
  

南
秋
田
郡
内
で
最
も
高
い
山
で
あ
る
馬
場
目
岳

（
標
高
一
、〇
三
七
ｍ
）
に
は
、
ブ
ナ
原
生
林
が
あ

り
、
そ
の
汚
れ
な
い
森
が
つ
く
り
だ
す
澄
ん
だ
空

気
は
、
森
林
浴
や
ハ
イ
キ
ン
グ
、
登
山
に
格
好
の

環
境
で
す
。

  

勇
壮
な
三
階
の
滝
、
臼
内
渓
谷
、
仙
入
峡
や
デ

ロ
杉
流
域
な
ど
と
て
も
美
し
い
景
観
が
あ
り
ま

す
。
特
に
目
を
引
く
の
は
、
大
き
な
岩
の
上
に
ブ

ナ
や
杉
な
ど
の
巨
木
が
そ
び
え
立
つ
、
通
称
ネ
コ

バ
リ
岩
で
す
。

  

ま
た
、
馬
場
目
岳
の
麓
に
は
、
茅
葺
き
屋
根
の

集
落
北
の
又
が
あ
り
ま
す
。
蛇
喰
に
は
古
民
家
を

利
用
し
た
盆
城
庵
が
あ
り
、
昔
話
の
世
界
に
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
た
た
ず

ま
い
で
す
。

  
町
の
シ
ン
ボ
ル
森
山
は
標
高
三
二
五
メ
ー
ト
ル

の
小
さ
な
山
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
誰
も
が
気
軽

に
登
る
こ
と
が
で
き
、
身
近
な
自
然
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
頂
上
に
は
希
望
の
鐘
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
は
湖
東
平
野
や
大
潟
村
が
一
望
で
き
、

さ
ら
に
男
鹿
三
山
と
日
本
海
、
秋
田
市
方
面
、
能

代
方
面
が
遠
望
で
き
、
晴
れ
た
日
に
は
、
北
に
は

白
神
の
山
々
、
東
の
森
吉
山
、
南
に
は
太
平
山
、

鳥
海
山
が
展
望
で
き
ま
す
。

町のシンボル森山

デロ杉流域

ネコバリ岩

三階の滝

北の又集落



  

西
暦
一
四
九
五
年
、
こ
の
こ
ろ
町
村
に
馬
場
目
の
地
頭
・
安
東
季
宗
が
斎
藤
弥
七
郎
に
命
じ
て
「
市
神
」

を
ま
つ
ら
せ
、
市
が
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
馬
場
目
城
が
滅
び
、
藤
原
内
記
秀

盛
が
地
頭
と
し
て
一
円
を
治
め
、
山
よ
り
の
町
村
か
ら
谷
口
の
砂
沢
城
下
、
五
十
目
に
市
が
移
さ
れ
、
物

と
人
が
さ
ら
に
集
ま
り
発
展
し
ま
す
。

  

江
戸
時
代
は
、
久
保
田
と
能
代
や
檜
山
の
中
間
、
そ
し
て
阿
仁
鉱
山
へ
の
物
資
補
給
の
基
地
と
し
て
栄
え
、

さ
ま
ざ
ま
な
職
人
が
集
ま
り
、
農
作
業
や
生
活
に
必
要
な
も
の
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
。
五
城
目

「
市
」
は
、
戦
後
六
斎
市
か
ら
、
二
・
五
・
七
・
〇
の
付
く
日
に
行
わ
れ
る
十
二
斎
市
に
な
り
ま
し
た
。
時
代
が

変
わ
っ
て
も
市
は
、
人
々
と
の
生
活
と
密
着
し
て
い
た
か
ら
、
今
日
も
繁
栄
し
続
け
て
い
ま
す
。

　
豊
な
自
然
の
恵
み
か
ら
、
包
丁
や
桶
、
ザ
ル
、
衣
類
な
ど
の
生
活
用
品
ま
で
。

  

正
月
の
初
売
り
に
始
ま
り
、
福
寿
草
の
苗
や
フ
キ
ノ
ト
ウ
が
春
の
息
吹
を
伝
え
る
と
、
新
緑
と
共
に
ワ
ラ

ビ
、
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
多
彩
な
山
菜
が
並
び
、
五
月
は
祭
市
。
そ
こ
に
は
色
鮮
や
か
な
野
菜
が
加
わ
り
始
め
て
、

