄色へと染まっていく秋は、木の実やキノ

コなど実りの季節です。こうした山のめぐみは、冬をむかえる動物たちにとって貴重な

栄養の源です。そして、山全体が深い雪でおおわれる冬。ブナも葉を落とし、静かな世

界が広がります。白神山地では、春から秋にかけて多くの植物が見られます。

（1）白神山地に生きる植物

5. 山のめぐみ　白神山地の生きものたち

　白神山地には、たくさんの植物や動物がいるんだね。そして、お互いに食べた

り食べられたりしながらバランスを保っているんだ。だから、その中のどれかが

極端にかたよると、森も動物もバランスをくずしてしまうんだって。

　「白神の森　遊山道」入口にある「くろもり館」では、白神山地

にすむ動物や植物を紹介しているよ。森にすむ生きものを調べてみ

よう。遊山道を歩くと、たくさんの昆虫や鳥が見られるよ。サルが

見られることもあるんだって。遊山道を歩きながら白神山地の植物

や動物を観察してみよう。

植物と動物を調べてみましょう

　白神山地には、さまざまな生きものが暮らしています。そして、その生きものたちは、

バランスを保ちながらお互いの命をつないでいます。

　ブナの森は、秋になると大量の葉を落とします。土に積もった落ち葉やかれた木は、や

がて栄養豊富な土となり植物を育みます。植物を食べる「草食動物」が肉を食べる「肉

食動物」に食べられ、それらの動物の死がいは、土の中の「土壌生物」という小さな生

きものによって分解されます。これは、目に見えないほど小さな生きものですが、かれ

た植物や死んだ動物を土に返すという大切な働きをしています。このように、「食べる・

食べられる」関係を「食物連鎖」といいます。

　白神山地にすむ「クマゲラ」は、カラスくらいの大きさの日本最大のキツツキです。

ブナの実が大好物の「ツキノワグマ」もいます。森の中で食物連鎖の頂点に立つのは、

ウサギやヤマドリなどをえさとする「イヌワシ」です。白神山地にはたくさんの生きも

のがいて、お互いに関わりあいながら次の世代へと命をつないでいるのです。

（2）白神山地にすむ動物

ニホンカモシカ

●ツキノワグマ　●ニホンカモシカ（特別天然記念物）　●ニホンザル　●クマゲラ（天然記念物）
●イヌワシ（天然記念物）　●クマタカ　　

ニホンザル クマゲラ イヌワシ

【画像4点提供：白神山地ビジターセンター】

【あじがさわ白神山地ガイドより】開花時期や見ごろ
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世界自然遺産の市町村別登録面積 日本海
深浦町
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西目屋村
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八峰町

※町村別面積は、小数点第三位以下四捨五入
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　【林野庁より】

し ちょうそん

ブナの木にはどんな

特徴があるのかな？

白神山地が、世界自

然遺産に登録された

のはなぜ？

　白神山地は、青森県と秋田県にまたがる、総面積約１,３００ｋ㎡におよぶ広大な山地

です。ブナは、いまから約８,０００年前から生育していたことがわかっています。この

うち、原生的なブナ林でしめられている区域１６９.７１ｋ㎡が、１９９３（平成５）年

１２月に「世界自然遺産」として登録されました。

　その理由は、白神山地のブナ林が原生的な状態を保っていること。また、世界でも例

がないほど、さまざまな植物や動物が自生・生息し、命の営みをくり返していること。

このようなことから、白神山地はきわめて価値が高いと評価されたのです。

　ブナの森は、「緑のダム」と呼ばれています。ブナの落ち葉が厚い腐葉土となって、

スポンジのように水をたくわえるからです。そのため、ブナの森を歩くと柔らかなじゅ

うたんのように地面がふわふわしています。豊富な栄養分と水をたくわえた土は、さま

ざまな植物や動物の命を育む源です。

　世界自然遺産に登録された区域は、青森県と秋田県の４町村にまたがっています。そ

のうち、鰺ヶ沢町の登録面積は４６.４９ｋ㎡。４町村の中で最も広いのです。

（1）世界自然遺産のブナの森

6. 山のめぐみ　白神山地のブナの木

　白神山地は、ブナ林が原生的な状態を保っていることなどが評価

されて、世界自然遺産に登録されたんだ。青森県と秋田県の４町村

にまたがっているけど、鰺ヶ沢町の登録面積がいちばん広いんだよ。

　ブナの木は、季節によってどんどん姿を変えていくんだよ。いろんな表情を見

せるブナの木の様子を見に行ってみよう。

季節ごとのブナの木を見てみましょう

　ブナは、スギなどの針葉樹に比べて生長がおそい木です。

５～１０年で高さ１ｍほどしかなく、樹木の中でも特に生

長がおそいといわれています。樹齢５０～１００年でよう

やく種子をつけはじめます。このころが、ブナの生長のピ

ークです。ブナの寿命は３００年前後といわれていますが、

樹齢２００年を過ぎたころから、だんだんと弱っていきま

す。

［ブナの幹］

　ブナの幹は、まだらのような模様が見られるのが特徴で

す。これは、幹にコケ類や菌類がついてできたものです。

このコケ類や菌類は、ブナの木をかんそうから守る役割を

果たしています。

［ブナの葉］

　ブナの成木は、数十万枚の葉をつけるといわれています。春にいっせいに開いた葉は、

一週間から１０日ほどで完全な大きさになります。そして、秋になると黄色く色づき、

やがてすべて地面に落ちてしまいます。ブナの葉はゆっくりと分解されるため、地面が

ふかふかになるのです。

（2）ブナの木

［ブナの実］

　ブナの花は、４～５月ころに咲きます。銀白

色の毛でおおわれ、夜の気温が低くなるときに

は保温の役割も果たします。９～１０月になる

と実をつけます。ブナの実は、クマやニホンザ

ルの大好物です。
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赤石川 アユ、ヤマメ、イワナ、サケ、カジカ、
ウグイ、ヤツメウナギ、シロウオ、
アメマスなど

