
森の中での非日常を日常に

移
住
者
誘
致
は
町
の
重
要
施
策

田
園
風
景
が
広
が
る
厚
沢
部
町
の
中
に
、
目
立
つ

外
観
の
建
物
が
あ
る
。
厚
沢
部
町
な
ど
道
内
の
市

町
村
が
道
外
在
住
者
を
対
象
に
行
っ
て
い
る
移
住

体
験
事
業
「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
」
の
た
め
の
住
宅
だ
。

「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
住
宅
で
一
定

期
間
「
住
む
」
と
い
う
体
験
を
し
て
も
ら
う
と
い
う

も
の
。
賃
料
は
１
か
月
が
12
万
円
（
光
熱
水
費
を
含

む
）
滞
在
中
は
町
の
１
０
０
％
出
資
の
「
素
敵
な
過

疎
づ
く
り
㈱
」
の
ス
タ
ッ
フ
が
滞
在
者
を
さ
り
げ

な
く
サ
ポ
ー
ト
。
希
望
者
に
は
そ
ば
打
ち
講
座
や
レ

ク
の
森
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
な
ど
、
厚
沢
部
町
な
ら
で
は

の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
町
民
と
交
流
を

深
め
る
チ
ャ
ン
ス
も
あ
る
。

斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
の
住
宅

し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
厚
沢
部
町
の
「
ち
ょ
っ

と
暮
ら
し
」
事
業
の
特
徴
と
言
え
ば
、“
思
わ
ず
暮

ら
し
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
”
体
験
者
用
住
宅
自

体
の
魅
力
だ
。
ア
ト
リ
エ
が
併
設
さ
れ
た
「
時
代
を

巡
る
住
宅
」
や
白
を
基
調
と
し
た
モ
ダ
ン
な
「
原
野

に
建
つ
主
張
す
る
住
宅
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

る
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
は
斬
新
。
都
会
の
喧
噪
か

ら
離
れ
、
静
か
な
田
舎
町
で
は
夜
の
虫
の
鳴
き
声

が
う
る
さ
く
響
く
。
そ
の
音
が
心
地
良
く
な
っ
た
時
、

非
日
常
の
移
住
体
験
生
活
が
日
常
に
な
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
に
つ
い
て
詳
し
く
は
31
ペ
ー
ジ
）

現役時代は、海外で生活した経験があるとい
うＴさんご夫妻。厚沢部町の「ちょっと暮らし」
を利用する常連さん。

─ 厚沢部町のどういったところが気に入っ
ていただけましたか？

「やはり本州の夏と比べると段違いに過ごしや
すいので、体にやさしいですよね。避暑も兼
ねています（笑）。ここは江差などの檜山地域
と函館・大沼・松前などの渡島地域とのちょ
うど中間地点にある。車であちこちへドライブ
するのが本当に楽しみで、観光情報誌には載
らない自分なりのビュースポットを発見でき
るのも良いですね。しかも、野菜も魚も新鮮。
治安が良いところも気に入っています」

─ 都会に比べて不便さを感じることはあり
ませんでしたか？

「日常的に必要なものを買う場所は揃ってい
るので、特に困ったことは無いですね。どう
してもという時には函館まで車で１時間足ら
ずですからね。病院も町内に総合病院がある
ので安心です」

─この制度はいかがですか？
「値段が手頃ということもありますが、借り上
げる家がファッショナブルで美しく、広くて
素晴らしいですね。子どもや孫を呼んで滞在
させるのも楽しみです。また、町の子どもた
ちが『見知らぬ住人』の私たちにも挨拶をし
てくれます。昔ながらのちょっとしたご近所
づきあいの楽しさと安心感を思い出しました」
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ゆ
る
キ
ャ
ラ
の
「
お
ら
い
も
君
」

　
　
　
　
　
　

世
は
ゆ
る
キ
ャ
ラ
ブ
ー
ム
だ
が
、
厚
沢
部
に

も
昭
和
59
年
に
誕
生（
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
平
成
３
年

か
ら
）し
た
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
お
ら

い
も
君
」
が
い
る
。
メ
ー
ク
イ
ン
の
特
徴
を

表
し
た
独
特
な
顔
立
ち
の
お
ら
い
も
フ
ァ

ミ
リ
ー
は
各
地
の
物
産
展
な
ど
で
人
気
を

博
し
て
い
る
。

世
界
一
素
敵
な
過
疎
づ
く
り

　
　
　
　
　
　

過
疎
化
が
不
可
避
な
ら
、
も
っ
と
も
美
し

く
、
魅
力
あ
る
「
過
疎
の
町
」
づ
く
り
を

と
全
町
あ
げ
て
、
町
へ
の
移
住
促
進
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
進
め
る
厚
沢
部
町
。