八
月
は
盆
市
。
夏
が
過
ぎ
て
、
栗
や
キ
ノ
コ
が
顔
を
出
し
、
大
根
や
白
菜
な
ど
漬
物
の
素
材
が
増
え
る
に

つ
れ
て
冬
へ
。
そ
し
て
、
正
月
用
品
の
買
い
出
し
で
大
変
な
に
ぎ
わ
い
と
な
る
歳
の
市
。
そ
の
ほ
か
、
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
、
五
月
春
ま
つ
り
、
六
月
市
神
祭
、
十
月
秋
ま
つ
り
、
二
月
冬
ま
つ
り
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

  
朝
市
は
、
春
夏
秋
冬
の
旬
の
彩
を
あ
ざ
や
か
に
放
ち
、
訪
れ
る
人
々
の
心
を
和
ま
せ
ま
す
。

ま
ち
む
ら

◀町
まちむら

村町内にある
　｢ 朝市発祥の地 ｣ 記念碑



  

昭
和
六
十
年
来
か
ら
交
流
友
好
関
係
を
深
め
て
き
た
両
自
治
体
は
、

平
成
元
年
十
月
姉
妹
都
市
提
携
を
結
び
、
以
来
行
政
の
交
流
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
子
ど
も
か
ら
大
人
の
ス
ポ
ー
ツ
交
流
、
町
内
会
・
福
祉
・

消
防
防
災
な
ど
、
年
々
そ
の
輪
を
広
げ
交
流
は
深
ま
っ
て
い
ま
す
。

  

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
に
千
代
田
区
の
新
庁
舎
一
階
区
民
ホ
ー

ル
に
、
総
重
量
九
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
厚
な
風
格
を
持
つ
漆
塗
り
仕

上
げ
の
欅
テ
ー
ブ
ル
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

  

ま
た
、
首
都
圏
に
住
む
五
城
目
町
出
身
者
で
結
成
さ
れ
た
「
ふ
る

さ
と
五
城
目
会
」
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
り
な
が
ら
、
千
代
田

区
や
五
城
目
町
の
行
事
に
参
加
し
た
り
、
会
報
を
発
行
し
た
り
と
積

極
的
な
活
動
を
つ
づ
け
、
姉
妹
都
市
提
携
の
架
け
橋
的
存
在
と
な
っ

て
い
ま
す
。

  

千
代
田
区
は
東
京
二
十
三
区
の
ほ
ぼ
中
心
に
位
置
し
、
面
積
は

十
一
・
六
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

  

千
代
田
区
と
姉
妹
の
縁
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
互
い
の
個
性
的
な

特
性
を
活
か
し
な
が
ら
住
民
ど
う
し
が
親
し
く
交
流
し
、
ま
た
非
常

時
や
緊
急
時
に
は
協
力
し
、
助
け
合
い
な
が
ら
、
相
互
の
発
展
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

「
写
真
提
供

：

千
代
田
区
広
報
広
聴
課
」

千

代

田

区

町から寄贈したケヤキテーブル（平成19年4月17日）

江戸天下祭り

神田まつり

姉
妹
都
市
　
東
京
都

千代田区新庁舎

千鳥ヶ淵の桜

神田古本まつり



家
具
・
桶
樽

　
五
城
目
の
山
々
は
、秋
田
杉
の
美
林
に
富
ん
で
い
ま
す
。

豊
富
な
木
材
資
源
に
よ
り
古
く
か
ら
木
工
品
や
家
具
づ
く

り
が
発
達
し
ま
し
た
。
素
材
の
魅
力
を
多
彩
に
生
か
し
た

木
工
品
は
、木
工
技
術
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
逸
品
で
す
。

ま
た
、
秋
田
杉
や
欅
を
使
っ
た
五
城
目
箪
笥
は
全
国
に
そ

の
名
を
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

職
人
の

　
五
城
目

刃　物
　五百年余りの伝統をもつ五城目鍛冶の刃物は抜
群の切れ味があります。生活に密着した道具とし
て「一生ものの刃物」をめざす職人の心意気が、
一本一本に打ち込まれているのです。 陶　器

　かつては瀬戸座があったと
いう歴史と現代的な陶芸が
育っています。
  いまの暮しに合う自然素材
を生かした「土の温もり」と

「使い易さ」を感じる『器』
を焼き上げます。

だまこ鍋
　新米の季節になると、必ず作
るのがだまこもちです。お手玉
( だまこ ) のようにまるめたご
飯をキリタンポ同様の鍋料理に
して食べます。
　五城目のおふくろの味です。