中村川 アユ、ヤマメ、イワナ、コイ、サケ、
カジカ、ウグイ、シロウオなど

鳴沢川 サケ、ウグイ、ヤツメウナギ、
モクズガニなど

川に生息する主な魚やカニ

川にはどんな生き物

が生息しているのか

な？

鰺ヶ沢町には大きな

川が流れているけど、

一番長い川はどの

川？

　鰺ヶ沢町には、３本の大きな川が流れています。赤石川、中村川、鳴沢川です。川は、

雨や雪どけ水などが高い所から低い所へ流れてできます。初めは細く小さな沢や川です

が、途中集まりながらやがて大きな川になり、海へと注ぎます。３本の川の始まりや水

の活用について見てみましょう。

　３本の川の中で最も長い川は、

中村川です。中村川は、弘前市の

岩木山のふもとが始まりです。中

村地区、舞戸地区を通り、日本海

へと注ぎます。中村川の長さは、

４４.９ｋｍ。青森県を流れる川の

中で七番目の長さです。一方、赤

石川の始まりは、赤石地区の白神

山地。そして鳴沢川の始まりは、

岩木山のとなりにある鍋森山です。

　自然豊かな山々を通り栄養分を

たっぷりふくんだ川の水は、田ん

ぼや畑の農業用水として活用され

ています。また、中村川は、水道

水に、そして赤石川は、魚の増殖

にも活用されています。

　このように、町を流れる３本の

川は、私たちの暮らしや産業と深

く関わりあっています。

（1）町を流れる３本の川

7. 川のめぐみ　町を流れる川
　３本の川には、多くの生き物が生息しています。魚やカニ、ヘビやカエル、そして昆

虫などさまざまです。川に生息する主な魚とカニの種類を見ていきましょう。

　鰺ヶ沢町が行った川の調査で、川によって生息する魚やカニの数が異なることがわか

っています。赤石川と中村川には、アユやヤマメ、イワナなどが多く生息しています。

一方、鳴沢川には、ヤツメウナギやモクズガニなどが多く生息しています。川によって

生息する数が異なるのは、川の地形や川底の石、水質、そして流れの速さなどが違うか

らです。たとえばアユは、水質が良く、水量があり、エサとなる良質なコケが生える場

所を好みます。赤石川と中村川は、アユが好む環境が整っているのです。また、海で成

長して産卵のために川をのぼる魚もいます。シロウオやサケなどです。シロウオがのぼ

る川は赤石川と中村川。中村川では、中村川振興漁協の組合員が、毎年５月にシロウオ

漁を行っています。そしてサケは、秋に産卵期をむかえ、赤石川・中村川・鳴沢川をの

ぼります。シロウオやサケなどが川で産卵するのは、川の環境が産卵に適しているから

です。

　このようにさまざまな魚やカニが生息しているのは、３本の川が生き物にとってすみ

やすい環境だからです。

（2）川に生息する生物

　鰺ヶ沢町には、赤石川、中村川、鳴沢川の３本の大きな川が流

れているんだ。川の水は、農業用水に使われているんだ。また、

中村川は水道水や水力発電に、赤石川は魚の増殖にも使われてい

るんだよ。川には魚やカニなどが生息しているけど、川の環境に

よって生息する数は違うんだ。

　３本の川の中で最も長い川は、中村川だよ。川を長い順番に並べられるように

なろうね。

川を長い順番に並べてみましょう

赤石川でアユ釣りを楽しむ人たち
づ

なるなか むら

そそとちゅう
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ちょうおこな さ こと

ちがすい
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あじ が さわまち
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20.5km

44.9km

44.6km
赤石川

中村川

鳴沢川

弘前市

西目屋村
にし め や むら

弘前市弘前市

鰺ヶ沢町

深浦町
ふかうらまち

深浦町深浦町深浦町
ふかふかふかうらうらうらまちまちまち

西目屋村
にし め や むら

西目屋村西目屋村西目屋村
にしにしにし めめめ ややや むらむらむら

町で一番長い

川は、中村川

だよ！
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アユとサケの放流

幻の魚と呼ばれるイ

トウを鰺ヶ沢町で養

殖しているんだ！

魚の増殖と養殖って、

どう違うのかな？

　鰺ヶ沢町では、アユとサケの増殖に取り組んでいます。増殖とは、卵から一定の大き

さになるまで育て、放流することです。魚介類の水あげ量を確保するために行われる漁

業で、栽培漁業とも呼ばれます。

　サケの増殖は、１９７８（昭和５３）年、青森県が始めました。サケの水あげ量を増

やすことが目的です。いまは、青森県から任された鯵ヶ沢町漁業協同組合がサケから採

卵して育て、５ｃｍほどに成長する４月上旬、赤石川と中村川に放流しています。放流

したサケは成長にあわせて日本海沿岸からオホーツク海、北太平洋などを回り、産卵す

る時に産まれた川に戻る習性があるといわれています。

　一方、アユは、１９９１（平成３）年から、町が試験的に飼育を始めました。赤石川

に生息する「金アユ」と呼ばれるアユを守り、生息数を増やすためです。アユは、町内

のアユ種苗生産施設で９月中旬ころに採卵し、ふ化させます。その後、中間育成施設に

移動させ、１２ｃｍほどの大きさに成長する５月下旬から６月上旬ころ、川に放流しま

す。２０２１（令和３）年現在、町で増殖したアユは２３漁協と1団体に出荷され、赤

石川と中村川を含む、青森県内２０河川に放

流されています。その数は、約３２万尾にお

よびます。青森県で放流されているほとんど

のアユが、鰺ヶ沢町で増殖されたアユです。

（1）アユとサケの増殖

8. 川のめぐみ　魚の増殖と養殖
　鰺ヶ沢町では、アユとサケの増殖のほかに、イトウの養殖にも取り組んでいます。養

殖とは、魚介類を大きくなるまで人の手で育て、販売する漁業です。増殖と養殖の大き

な違いは、増殖は魚を放流しますが、養殖は魚を大きくなるまで育て、放流はしない点

です。

　イトウは、現在日本では北海道の一部にしか自生していないことから「幻の魚」と呼

ばれる魚です。町は、そのイトウを新しい特産品とするために、１９８５（昭和６０）

年から養殖を始めました。イトウを養殖し販売するのは全国でもめずらしい取り組みで

す。

　イトウの養殖には、白神山地から流れる豊富な沢の水を利用しています。この沢の水

は、季節を通して水量や水温が一定に保たれているため、冷水性のイトウを養殖するの

に適した環境なのです。２０２１（令和３）年現在、約１万５千尾のイトウを養殖して

います。その中で、最も大きなイトウの大きさは約１.２ｍ、重さは１０ｋｇほどありま

す。

　イトウは油ののりが良いことから「川のトロ」とも呼ばれます。養殖されたイトウは、

鰺ヶ沢町をはじめ、県内外の飲食店や宿泊施設などに販売されています。

（2）イトウの養殖

アユは、増殖のほかに、養殖も
してるんだよ。大きく育ったア
ユは、食用やおとりアユとして
販売しているんだ。
はんばい

増殖場と養殖場を見学してみましょう

一ッ森地区のアユ養殖施設

出荷用のイトウ
（４年魚・約５０ｃｍ）

放流時期

放流場所

放流時の大きさ

放流した数
2021（令和3）年

サケ アユ

4月上旬 5月下旬～6月上旬

赤石川、中村川
赤石川、中村川、
青森県内18河川

サイズ 約5cm
重さ 約1g

サイズ 約12cm
重さ 約6ｇ

約2万尾 約32万尾

採卵・ふ化させるための親魚
（８年魚・約８０ｃｍ）
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　鰺ヶ沢町では、魚の増殖と養殖を行っているんだね。増殖して

いるのは、サケとアユ。養殖しているのはイトウだよ。アユは食

用やおとり用として一部を養殖もしているんだ。町内の飲食店で

食べてみようね。

　町内にある増殖場と養殖場は、見学することができるよ。でも、

係の人はいろんな仕事をしているから、見学する前に申しこみが必要だよ。見学

するときは、家族や友達もさそってグループで行こうね。
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鰺ヶ沢町のアスパラ