五城目銘菓
　五城目のお菓子といえば朝市でも人気の「おや
き」があります。その他に昔ながらの味を信条と
する「げんこつ」「かりんとう」など味も香りも
素朴な手づくりです。また、新しい町の魅力を表
現した「五城目城」や「五城目天翔太鼓」などの
職人技を活かしたお菓子も多彩です。

御　矢
　五城目の矢は、東北でただ一家の伊達藩正統の
御矢師の手から成る逸品です。
  矢の神髄を極める御矢師の誇りと技により完成
される矢は、正射必中の醍醐味を味わえる正確性
をもち、同時に、眺めているだけで的を射抜く音
が聞こえてきそうで、凛とした美しさも備えあわ
せています。

銘　酒
　良い水とおいしい米、名水あ
るところに銘酒ありのことばど
おり、おいしいお酒がつくられ
ています。杜氏の手から手へと、
その秘伝と心意気を受け継いで
きている老舗の造り酒屋「福禄
寿」があります。
　福禄寿は、三百年の歴史があ
り、恵まれた地下水が柔らかさ
を加えている酒質は頑なに守ら
れています。

まち



町
民
主
体
の
新
し
い
自
治
　
　

地
域
の
『
思
い
』
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
で
き
る
こ
と
か
ら

町
長
へ
の
手
紙

  

町
民
の
皆
様
か
ら
建
設
的
な
意
見
や
提
案
を
い

た
だ
き
、
町
政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

協
働
の
ま
ち
づ
く
り

  

こ
れ
か
ら
は
地
域
の
課
題
解
決
や
暮
ら
し
や
す

い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
町
民

の
皆
様
と
行
政
が
、
一
緒
に
考
え
、
一
緒
に
汗

を
流
し
て
、
互
い
に
協
力
し
合
い
、
同
じ
目
的

を
持
っ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

  
地
域
の
課
題
解
決
や
ま
ち
づ
く
り
は
、
町
民
の

皆
様
が
主
体
的
に
考
え
、
実
践
し
、
こ
れ
を
行

政
が
支
援
し
て
い
く
と
い
っ
た
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
重
視
し
た
「
協
働
」
の
新
し
い
関
係

を
築
き
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま

す
。



み
ん
な
で
歩
も
う
　
　

町
民
が
主
人
公
─
─
町
議
会

　
町
議
会
は
町
政
方
針
や
予
算
、
条
例
な
ど
町

の
重
要
な
事
項
を
審
議
し
、
決
定
す
る
機
関
で

す
。
町
民
を
代
表
す
る
議
員
が
、
み
な
さ
ん
の

声
を
町
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
熱
心
に
活

動
し
て
い
ま
す
。

　
今
日
の
よ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
革
が
す

す
む
社
会
情
勢
の
も
と
で
は
、
町

の
施
策
推
進
に
大
変
な
困
難
が

と
も
な
い
ま
す
。
こ
の
難
局
を
の

り
こ
え
て
町
民
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
議

会
と
行
政
が
と
も
に
一
致
協
力

し
て
明
日
へ
向
か
う
こ
と
が
大

切
で
す
。
町
議
会
で
は
町
民
と
の

相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
広

報
、
公
聴
活
動
に
力
を
注
ぎ
、
町

民
と
と
も
に
明
日
を
め
ざ
す
町

政
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

新
世
紀
を
と
も
に
前
進

　
二
十
一
世
紀
に
入
り
、わ
が
国
は
社
会
経
済
・

環
境
等
の
各
分
野
に
お
い
て
様
々
な
変
化
の
波

が
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
本
町
に
お
き
ま
し
て

も
時
代
の
潮
流
に
あ
っ
て
、
平
成
の
大
合
併
に

お
け
る
単
独
立
町
と
三
位
一
体
改
革
に
よ
る
行

財
政
改
革
の
推
進
、
加
え
て
時
代
の
変
革
と
と

も
に
多
種
、
多
様
化
す
る
行
政
へ
の
ニ
ー
ズ
に

す
ば
や
く
、
的
確
に
対
応
す
る
た
め
組
織
・
機

構
の
見
直
し
や
町
政
座
談
会
や
地
域
を
語
る
会

の
開
催
な
ど
町
民
参
加
の
開
か
れ
た
行
政
の
推

進
、
更
に
は
町
民
と
行
政
が
対
等
な
立
場
で

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
協
力
し
な
が
ら
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
推
進