ガス作付面積は、青

森県内で一番なん

だ！

鰺ヶ沢町の農家では、

どんな農産物を生産

しているのかな？

　町の発表によると、鰺ヶ沢町で農産物を生産し販売している農家の数は、２０２０（令

和２）年現在、４５５戸です。２００５（平成１７）年に９１４戸あった農家の数は、

１５年間で４５９戸減りました。また、農家の半分以上は兼業農家で、農業を営みなが

ら農業以外からも収入を得ています。

　農家が生産する農産物の種類は、農家によって異なります。米だけを生産している農

家もあれば、果樹類だけを生産している農家もあります。また、米・果樹類・野菜と、

複数の農産物を生産している農家もあります。中でも最も多いのは米だけを生産する農

家です。次に多いのは、果樹類だけを生産する農家と、米・果樹類・野菜と複数の農産

物を生産する農家です。町で生産された農産物は、どこへ出荷されているのでしょうか。

　出荷先は、農家や生産物によって異なります。たとえば、農協や市場に出荷している

農家もあれば、インターネットなどで消費者に直接販売している農家もあります。その

うち、農協や市場に出荷された農産物は、卸売業者を通じて県内外のスーパーマーケッ

トなどで販売されています。また、農家が直接町内のスーパーマーケットや海の駅わん

どなどの産地直売施設に出荷した農産物は、生産者の名前を表示して販売されています。

（1）鰺ヶ沢町の農業

9. 大地のめぐみ　町の農業
　鰺ヶ沢町の農地で最も広いのは、田んぼです。２０２０（令和２）年の田んぼの面積

は２１．５９ｋ㎡です。果樹園と畑を合わせた面積は１４．２９ｋ㎡。それぞれの農地

では、どのような農産物が生産されているのでしょうか。

　田んぼで生産されているのは米です。田んぼの面積は、２００２（平成１５）年以降、

あまり変わりません。しかし、米を生産する農家の数や収穫量は減少しています。

　果樹園では、主にリンゴが生産されています。そのうち、販売を目的にリンゴを生産

している面積は、２０１５（平成２７）年時点では２．４５ｋ㎡でした。それから５年

後の２０２０（令和２）年には４．１２ｋ㎡に増えました。一部の果樹園では、ブドウ

も生産されています。

　一方、畑で生産される農産物はさまざまです。販売を目的に作付されている面積が一

番広いのは大豆です。次に広いのは小麦とアスパラガス。その次はスイカです。中で

もアスパラガスの作付面積は、青森県内で一番です。

　このように町の農地では、さまざまな農産物が生産され、町内外で販売されているの

です。

（2）町の農産物

　鰺ヶ沢町で農業を営む農家は、２０２０（令和２）年現在、４５５

戸あるんだね。その半分以上は兼業農家なんだ。

　鰺ヶ沢町の農地では、米やリンゴ、さまざまな野菜が生産されて

いるんだよ。中でも、アスパラガスの作付面積は、青森県内で一番

なんだ。

　「地産地消」って聞いたことあるかな？　地元で生産された農産物を地元で消

費するってことだよ。鰺ヶ沢町で生産された農産物を食べようね。

鰺ヶ沢町で生産された農産物を食べましょう

ショッピングセンターパルの
鰺ヶ沢町で生産された農産物コーナー

アスパラガス畑
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ＡＢＩＴＡＮｉＡ

ジャージーファーム

は、乳牛を飼ってい

るよ。

長谷川自然牧場は、

豚とニワトリを飼っ

ているんだよ。

　鰺ヶ沢町の鳴沢地区には、畜産業を営む２つの牧場があります。北浮田町の「長谷川

自然牧場」と、建石町の「ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファーム」です。まずは、長谷

川自然牧場の特徴を見ていきましょう。

　長谷川自然牧場が牧場を始めたのは、１９８６（昭和６０）年です。２０２２（令和

４）年現在、食肉用の豚とたまご用のニワトリを飼養しています。飼養とは、家畜に飼

料を与えて育てることです。

　長谷川自然牧場の飼養方法には、３つのこだわりがあります。一つは、豚やニワトリ

のエサです。エサは、残飯や野菜、果物、海水、殺菌効果がある炭などを発酵させたも

のです。二つ目のこだわりは、環境づくりです。家畜が生活する小屋の消毒は、薬剤で

はなく「木酢」を使っています。そして三つ目は、豚を長く飼養することです。一般的

な食肉用の豚の飼養期間は約６～７カ月ですが、長谷川自然牧場では、約１０カ月育て

て出荷しています。

　長谷川自然牧場の豚は、出荷された後、主に食肉用やウインナー・ハムなどに加工さ

れます。そしてたまごは、一つひとつていねいにふいて出荷します。豚肉や加工品、た

まごは、海の駅わんどをはじめ、町内外のスーパーなどで

販売されています。また、飲食店にも供給されています。

（1）長谷川自然牧場

10. 大地のめぐみ　町の畜産業
　もう一つの牧場、ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームの特徴を見てみましょう。

　ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームが牧場を始めたのは、１９９０（平成２）年で

す。２０２２（令和４）年現在、約１００頭の乳用牛を飼養しています。その種類は、

ジャージー種とホルスタイン種です。牧場では、子牛を産んだメス牛の乳をしぼり、牛

乳や乳製品を生産しています。そしてオス牛は大きくなるまで育て、食肉用として出荷

しています。

　ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームでは、牛を放し飼い式の牛舎で飼養していま

す。つなぎ留めていないので、牛は牛舎を自由に出入りしながら行動しています。乳し

ぼりは、朝と夕方の一日２回。ホルスタイン種からしぼった牛乳は、「全農あおもり」

に出荷しています。一方、ジャージー種からしぼった牛乳は、牧場にある「Ｃａｆｅ　

ＭｉｌＭｕ」などで販売しています。

　ＭｉｌＭｕは、２０１６（平成２８）年にオープンしました。牛乳の販売のほか、ソ

フトクリームやヨーグルトなどの乳製品、食肉の加工製造・販売をしています。また、

季節によって、店内で牛乳を使ったスープなどを味わうこともできます。ＭｉｌＭｕで

つくられた商品の一部は、町内外の宿泊施設などにも供給されています。

（2）ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファーム

　鰺ヶ沢町には、２つの牧場があるんだよ。その一つ、長谷川自然

牧場では、食肉用の豚とたまご用のニワトリを飼養しているんだ。

もう一つの牧場、ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームでは、乳用

牛のジャージー種とホルスタイン種を飼養しているんだよ。

　私たちは、豚肉や牛肉、たまご、魚介類などを食べて生きている

よね。こうした食べ物は、生き物から命をいただいているんだよ。命に感謝して、

残さずに食べようね。

命のめぐみに感謝しましょう

長谷川自然牧場の豚舎の様子 海の駅わんどの商品コーナー

ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームの
ジャージー種

Ｃａｆｅ　ＭｉｌＭｕの加工品

【提供：ABITANiAジャージーファーム】
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焼きイカ通りの焼き

イカって、店によって

特徴があるんだよ！

鰺ヶ沢ヒラメのヅケ

丼と鰺ヶ沢イカメン

チって知ってる？

　鰺ヶ沢町は海に面していることから、昔からさまざまな魚介類が食べられてきました。

中でも、ヒラメとイカは、町民に親しまれてきた魚介類です。特にヒラメは、お正月や

お祝い事の時などに、主に刺身で食べられてきました。また、イカは、焼きイカやイカ

メンチなどとして、おかずやおやつとして親しまれてきました。

　鰺ヶ沢町では、町民に親しまれてきたヒラメとイカを使って、町の活性化を図る取り

組みが行われています。それが「鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼」と「鰺ヶ沢イカメンチ」です。

　ヒラメのヅケ丼は、ヒラメの刺身をタレにつけこみ、味がしみこんだヒラメの刺身を

ご飯の上にのせた丼です。ヒラメは、日本海で育った天然のヒラメです。ヅケ丼は、店

ごとにタレや盛りつけが違い、それぞれ特徴あるヅケ丼を味わうことができます。

　一方、イカメンチは、細かく刻んだイカゲソと野菜を小麦粉などと混ぜあわせ、油で

あげたものです。イカメンチは、津軽各地にありますが、野菜よりもイカゲソの量が多

いことが鰺ヶ沢イカメンチの特徴です。使う野菜は、主にタマネギやニンジンですが、

つくる人によってはキャベツや白菜などを加えます。

　ヒラメのヅケ丼とイカメンチは、町内の飲食店で食べることができます。また、町内

外のスーパーでも弁当や総菜として販売され、多くの人に親しまれています。

（1）ヒラメのヅケ丼とイカメンチ

11. 味わう　ヒラメとイカを使った町グルメ
　鰺ヶ沢町の道路沿いには、鳴沢地区と赤石地区にまたがって、たくさんの焼きイカ店

が建ち並んでいます。このことからこの通りは、「焼きイカ通り」と呼ばれ、２０２２

（令和４）年現在、６つの店が並んでいます。

　焼きイカ店の始まりは、１９６５（昭和４０）年ごろです。当時、個人の家をまわっ

て魚介類を販売する「行商」をしていた由利商店と加藤鮮魚店が焼きイカの販売を始め

ました。焼きイカがよく売れたことから、次々に店が増えていきました。

　焼きイカは、開いたスルメイカを太陽と潮風に当てて干し、炭火で焼いたものです。

つくり方は同じでも、店ごとに味に特徴があります。その理由の一つは、イカを干す時

間の長さにあるといわれます。イカを干す時間が短ければ、身がやわらかくしっとりと

した焼きイカになります。逆に干す時間が長ければ、味がこい焼きイカになります。

それぞれの店では、天気や風の強さなどを見て、干す時間を調整しているのです。

　焼きイカ通りの風景は、干したイカが白いカーテンのように見えることから「イカの

カーテン」とも呼ばれています。焼きイカ通りには、焼きイカやイカの塩からなどを

求めて、県内外から多くの人が訪れています。

（2）焼きイカ通り

　鰺ヶ沢町では、昔から町民に親しまれてきたヒラメとイカを使

って、町を活性化する取り組みが行われているんだ。「鰺ヶ沢ヒ

ラメのヅケ丼」と「鰺ヶ沢イカメンチ」だよ。

　また、鳴沢地区と赤石地区にまたがる焼きイカ通りでは、それ

ぞれの店で味に特徴がある焼きイカが売られているんだ。

　鰺ヶ沢町の観光情報を発信しているホームページ「あじ行く？」では、鰺ヶ沢

ヒラメのヅケ丼や鰺ヶ沢イカメンチ、焼きイカ店が紹介されているよ。お店を調

べてみようね。

お店を調べてみましょう

鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼 鰺ヶ沢イカメンチ

スルメイカを干している様子
（イカのカーテン）

スルメイカを焼いている様子
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季節ごとの主な農作業体験

主な牧場の体験コース

春

夏

秋

冬

作 　 業 　 内 　 容季 節

長谷川自然牧場

稲の育苗、田植え、野菜の種まき、さくらんぼの収穫など

トマト・枝豆・すいかなどの野菜の収穫など

ジャガイモ・なすなどの野菜の収穫、りんごの収穫、稲刈りなど

りんごの木の剪定、マキ割りなど

ソーセージづくり、お菓子づくり（シュークリーム・ケーキなど）

天然酵母パンづくりなど

ＡＢＩＴＡＮｉＡ
ジャージーファーム 乳しぼり体験、バターづくり体験、作業体験（エサやり、ブラッシングなど）

春～秋の期間体験できます

一年中体験できます

こう ぼ

畜産業体験では、動

物とふれあったり、

エサやりなどを体験

できるよ。

農業体験って、どん

な作業を体験できる

のかな？

　鰺ヶ沢町には、農業を体験できる農場があります。どのような作業を体験できるのか、

見ていきましょう。

　時期によってさまざまな農作業を体験できるのは、建石町の「風丸農場」と北浮田町

の「今ファミリーファーム」です。風丸農場では、米とりんごやさくらんぼなどの果実

を栽培しています。一方、今ファミリーファームでは、米とりんご・野菜を栽培してい

ます。

　２つの農場で体験できる内容は、時期によってさまざまです。たとえば、春は稲の苗

を育てる作業や田植えを体験できます。風丸農場では、さくらんぼの収穫、今ファミリー

ファームでは、野菜の種まきも体験できます。夏は、りんごの実すぐり体験。今ファミ

リーファームでは、野菜の収穫も体験できます。そして秋には、りんごの収穫や稲刈り。

冬は、りんごの木のせん定やマキ割りなどが体験できます。

　すいかの収穫を体験できる農場もあります。赤石町の「カネヒラファーム」です。体

験期間は、８月上旬から下旬までです。

　農業体験では、農業を営む農家の人たちとふれあいながら、米や野菜、果樹類がどの

ように育つのかを学ぶことができます。

（1）農業体験

12. ふれあう　産業体験
　鰺ヶ沢町の２つの牧場では、畜産業を体験することができます。長谷川自然牧場とＡ

ＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームです。

　長谷川自然牧場で体験できるのは、動物とのふれあいや牧場体験、加工品づくりなど

です。牧場体験では、ニワトリのたまご集めやエサやりなどを体験できます。また、加

工品づくりでは、牧場で生産された豚肉やたまごを使って、ソーセージやお菓子などを

つくります。

　一方、ＡＢＩＴＡＮｉＡジャージーファームで体験できるのは、牛とのふれあいや加

工品づくりです。牛とのふれあいでは、乳しぼりやエサやり、牛のブラッシング、子牛

の散歩などを体験できます。また、加工品づくりでは、牧場で生産された牛乳を使って、

バターをつくります。

　畜産業体験では、動物とふれあい、畜産業の仕事、命や食の大切さを学ぶことができ

ます。

（2）畜産業の体験

　鰺ヶ沢町では、農業と畜産業が体験できるんだよ。

　農業体験は、時期によって体験できる内容が違うんだ。田植え

や野菜の種まきを体験できるのは春だよ。そして、夏は野菜の収

穫。りんごの収穫や稲刈りを体験できるのは秋だよ。

　畜産業を体験できるのは、長谷川自然牧場とＡＢＩＴＡＮｉＡ

ジャージーファームだよ。動物とふれあったり、エサやりも体験

できるよ。

　農業や畜産業は、私たちの生活を支える大切な産業だよ。どんな仕事なのか、

体験してみようね。体験するには予約と体験料が必要だよ。行く前に確認してね。

また、やってみたい作業があったら、いつ体験ができるのか聞いてみてね。

産業を体験してみましょう
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大ブナ

広葉樹群落

東屋

野鳥観察舎

羽響の池

聴診器

大ミズナラ

（ブナ・クルミ・
　ミズナラ・トチノキ）

A

F

E

G

D

B

ちょう

こうようじゅぐんらく

しん

かん

う きょう

さつ しゃ

き

総合案内休憩所

「くろもり館」

聴診器

森の
湧きつぼ

谷の底から水がわき

出ている場所がある

んだよ！

「白神の森 遊山道」

って、どんなところ？

　鰺ヶ沢町の黒森地区に、「白神の森　遊山道」があります。世界自然遺産に登録され

た地域と同じような自然を体感できる場所で、散策道が整備されています。

　白神の森は、江戸時代、田んぼに水を引くための弘前藩の領地で、木を切ることが禁

じられていました。また、明治時代以降も植林や伐採をすることなく、黒森地区の人々

によって大切に守られてきました。こうして長い間、守られてきたことから、遊山道に

は、ブナが原生的な状態で残っているのです。

　遊山道の道は、昔、山仕事をする人々が利用した細く険しい道の名残です。そのため、

散策道は、遊歩道と呼ぶには少し険しく、登山道と言うほどには厳しくない道です。こ

のことから「遊山道」と名づけられました。遊山道には、「ブナ群落」や「森の湧きつ

ぼ」などがあります。　

　遊山道は、原生的な景観を間近に観察しながら、散策を楽しめる場所なのです。

（1）白神の森　遊山道

13. ふれあう　白神の森　遊山道
　白神の森　遊山道では、散策するコース別にプランがあり、白神山地に詳しいガイド

が案内してくれます。ガイドと一緒に散策することで、ブナの木や白神山地に自生する

植物など、多くのことを知ることができます。

　白神の森　遊山道を散策するには、鰺ヶ沢町役場内の政策推進課へ申しこみと入山料

が必要です。また、白神山地などを案内してくれるガイドツアーもあり、プランによっ

て予約や料金が必要です。

（2）ガイドツアー

　白神の森　遊山道では、世界自然遺産に登録された地域と同じよ

うな自然を体感できるんだよ。ガイドが案内してくれるから、白神

山地について、より詳しく知ることができるよ。

　白神の森には、さまざまな動物がすんでるんだ。クマが出ること

もあるんだって。ガイドツアーに参加して、安全に白神の森を楽し

もうね。

　ガイドツアーは、いつ行われているのかな？　詳しく知りたい時は、鰺ヶ沢町

役場内　政策推進課に相談してみるといいよ。

白神の森　遊山道を歩いてみましょう

そうだん

■短時間で満喫コース
約４５分～１時間

A B E G A

■森のせせらぎコース
約１時間～１時間３０分

A AB E F E G

白神の森の散策道 クマの爪あとが残るブナの木 出入口の湧き水
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遊漁券が必要な魚種と遊漁期間