な
ど
各
種
施
策
を
も
と
に
、
多
く
の
課
題
に
対

処
し
先
人
の
築
か
れ
た
素
晴
ら
し
い
伝
統
と
文

化
、
山
紫
水
明
の
麗
し
き
郷
土
を
誇
り
と
し
、

個
性
あ
る
郷
土
を
共
に
築
い
て
参
り
た
い
と
存

じ
ま
す
。

　
議
会
を
は
じ
め
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
新
世
紀
を
と
も
に
更
な

る
前
進
を
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、

今
後
と
も
力
強
い
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議長　小林　正志副議長　佐藤　重信

五城目町長

渡邉　彦兵衛

※議長・副議長の改選により平成20年 4月 3日改訂。



超
高
齢
社
会
に
向
け
た
福
祉
環
境
の
形
成

心
や
す
ら
ぎ
、
健
や
か
に
暮
ら
せ
る

  

今
後
さ
ら
に
増
大
、
多
様
化
が
予
想
さ
れ
る
福

祉
ニ
ー
ズ
に
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
対
応
す
る

た
め
、
介
護
保
険
制
度
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
適
正
な
運
営
と
そ
れ
に
と
も
な
う
サ
ー
ビ

ス
の
質
的
向
上
や
安
全
安
心
で
快
適
な
生
活
環

境
の
整
備
を
進
め
な
が
ら
、
総
合
的
な
心
の
か

よ
う
福
祉
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

笑
顔
で
活
動
で
き
る
健
康
長
寿

  

町
民
の
健
康
保
持
・
増
進
を
図
る
た
め
地
域
保

健
活
動
、
健
康
づ
く
り
事
業
な
ど
総
合
的
に
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

  

複
雑
多
様
化
す
る
医
療
需
要
に
対
応
す
る
た

め
、
関
係
医
療
機
関
等
と
の
連
携
体
制
強
化
を

図
り
、
地
域
医
療
確
保
に
努
め
ま
す
。

  

自
立
し
た
高
齢
者
が
地
域
社
会
の
中
で
、
自
ら

の
知
識
と
経
験
を
生
か
し
て
積
極
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
け
る
よ
う
な
高
齢
社
会
の
形
成
な

ど
、
心
の
健
康
増
進
を
支
援
し
ま
す
。



子
ど
も
の
特
性
を
伸
ば
し
た
人
間
形
成

子
育
て
の
夢
を
育
む

  

地
域
で
子
育
て
を
支
援
す
る
意
識
の
醸
成
と
体
制
の
確
立
や
、

多
様
化
す
る
保
育
需
用
に
対
応
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
施
設

の
整
備
な
ど
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
育
て
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

生
き
る
力
を
育
む
学
校
教
育

　
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
自
ら
学
ぶ
意
欲
と
思
い
や
り
の
心
を

持
ち
、
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
、
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
児
童

生
徒
の
育
成
を
め
ざ
し
て
お
り
、
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
個
性

を
伸
ば
す
こ
と
や
、
基
礎
学
力
の
確
実
な
定
着
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
ふ
る
さ
と
教
育
」
や
体
験
学
習
を
と
お
し
て
、
郷
土
の

自
然
・
歴
史
・
文
化
を
学
ぶ
と
と
も
に
国
際
理
解
、
情
報
活
用
能

力
の
向
上
、
福
祉
の
心
の
養
成
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
幼
児
教
育
に
お
い
て
も
、
豊
な
心
と
郷
土
を
愛
す
る
心
を
培
い
、

「
生
き
る
力
」
の
育
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
学
校
の
経
営
に
お
い
て
は
、
学
校
評
議
員
制
度
を
活
用
す
る
な

ど
、
学
校
、
保
護
者
、
地
域
社
会
が
協
力
、
連
携
し
あ
う
「
開
か

れ
た
学
校
」
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

　
町
に
は
、
県
立
五
城
目
高
等
学
校
が
あ
り
、
文
武
両
道
に
わ
た

り
高
校
教
育
の
振
興
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

生
き
が
い
を
育
む
生
涯
学
習

  

心
豊
か
な
文
化
の
香
り
高
い
町
民
性
を
培
い
、
国
際
化
や
情
報

化
に
対
応
す
る
た
め
の
学
習
や
交
流
の
機
会
を
ひ
ろ
げ
て
い
き
ま

す
。
特
に
、
町
民
全
員
が
参
加
す
る
生
涯
学
習
、「
五
城
目
人
」
を

め
ざ
し
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
習
で
き
る
場
と
機
会
の
提
供
を

図
り
ま
す
。



高
速
交
通
網
を
生
か
し
た
町
の
活
性
化
を
　
　

活
力
あ
る
農
林
業

  

農
家
が
将
来
展
望
を
も
ち
、
意
欲
的
に
経
営
改

善
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
生
産
性
の
高

い
稲
作
と
、
高
品
質
で
「
安
心
・
安
全
」
な
農

産
物
の
生
産
を
め
ざ
し
、
健
康
な
土
づ
く
り
に

よ
る
五
城
目
型
農
業
の
ブ
ラ
ン
ド
化
、
販
売
体

制
の
整
備
を
図
り
、
農
業
所
得
の
向
上
と
担
い

手
の
確
保
・
育
成
を
図
り
ま
す
。

  

林
業
は
、
施
業
の
共
同
化
や
施
設
の
整
備
、
林

業
従
事
者
の
育
成
と
確
保
に
努
め
な
が
ら
多
様

な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
「
持
続
可
能
な
森
林
経

営
」
を
推
進
し
ま
す
。

  

ま
た
、
農
業
・
林
業
の
体
験
を
通
し
て
人
々
が

交
流
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
活
力
あ
る
農
林

業
と
明
る
い
農
山
村
を
め
ざ
し
ま
す
。

個
性
あ
ふ
れ
る
商
工
業

　
中
心
市
街
地
に
賑
わ
い
を
も
た
ら
す
ま
ち
づ

く
り
を
め
ざ
し
て
、
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業

を
推
進
し
、
地
域
が
一
体
と
な
っ
た
商
店
街
の

形
成
や
消
費
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

魅
力
あ
る
商
業
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

　
町
の
個
性
あ
る
伝
統
産
業
を
守
り
育
て
る
た

め
の
後
継
者
の
育
成
支
援
、
若
者
の
定
住
促
進

を
図
る
た
め
の
企
業
誘
致
へ
の
条
件
整
備
、
既

存
企
業
の
技
術
の
高
度
化
や
経
営
基
盤
の
強
化

へ
の
支
援
を
図
り
ま
す
。

  

新
た
な
観
光
へ
の
取
り
組
み
と
朝
市
を
核
と
し

た
観
光
拠
点
づ
く
り
を
進
め
、
町
内
観
光
ル
ー

ト
の
総
合
的
な
形
成
を
図
り
な
が
ら
個
性
あ
る

観
光
サ
ー
ビ
ス
活
動
へ
の
支
援
を
図
り
ま
す
。

悠
紀
の
里
五
城
目
へ

　
　
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
ご
来
町

　
平
成
二
年
の
大
嘗
祭
に
お
け
る
献
上
米
を
奉
納
す
る
「
悠
紀

斎
田
抜
き
穂
の
儀
」
が
行
わ
れ
た
ゆ
か
り
あ
る
地
に
平
成
十
九

年
九
月
三
十
日
、
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
が
ご
来
町
さ
れ
ま
し
た
。

平成2年9月28日
「悠紀の斎田抜き穂の儀」



生
活
環
境
の
改
善
に
よ
る
快
適
な
暮
ら
し

  

本
町
の
交
通
体
系
は
、
日
本
海
沿
岸
東
北
自
動

車
道
五
城
目
八
郎
潟
Ｉ
Ｃ
を
は
じ
め
国
道

２
８
５
号
線
を
主
軸
と
し
、
国
道
７
号
線
、
主

要
地
方
道
秋
田
八
郎
潟
線
、
能
代
五
城
目
線
と

各
地
域
を
結
ぶ
幹
線
道
路
に
よ
り
形
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
町
を
流
れ
る
水
辺
の
修
景
や

い
こ
い
の
道
づ
く
り
と
し
て
「
戸
村
堰
緑
道
」

や
木
の
町
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る

「
ウ
ッ
ド
ロ
ー
ド
」
な
ど
を
維
持
管
理
、
快
適
な

環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
快
適
な
住
環
境
は
、
住
む
人
の
心
を
な
ご
ま

せ
、
町
へ
の
愛
着
と
定
住
へ
の
大
き
な
力
と
な

り
ま
す
。
道
路
や
側
溝
、
公
園
、
上
下
水
道
な

ど
の
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

  