山・川・海でもいろ

いろ体験できるんだ

よ！

鰺ヶ沢町にあるゴル

フ場とスキー場に行

ったことある？

　鰺ヶ沢町の中村地区には、ゴルフ場とスキー場があります。いずれも岩木山のふもと

のなだらかな自然の地形を利用してつくられました。

　ゴルフができるのは「青森スプリング・ゴルフクラブ」です。ゴルフ場には、初心者

から上級者まで楽しめる、１８ホールのコースがあります。このコースは、世界で活躍

したアメリカのプロゴルファー「アーノルド・パーマー」によって設計されたものです。

　一方、スキーやスノーボードなどのスポーツを楽しめるのは「青森スプリング・スキ

ーリゾート」です。スキー場には、初級・中級・上級の１４コースがあります。最も長

いコースの長さは、３．４ｋｍ。晴れた日には、ゲレンデから日本海や津軽平野を見わ

たすことができます。また、雪で作ったかべを使ってジャンプやスピン、ちゅう返りな

どの技をくり広げる、ハーフパイプなどもあります。ハーフパイプは、全日本大会など

でも利用されています。

　ゴルフを楽しめるのは、４月下旬から１１月中旬まで。スキーやスノーボードなどを

楽しめるのは、豊富な雪が降る１２月中旬から４月上旬までです。鰺ヶ沢町ならではの

自然の地形を利用したゴルフ場やスキー場には、県内外や国外から毎年多くの利用客が

訪れています。　

（1）鰺ヶ沢町ならではのスポーツ

14. ふれあう　町ならではのスポーツと自然体験
　自然の中で楽しめるのは、スポーツだけではありません。鰺ヶ沢町には山・川・海が

あり、さまざまな自然体験ができます。山・川・海ごとに見ていきましょう。

　まず、山で気軽に体験できるのは山歩きです。町内には、白神山地をガイドと歩くツ

アーがあり、初めて山歩きをする人でも安心して楽しめます。季節によっては、ストッ

クを持って山道を歩くノルディックウォークや、スノーシューをはいて雪の上を歩くツ

アーなども行われています。

　一方、川で体験できるのは、川釣りやスタンドアップパドルなどです。スタンドアッ

プパドルとは、専用のボードに乗ってパドルをこぎながら水上を進むもの。中村川の下

流から日本海まで、水の上から自然の音や景色を楽しむことができます。

　そして、海で体験できるのは、海釣りや海水浴などです。町の海水浴場は、はまなす

公園と新設海浜公園の２カ所。いずれも、７月中旬の海開きから８月中旬まで海水浴が

楽しめます。

　鰺ヶ沢町は、山・川・海の自然にめぐまれた町です。町では、この豊かな自然を活用

した、さまざまな自然体験ができるのです。

（2）鰺ヶ沢町ならではの自然体験

　鰺ヶ沢町に、ゴルフ場とスキー場があるのは知ってるかな？　春

から秋まではゴルフ、冬はスキーやスノーボードが楽しめるんだ。

　スポーツのほかにも、山・川・海の自然の中でさまざまな体験が

できるよ。山では山歩き、川では川釣りやスタンドアップパドル。

そして、海では海釣りや海水浴。体験の種類によっては、料金や予

約が必要だよ。町でどんな自然体験ができるか、「あじ行く？」や施設などのホ

ームページで探して、体験してみようね。　

自然とふれあってみましょう

遊漁料

赤石川 中村川

遊漁期間

1日

1年

アユ

ヤマメ

イワナ

ウグイ

カジカ

コイ

800円

6,000円

400円

3,000円

青森スプリング・ゴルフクラブ 青森スプリング・スキーリゾート

スタンドアップパドル
（７月下旬～9月末）

7月1日～翌年3月31日
4月1日～9月30日

4月1日～9月30日

1月1日～12月31日

1月1日～12月31日 ―
1月1日～12月31日―【提供：GOOD ADVENTURE】

【提供：青森スプリング・スキーリゾート】【提供：青森スプリング・ゴルフクラブ】

なかむら いわ き さん

あお もり しょ しゃしん
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あじがさわレンタサイクル

タクシープラン

赤石渓流とくろくまの滝コース ６月上旬～１０月下旬

鰺ケ沢駅→くろくまの滝散策→海の駅わんど→鰺ケ沢駅

光信公の館見学と海の駅コース ５月１日～１０月３１日の金・土・日

鰺ケ沢駅→光信公の館→海の駅わんど（鰺ケ沢相撲館）→鰺ケ沢駅

じょうけん

き ほん

たき じょうじゅん じゅん

さん さく

す もうかん

げあか いしけいりゅう

やかたみつのぶこう

鯵ヶ沢町でお買い物30分プラン

鰺ケ沢駅→焼きイカ通り→鰺ケ沢駅
鰺ケ沢駅→海の駅わんど→鰺ケ沢駅

このほかにも、わさおファミリー
「ちょめ」に会いに行くプランや、菜の
花畑を見に行くプランなどもあるん
だよ。

鰺ヶ沢町を観光する

には、どんな移動手

段があるのかな？

鰺ケ沢駅の中に「鰺

ヶ沢町観光案内所」

があるんだよ。

　毎年多くの観光客が、鰺ヶ沢町を訪れています。町の発表では、２０１９（令和元）年

に町を訪れた観光客の数は、約６４万４千人です。観光客の中には、何度も町を訪れて

いる人もいれば、県外や外国から初めて町を訪れる人もいます。そして、初めて町を訪

れる人の中には、鰺ヶ沢町のことを良く知らない人もいます。こうした観光客に役立つ

のが、観光案内所です。観光案内所の場所と役割を見ていきましょう。

　鰺ヶ沢町には、２カ所の観光案内所があります。鰺ケ沢駅の中の「鰺ヶ沢町観光案内

所」と海の駅わんどの中の「観光情報コーナー」です。観光案内所には、たくさんのパ

ンフレットやチラシが置かれています。鰺ヶ沢町の見所が書かれたパンフレットや地図、

町内の宿泊施設や飲食店のチラシなどさまざまです。また、観光客の問いあわせに答え

るスタッフがいます。観光客は、スタッフに鰺ヶ沢町についていろいろたずねます。主

な問いあわせは、鰺ヶ沢町ならではの名所や食べ物、目的地への移動手段などです。こ

うした問いあわせに答え、鰺ヶ沢町を案内するのが、観光案内所の役割です。

　また、鰺ヶ沢町観光案内所では、自転車の貸し出しもしています。「あじがさわレン

タサイクル」です。レンタサイクルは、観光客はもちろん、「あじバス」や「五能線」

を利用して買い物に来る町民なども利用することができます。

（1）町の観光案内所

15. むかえる　観光案内所と移動手段
　鰺ヶ沢町は、青森県内で八番目に面積が広い町です。江戸時代の街並みや文化がいま

も残る鰺ヶ沢地区。山や川など自然が豊かな赤石地区。スキーやゴルフなどのスポーツ

やキャンプが楽しめる中村地区。鰺ケ沢駅や多くの商業施設がある舞戸地区。そして、

春になると菜の花畑を楽しめる鳴沢地区。観光客は、このように見所が広い範囲にまた

がる鰺ヶ沢町を観光するには、どのようにして移動したら良いのでしょうか。

　町内を移動する主な手段は、レンタサイクルとバス、そしてタクシーです。レンタサ

イクルは、鰺ヶ沢地区や舞戸地区を回るのに便利です。しかし、広い範囲を移動するの

には適していません。広い範囲を移動するのに便利なのは、バスとタクシーです。バス

は、町と町外をつなぐ路線バスと町内各地を運行するコミュニティバス「あじバス」が

あります。あじバスは１４路線があり、町の主要な場所に１１６カ所のバス停がありま

す。運賃は、町内どこまで乗っても１乗車１００円です。また、決められたフリー乗車

区間では、好きな場所で乗り降りすることができ便利です。一方、タクシーは、料金は

かかりますが、いつでも行きたい場所に行けるので便利です。タクシーには、運転手が

観光案内をするタクシープランもあり、季節や目的によってお得に利用することもでき

ます。

　鰺ヶ沢町の移動手段は、レンタサイクルとバス、タクシーです。広い範囲を観光する

には、目的にあわせて乗り物を選ぶことができます。

（2）観光客の移動手段

　毎年多くの観光客が鰺ヶ沢町を訪れているんだよ。観光客は、鰺

ヶ沢町について良く知らないから、宿泊施設やお店、移動手段など

を聞かれたら教えてあげようね。移動手段は、レンタサイクルとバ

ス、タクシーだよ！　自分が知らないことを観光客に聞かれたら、

観光案内所があることを教えてあげてね。

観光客に聞かれたら教えてあげましょう

鰺ケ沢駅にある観光案内所

貸し出し・返す場所 鰺ヶ沢町観光案内所

貸し出し期間 ４月１日～１０月３１日

貸し出し時間 午前８時３０分～午後４時

基本料金
（３時間以内）

貸し出し条件
体調良好な方
中学生以上の方

電動アシスト自転車 ５００円

【鰺ヶ沢町観光ポータルサイト「あじ行く？」より】
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赤石・中村地区の宿泊施設