特
に
下
水
道
は
、
都
市
的
機
能
を
確
保
す
る
上

で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
施
設
で
あ
り
、
汚
水

の
排
除
・
ト
イ
レ
の
水
洗
化
な
ど
の
生
活
環
境

の
改
善
だ
け
で
は
な
く
、
河
川
な
ど
の
水
質
保

全
の
意
味
で
も
重
要
な
施
設
で
あ
り
、
地
域
性

を
考
慮
し
な
が
ら
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業
集

落
排
水
事
業
、
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業
を

組
み
合
わ
せ
て
計
画
的
に
整
備
を
進
め
て
い
き

ま
す
。



施設ガイド

一般国道285号線沿いに位置し緑に囲ま
れた旅のふれあいスポットになっていま
す。施設には、地元産の山菜・野菜等の直
売所や、レストラン、地域特産物の販売な
どがあり、地域産業と観光が一体となっ
た交流拠点となっています。また、自然観
察園と隣接しており、四季の花々や木々
の色合いを観察できます。

道の駅五城目（悠紀の国五城目）

町を見おろす前平山(98m)があります。
中世末、砂沢城があった場所です。常設展
示として木材産業の道具や当時の写真が
展示されているほか、林業とのつながり
が深い鍛冶や桶樽などに関連した展示が
あります。また、四季を通じて特別展示も
行われています。４階からは、朝市通りを
中心に形成された町並みが展望できます。

森林資料館（五城目城）

桜の名所・雀館公園には、広域五城目体
育館や相撲場、テニスコート、観覧席やベ
ンチを備えた多目的グラウンド、一年中
泳ぐことのできる屋内温水プール、芝生
広場、弓道場、日本庭園などさまざまなス
ポーツを楽しめる施設が集まっています。

雀館運動公園

銅板葺き、鉄筋コンクリート地下1階(一部)
地上４階、延べ床面積8,056㎡。国道285
号線と県道秋田八郎潟線の交差点に面し、
人目を引く外観からも町の表玄関にふさ
わしい建物とも言われています。

五城目町役場

陶芸七宝焼きなど地域の特性を活かした
生涯学習の場として、広く活用されてい
ます。

富津内地区公民館

高齢者等活動・生活支援機械施設で地区
の生涯学習の場として活用されています。

馬川交流センター

野鳥の森を拡張・整備した「環境と文化の
むら」には自然を満喫できる散策コースが
あり、自然観察指導員から野外観察会など
自然との上手な付き合い方を学ぶことがで
きます。「文化の館」には、町の遺跡から出
土した遺物を展示しています。縄文時代の
漆工技術に関連する漆塗りの弓・櫛・土器
などのほか漆精製に使った編布(あんぎん)
など考古学に貴重な資料があります。また、
出土した土器に触れることもできます。

環境と文化のむら･文化の館

県道秋田八郎潟線を行くと蛇喰地区に
古民家を利用した宿泊施設盆城庵があ
ります。映画「イタズ」のロケ地ともなり、
自然を満喫できる所です。隣りには研修
施設として北の又自然館(旧杉沢小学校
北の又分校)があります。

盆城庵・北ノ又自然館

地域の公民館施設として、地域住民に活
用されています。

大川農村環境改善センター

高齢者活動センターと基幹集落センター
が合体した施設で、地区の生涯学習の場
として、活用されています。

総合生きがいセンター

地域づくりの拠点として、広く生涯学習
の場として活用されています。

馬場目ふれあいセンター

森山の山麓に位置し、町民の語らいの場、
地域住民の生涯学習の拠点として活用さ
れています。

森山地区公民館

　五城館は ､ 世代を超えて人々が
ふれあい ､ そして語り合う生活文
化施設で、昭和初期に建てられた
土蔵づくりの農業倉庫を改装して
建てられた、総合交流センターで
す。

アートギャラリー
　町内外からの芸術の展示発表がで
きるミニ美術館です。

五
城
館

湯の越の宿
湧き出る温泉は摂氏45.7度
で、県中央部では数少ない本格
イオウ温泉です。毎分250リッ
トルと豊富に湧き出ているの
で、「流れ湯形式」をとり、常に
清潔な温泉を保っています。

赤倉山荘
一度入浴すれば肌が見違える
ように若返るアルカリ性冷鉱
泉のツルツルした泉質は、秋
田美人を育てる場として評判
です。

小倉温泉
緑の高台の上にある小倉温泉。
静かな環境の中での温泉は身
体も心も洗われる感じです。

温泉三昧

矢田津世子文学記念室
　昭和初期に活躍した五城目町出身の作家。　
　昭和11年「神楽坂」が第３回芥川賞候補となり、
数々の名作を発表している。記念室には、津世子
の執筆原稿や、写真、愛用品 (着物など )、有名作
家へ宛てた手紙などが展示されています。