舞戸・鳴沢地区の宿泊施設

旅館・
ホテル

簡易
宿所

中村

中村

赤石

赤石

赤石

施 　 設 　 名 住 所種 別

白神自然一ツ森校
「くまげらの家」

民宿東洋赤羽

長平青少年旅行村
鰺ヶ沢キャンピングパーク

ロックウッド・ホテル＆スパ

熊の湯温泉旅館

旅館・
ホテル

舞戸

舞戸

舞戸

施 　 設 　 名 住 所種 別

鰺ヶ沢温泉ホテルグランメール山海荘

鰺ヶ沢温泉水軍の宿

尾野旅館
簡易
宿所 鳴沢長谷川自然牧場

は せ がわ し ぜんぼくじょう

お の

温泉がある宿泊施設

や、キャンプができ

る場所もあるんだよ。

鰺ヶ沢町には、どん

な宿泊施設があるの

かな？

まちさわが せんあじ

せつしはくしゅく

おん

　鰺ヶ沢町には、宿泊できるホテルや旅館、簡易宿所があります。簡易宿所とは、住宅

などを活用した施設や民宿のことです。宿泊施設の中には、温泉や山歩きツアー、産業

体験ができるなど、特徴のある施設もあります。

　鰺ヶ沢町の宿泊施設を利用する人の目的は、人それぞれ。たとえば、観光で町を訪れ

る人もいれば、仕事で訪れる人もいます。中には、宿泊施設の部屋や食事、サービスな

どが気に入り、宿泊することが目的の人もいます。

　舞戸・鳴沢地区にある宿泊施設のうち、温泉がある宿泊施設は２軒。「鰺ヶ沢温泉ホ

テルグランメール山海荘」と「鰺ヶ沢温泉水軍の宿」です。２軒とも、日帰りで温泉を

利用することもできます。また、ホテルグランメール山海荘では、季節によってヨガや

地吹雪体験などの体験メニューも実施しています。

　舞戸・鳴沢地区の宿泊施設の多くは、駅や海の近くにあります。そのため、鉄道を利

用して鰺ヶ沢町を訪れる人などに便利です。

（1）舞戸・鳴沢地区の宿泊施設

16. むかえる　町の宿泊施設
　自然豊かな赤石・中村地区の宿泊施設は、海や赤石川、スキー場・ゴルフ場の近くに

あります。

　赤石・中村地区の宿泊施設のうち、温泉がある宿泊施設は２軒です。「ロックウッド

・ホテル＆スパ」と「熊の湯温泉旅館」です。いずれも、日帰りで温泉を利用すること

もできます。また、白神山地のガイドツアーなども行っています。

　一方、「民宿東洋赤羽」には、貸し切りの漁船で海釣りを体験する宿泊プランがありま

す。釣りの時間によっては、釣った魚を料理して味わうこともできます。そして、「長平

青少年旅行村・鰺ヶ沢キャンピングパーク」には、ログハウスやバンガロー、大型研修

棟があります。ログハウスには、キッチンや冷蔵庫、お風呂なども備わっています。ま

た、キャンプを楽しむこともでき、バーベキューコーナーやドッグランも整備されてい

ます。

　赤石地区と中村地区の宿泊施設は、海や川、スキー場・ゴルフ場の近くにあります。

豊かな自然を楽しみたい人やゴルフ場・スキー場を利用する人などに便利です。

（2）赤石・中村地区の宿泊施設

【提供：鰺ヶ沢温泉ホテルグランメール山海荘】

鰺ヶ沢温泉ホテルグランメール山海荘の露天風呂
ろてんぶ ろ

長平青少年旅行村・鰺ヶ沢キャンピングパーク
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　鰺ヶ沢町には、ホテルや旅館・簡易宿所などの宿泊施設がある

んだ。施設によっては、温泉や体験メニューがあるところもある

んだよ。また、鰺ヶ沢キャンピングパークには、ログハウスやバ

ンガローがあるよ。バーベキューコーナーなどを、日帰りで利用

することもできるんだ。

　鰺ケ沢駅から近い宿泊施設はどこかな？　温泉があるのは？　鰺ヶ沢町の宿泊

施設を聞かれたら、教えてあげられるようになろうね。鰺ヶ沢町の宿泊施設につ

いて、「あじ行く？」のホームページで調べてみてね。

白神の森　遊山道を歩いてみましょう
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鰺ヶ沢相撲館

鰺ヶ沢相撲館には舞

の海の化粧まわしも

展示されているよ！

海の駅わんどには、お

店がいっぱいあるよね。

　鰺ヶ沢町には、海の駅わんどがあります。わんどは、２００２（平成１４）年に、町

の観光と農林水産物の拠点としてオープン。２０２２（令和４）年に２０周年をむかえ

ました。２０２２（令和４）年現在、魚介類や農産物、おみやげなどを販売するお店や

飲食店、多目的広場、鰺ヶ沢相撲館があります。

　海の駅わんどで魚介類を販売しているのは、「鰺ヶ沢町漁協直売所」です。わんどの

近くにある鰺ヶ沢漁港に水あげされた新鮮な魚介類や加工品などを販売しています。そ

して、農産物を販売しているのは、農産物直売所「あじ・彩・感」です。あじ・彩・感

では、主に鰺ヶ沢町で収穫された野菜や果実のほか、総菜やお菓子などを販売しています。

　飲食店は、食堂・おみやげ品「どん」と「おそばやさん和」。この２つの飲食店は、

食事ができます。どんでは、ヒラメのヅケ丼をはじめ、海の幸を使った丼などを味わう

ことができます。そして、「ＣＡＦＥ 水とコーヒー」では白神山地の水を使ったコー

ヒーを。「マルゴトジュース」では地元の果実を使ったジュースを味わうことができ

ます。また、焼きイカのお店もあります。

　海の駅わんどは、鰺ヶ沢町の観光と農林水産物の拠点です。鰺ヶ沢町ならではの

魚介類や農産物、おみやげ品、食べ物などを求め、２０１９（令和元）年には、県

内外から約１９万５千人の人が訪れました。

（1）海の駅わんど

17. むかえる　海の駅わんど
　海の駅わんどの二階に、「鰺ヶ沢相撲館～舞の海ふるさと桟敷～」があります。鰺ヶ

沢相撲館では、日本の国技である相撲の伝統や文化、舞の海をはじめとする郷土出身力

士の活躍などを紹介しています。鯵ヶ沢相撲館を設計したのは、工業デザイナーの水戸

岡鋭治さんです。水戸岡さんは、ＪＲ九州の観光列車「アクアエクスプレス」や「なな

つ星ｉｎ九州」など、数多くの鉄道車両や駅舎などをデザインした方です。また、建築

を担当したのは鰺ヶ沢町出身の戸澤忠蔵さん。戸澤さんは、皇居内の宮殿や迎賓館、国

会議事堂などの内装、国内外の高級ホテルの家具などを数多く手がけています。

　鰺ヶ沢相撲館は、「力士回廊」「土俵桟敷」「舞の蔵」の展示室と、休憩スペースなど

に利用できる「相撲茶屋」があります。まず、入口を入って目を引くのは大相撲の土俵

を３分の２の大きさで再現した土俵桟敷です。土俵の奥にある大きなスクリーンでは、

舞の海と小錦の名勝負をはじめ、名力士の取組が上映されています。また、土俵のまわ

りには座布団が置かれ、大相撲見物の気分を味わえます。

　一方、力士回廊や舞の蔵では、鰺ヶ沢町出身力士「舞の海」の少年時代から大相撲で

の活躍のほか、舞の海の髷、衣類、化粧まわしなどを展示しています。また、土俵のつ

くり方や行司の役割などもパネル展示されています。

　相撲の王国と呼ばれる青森県。そして鰺ヶ沢町もまた、昔から相撲が盛んな町です。

相撲の伝統や文化、郷土出身力士の活躍を知ることができるのが、鰺ヶ沢相撲館です。

（2）鰺ヶ沢相撲館～舞の海ふるさと桟敷～

　海の駅わんどは、鰺ヶ沢町の観光と農林水産物の拠点なんだよ。

わんどには、魚介類や農産物、おみやげ品などを販売するお店があ

るんだ。ご飯を食べたり、コーヒーを飲んだりできるよ。また、観

光情報コーナーや鰺ヶ沢相撲館もあるんだ。

　鰺ヶ沢相撲館では、相撲の伝統や文化、舞の海をはじめとする郷

土出身力士などを紹介しているんだよ。海の駅わんどがどんな施設

か聞かれたら、教えてあげようね。

海の駅わんどがどんな施設か教えてあげましょう

海の駅わんど 農産物直売所「あじ・彩・感」

鰺ヶ沢相撲館に再現された土俵

場所

開館時間

休館日

入場料

海の駅わんど二階

午前９時～午後５時

1月1日～2日

無料

きょう ど りきとうでんぎこく

かい

かつし やく しょうかい けいせっ

かい

さい げん

こ

ざ ぶ とん

まげ

じぎょう やくわり

よ あお もりけん さか

にしき じょうえい

おく

ろう

み と

おか

ぼし えき けんちくしゃ

えい

たん

ない そう こくないがい

とう と ざわ こう きょない でん げいひんかん

かい ぎ じ どう

こっきゅうぞうちゅう

じ きゅうしゅう

ど ひょう くら

ちゃ や

きゅうけい

きょ

さわまち へいせいがあじ

てんいんしょく

るい はんばい

てん れい わ

げんざい ぎょかい

しんぎょこう

しゅうかく そうざい か し

しょくどう ひん わ

どん どんぶり

しらか ふぇ かみ さん ち

おとず

せん か こうひん

ぎょきょうちょくばいじょ

さい かん

さ じき

し せつ

あじ が さわ す もうかん まい

けうみ しょう

てん じ

しょう

じょうほう

かい
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　　青森県『県内の市町村合併の状況　明治時代からの市町村の変遷』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　 鰺ヶ沢町（１９８４年）『鰺ヶ沢町史　第一巻』『鰺ヶ沢町史　第二巻』
 角川春樹（１９８５年）『角川日本地名大辞典　２　青森県』

９．軍事施設が置かれた鰺ヶ沢：明治時代
 郷土出版社（２００６年）『図説　五所川原・西北津軽の歴史』
 弘前大学出版会（２０１４年）『山田野－陸軍演習場・演習廠舎と跡地の１００年－』

１０．明治から昭和への移り変わり：明治時代～昭和
　　鰺ヶ沢町（１９８４年）『鰺ヶ沢町史　第一巻』『鰺ヶ沢町史　第二巻』『鰺ヶ沢町史　第三巻』
　　鰺ヶ沢町（１９７９年）『鰺ヶ沢町史年表』

１１．海岸の整備と鰺ヶ沢町の誕生：明治時代～昭和
　　鰺ヶ沢町（１９８４年）『鰺ヶ沢町史　第二巻』
　　青森県　農林水産部『青森県の漁港一覧』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

第３章　町のこころ

１．鰺ヶ沢町郷土カルタ
　　山下正義（２００５年）『鰺ヶ沢町郷土カルタ読本』
　　青森県『あおもりの文化財』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢町の文化財』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/index.html

２．北前船が運んだ人や文化
　　青森県（２００２年）『青森県史　資料編　近世２（津軽１　前期津軽領）』
　　鰺ヶ沢町教育委員会（２００２年）『鰺ヶ沢町の文化財』
　　銘菓の店　山ざき　https://wagashi-ajigasawa.com/menu
　　北前船寄港地・船主集落ＫＩＴＡＭＡＥ　https://www.kitamae-bune.com/

３．白八幡宮
　　白八幡宮大祭実行委員会（２０１０年）『鰺ヶ澤白八幡宮大祭　津軽の京祭り』
　　白八幡宮大祭　http://www.town.ajigasawa.lg.jp/taisai/index.html
　　青森県『あおもりの文化財』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

４．白八幡宮大祭の山車と伝統芸能
　　白八幡宮大祭実行委員会（２０１０年）『鰺ヶ澤白八幡宮大祭　津軽の京祭り』
　　白八幡宮大祭　http://www.town.ajigasawa.lg.jp/taisai/index.html
　　青森県『あおもりの文化財』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

５．目内崎獅子舞と正調鰺ヶ沢甚句　
　　鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢町の文化財』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/index.html

６．鰺ヶ沢町に伝わるむかしこ
　　鰺ヶ沢町教育委員会（１９９０年）『ふるさとあじがさわ＜改訂版＞』
　　鰺ヶ沢町教育委員会（２０１６年）『鰺ヶ沢町のむかしこＤＶＤ』

第４章　町のいとなみ

１．海のめぐみ
　　青森県『青森県の漁港一覧』http://www.pref.aomori.lg.jp/
　　津軽港　https://www.tsugarukou.jp/

２．海のめぐみ　鰺ヶ沢漁港に水あげされる魚介類
　　青い森オープンデータカタログ（２０２１年）『令和３年青森県海面漁業に関する調査報告書－属地調査年報』https://opendata.pref.aomori.lg.jp

３．山のめぐみ　町の森林
　　青森県（２０２１年）『青森の森林・林業』

４．山のめぐみ　町の林業
　　青森県（２０２１年）『青森の森林・林業』

５．山のめぐみ　白神山地のいきものたち
　　青森県『世界遺産白神山地』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　環境省　東北地方環境事務所『白神山地世界遺産センター』https://www.env.go.jp/
　　環白神エコツーリズム推進協議会『白神山地エコツーリズムのススメ』https://www.eco-shirakami.net/
　　白神山地ビジターセンター　http://www.shirakami-visitor.jp/

６．山のめぐみ　白神山地のブナの木
　　青森県『世界遺産白神山地』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　環境省　東北地方環境事務所『白神山地世界遺産センター』https://www.env.go.jp/
　　環白神エコツーリズム推進協議会『白神山地エコツーリズムのススメ』https://www.eco-shirakami.net/
　　白神山地ビジターセンター　http://www.shirakami-visitor.jp/
　　林野庁　東北森林管理局『ブナの森へようこそブナ林観察ガイド』https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/index.html
　　林野庁『世界自然遺産「白神山地」の概要』https://www.rinya.maff.go.jp/index.html

７．川のめぐみ　町を流れる川
　　青森県『あおもりの河川と海岸図』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

９．大地のめぐみ　町の農業
　　鰺ヶ沢町（２０２２年）『鰺ヶ沢町データブック』

１２．ふれあう　産業体験
　　風丸農場　http://www.kazemaru-nojo.com/
　　今ファミリーファーム　http://www.konff.com/

１４．ふれあう　町ならではのスポーツと自然体験
　　青森スプリング・ゴルフクラブ　https://aomorispringgolf.com/?lang=ja
　　青森スプリング・スキーリゾート　https://aomorispringski.com/
　　熊の湯温泉旅館　https://wp.kumanoyu.net
　　青森県『青森県水産情報（県の施策、第五種共同漁業権遊漁規制）』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

１５．むかえる　観光案内所と移動手段
　　鰺ヶ沢町観光ポータルサイト「あじ行く？」『あじがさわレンタサイクル』『鰺ヶ沢観光タクシープラン』http://www.ajiiku.jp/
　　鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢コミュニティバス[愛称“あじバス”]について紹介』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/

１７．むかえる　海の駅わんど
　　鰺ヶ沢町観光ポータルサイト「あじ行く？」『鰺ヶ沢相撲館』http://www.ajiiku.jp/　



 青森県（２０１６年）『青森県史　資料編　中世４（金石文・編さん物、海外資料・補遺）』
 鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢町の文化財』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/index.html

５．種里城跡と大浦光信のお墓：室町時代～江戸時代
　　青森県（２００３年）『青森県史　資料編　考古４（中世・近世）』
　　青森県（２００５年）『青森県史　資料編　中世２（安藤氏・津軽氏関係資料）』
　　文化庁　国指定文化財等データベース　https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index
　　弘前市（２００３年）『新編弘前市史　通史編３（近世２）』
　　光信公の館　http://www.town.ajigasawa.lg.jp/mitsunobu/

６．弘前藩の重要な湊となった鰺ヶ沢湊：江戸時代
　　青森県（２００２年）『青森県史　資料編　近世２（津軽１　前期津軽領）』

７．北前船と鰺ヶ沢湊：江戸時代
　　青森県立郷土館（２００７年）『よみがえれ北前船　北国の海運と船展』
　　青森県（２００２年）『青森県史　資料編　近世２（津軽１　前期津軽領）』
　　鰺ヶ沢町教育委員会（２００２年）『鰺ヶ沢町の文化財』
　　文化庁『日本遺産（Ｊａｐａｎ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ）」について』https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan/

８．県・郡・市町村の誕生：明治時代
　　青森県（２００２年）『青森県史　資料編　近現代１（近世成立期の青森県）』
　　青森県（２００３年）『青森県史　資料編　近現代２（日清・日露戦争期の青森県）』
　　青森県（２００４年）『青森県史　資料編　近現代３（「大国」と「東北」の中の青森県）』
　　青森県『年表で見る青森県の歴史』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　青森県『県内の市町村合併の状況　明治時代からの市町村の変遷』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　 鰺ヶ沢町（１９８４年）『鰺ヶ沢町史　第一巻』『鰺ヶ沢町史　第二巻』
 角川春樹（１９８５年）『角川日本地名大辞典　２　青森県』

９．軍事施設が置かれた鰺ヶ沢：明治時代
 郷土出版社（２００６年）『図説　五所川原・西北津軽の歴史』
 弘前大学出版会（２０１４年）『山田野－陸軍演習場・演習廠舎と跡地の１００年－』

１０．明治から昭和への移り変わり：明治時代～昭和
　　鰺ヶ沢町（１９８４年）『鰺ヶ沢町史　第一巻』『鰺ヶ沢町史　第二巻』『鰺ヶ沢町史　第三巻』
　　鰺ヶ沢町（１９７９年）『鰺ヶ沢町史年表』

１１．海岸の整備と鰺ヶ沢町の誕生：明治時代～昭和
　　鰺ヶ沢町（１９８４年）『鰺ヶ沢町史　第二巻』
　　青森県　農林水産部『青森県の漁港一覧』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

第３章　町のこころ

１．鰺ヶ沢町郷土カルタ
　　山下正義（２００５年）『鰺ヶ沢町郷土カルタ読本』
　　青森県『あおもりの文化財』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢町の文化財』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/index.html

２．北前船が運んだ人や文化
　　青森県（２００２年）『青森県史　資料編　近世２（津軽１　前期津軽領）』
　　鰺ヶ沢町教育委員会（２００２年）『鰺ヶ沢町の文化財』
　　銘菓の店　山ざき　https://wagashi-ajigasawa.com/menu
　　北前船寄港地・船主集落ＫＩＴＡＭＡＥ　https://www.kitamae-bune.com/

３．白八幡宮
　　白八幡宮大祭実行委員会（２０１０年）『鰺ヶ澤白八幡宮大祭　津軽の京祭り』
　　白八幡宮大祭　http://www.town.ajigasawa.lg.jp/taisai/index.html
　　青森県『あおもりの文化財』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

４．白八幡宮大祭の山車と伝統芸能
　　白八幡宮大祭実行委員会（２０１０年）『鰺ヶ澤白八幡宮大祭　津軽の京祭り』
　　白八幡宮大祭　http://www.town.ajigasawa.lg.jp/taisai/index.html
　　青森県『あおもりの文化財』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

５．目内崎獅子舞と正調鰺ヶ沢甚句　
　　鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢町の文化財』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/index.html

６．鰺ヶ沢町に伝わるむかしこ
　　鰺ヶ沢町教育委員会（１９９０年）『ふるさとあじがさわ＜改訂版＞』
　　鰺ヶ沢町教育委員会（２０１６年）『鰺ヶ沢町のむかしこＤＶＤ』

第４章　町のいとなみ

１．海のめぐみ
　　青森県『青森県の漁港一覧』http://www.pref.aomori.lg.jp/
　　津軽港　https://www.tsugarukou.jp/

２．海のめぐみ　鰺ヶ沢漁港に水あげされる魚介類
　　青い森オープンデータカタログ（２０２１年）『令和３年青森県海面漁業に関する調査報告書－属地調査年報』https://opendata.pref.aomori.lg.jp

３．山のめぐみ　町の森林
　　青森県（２０２１年）『青森の森林・林業』

４．山のめぐみ　町の林業
　　青森県（２０２１年）『青森の森林・林業』

５．山のめぐみ　白神山地のいきものたち
　　青森県『世界遺産白神山地』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　環境省　東北地方環境事務所『白神山地世界遺産センター』https://www.env.go.jp/
　　環白神エコツーリズム推進協議会『白神山地エコツーリズムのススメ』https://www.eco-shirakami.net/
　　白神山地ビジターセンター　http://www.shirakami-visitor.jp/

６．山のめぐみ　白神山地のブナの木
　　青森県『世界遺産白神山地』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
　　環境省　東北地方環境事務所『白神山地世界遺産センター』https://www.env.go.jp/
　　環白神エコツーリズム推進協議会『白神山地エコツーリズムのススメ』https://www.eco-shirakami.net/
　　白神山地ビジターセンター　http://www.shirakami-visitor.jp/
　　林野庁　東北森林管理局『ブナの森へようこそブナ林観察ガイド』https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/index.html
　　林野庁『世界自然遺産「白神山地」の概要』https://www.rinya.maff.go.jp/index.html

７．川のめぐみ　町を流れる川
　　青森県『あおもりの河川と海岸図』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

９．大地のめぐみ　町の農業
　　鰺ヶ沢町（２０２２年）『鰺ヶ沢町データブック』

１２．ふれあう　産業体験
　　風丸農場　http://www.kazemaru-nojo.com/
　　今ファミリーファーム　http://www.konff.com/

１４．ふれあう　町ならではのスポーツと自然体験
　　青森スプリング・ゴルフクラブ　https://aomorispringgolf.com/?lang=ja
　　青森スプリング・スキーリゾート　https://aomorispringski.com/
　　熊の湯温泉旅館　https://wp.kumanoyu.net
　　青森県『青森県水産情報（県の施策、第五種共同漁業権遊漁規制）』https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html

１５．むかえる　観光案内所と移動手段
　　鰺ヶ沢町観光ポータルサイト「あじ行く？」『あじがさわレンタサイクル』『鰺ヶ沢観光タクシープラン』http://www.ajiiku.jp/
　　鰺ヶ沢町『鰺ヶ沢コミュニティバス[愛称“あじバス”]について紹介』https://www.town.ajigasawa.lg.jp/

１７．むかえる　海の駅わんど
　　鰺ヶ沢町観光ポータルサイト「あじ行く？」『鰺ヶ沢相撲館』http://www.ajiiku.jp/　
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