道
内
の
市
町
村
が
参
加
し
、「
北
海
道
へ
の

移
住
」
を
全
国
に
向
け
て
発
信
す
る
「
北

海
道
暮
ら
し
」
フ
ェ
ア
に
も
毎
回
欠
か
さ
ず

参
加
。
今
年
も
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
で

開
催
さ
れ
た
フ
ェ
ア
で
厚
沢
部
の
ブ
ー
ス

が
目
立
つ
存
在
。
ス
タ
ッ
フ
は
も
っ
ぱ
ら
、

「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
住
宅
」
へ
の
質
問
・
相

左／ラジオの収録風景（右が大山氏）。右／ フェア会場での厚沢部のブース風景。フェア会場では
移住を希望する人たちで溢れている。

談
に
次
々
と
訪
れ
る
客
の
対
応
に
忙
殺
。関

西
在
住
の
「
暮
ら
し
」
体
験
者
も
多
数
応

援
に
駆
け
つ
け
る
。

フ
ェ
ア
会
場
で
の
抽
選
会
の
一
等
商
品
も

厚
沢
部
町
提
供
の
「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
住

宅
」
１
週
間
利
用
券
（
往
復
旅
費
の
補
助

も
）。
引
き
当
て
た
中
年
の
ご
夫
婦
は
、
冬

の
厚
沢
部
の
楽
し
み
方
を
早
速
伝
授
さ
れ
、

期
待
が
膨
ら
む
ご
様
子
。

中
京
・
関
西
圏
重
視
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略

　
　
　
　
　
　

実
は
、
中
京
・
関
西
地
区
は
厚
沢
部
町
を

代
表
す
る
農
産
物
・
メ
ー
ク
イ
ン
の
最
大

の
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
う
わ
け
で
、
中
京
圏
・

関
西
圏
で
、
ラ
ジ
オ
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
番
組

「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
北
海
道
」（＊）
で
厚
沢
部

の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
い
る
。

＊ 

同
番
組
は
毎
週
日
曜
日
７
時
30
分
か
ら
Ｓ
Ｔ
Ｖ
ラ
ジ
オ

で
も
同
時
放
送

東
京
に
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
開
設
し

移
住
Ｐ
Ｒ

　
　
　
　
　
　

東
京
都
港
区
に
あ
る
カ
レ
ッ
タ
汐
留
（
最

寄
り
駅
は
汐
留
や
新
橋
）
に
「
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
北
海
道
あ
っ
さ
ぶ
町
」
を
開
設
。

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
農
産
物
や
特
産

品
の
販
売
、
メ
ー
ク
イ
ン
コ
ロ
ッ
ケ
や
ソ
フ

ト
ク
リ
ー
ム
な
ど
飲
食
物
の
提
供
の
ほ
か
、

移
住
・
交
流
の
Ｐ
Ｒ
窓
口
と
し
て
の
効
果
も

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
敵
な

過
疎
の
町
と
し
て

個性的なゆるキャラ
「おらいも君」は物
産フェアで大人気。

アンテナショップあっさぶ町の風景
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心
地
良
い
距
離
感

　
　
　
　
　
　

厚
沢
部
に
暮
ら
す
人
々
は
み
な
ハ
ツ
ラ
ツ

と
生
き
て
い
る
。
長
い
距
離
を
買
い
物
を

兼
ね
て
散
歩
し
、
商
店
街
で
一
休
み
す
る

80
歳
を
越
え
た
お
婆
ち
ゃ
ん
。
グ
リ
ー
ン

の
芝
生
が
美
し
い「
多
目
的
交
流
広
場
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
場
」
で
、「
足
腰
が
弱
ら
な
い
よ

う
に
歩
い
て
い
る
の
」
と
笑
い
な
が
ら
パ
ー

ク
ゴ
ル
フ
に
励
む
年
輩
の
男
女
。
地
場
産

の
カ
ラ
マ
ツ
材
を
使
用
し
た
ま
だ
新
し
い

町
民
プ
ー
ル
で
仲
間
を
大
声
で
応
援
す
る

中
学
生
。「
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
」
前

で
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
訪
れ
る
高
齢
者
で
世

間
話
を
し
な
が
ら
道
で
行
き
会
う
見
知
ら

ぬ
人
に
ま
で
「
こ
ん
に
ち
は
！
」
と
元
気

な
笑
顔
を
向
け
る
女
性
。
ま
る
で
、
町
内

に
い
る
人
は
皆
家
族
や
友
人
な
の
か
と
勘

違
い
す
る
よ
う
な
あ
っ
た
か
さ
だ
。
町
全

体
で
４
０
０
０
人
余
り
、
決
し
て
多
く
は

な
い
人
口
の
厚
沢
部
町
。
そ
こ
に
は
町
全

体
で
子
ど
も
を
育
て
、
高
齢
者
を
見
守
る
、

古
き
良
き
日
本
の
姿
が
あ
る
。

歴
史
と
伝
統
の
風
を
背
中
に
受
け
て

　
　
　
　
　
　

子
ど
も
が
減
る
中
、
伝
統
を
残
す
動
き
も

盛
ん
。町
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
鹿
子（
し
し
）

舞
「
風
流
獅
子
舞
」
は
、
室
町
時
代
に
流

行
し
た
「
風
流
踊
り
」
の
流
れ
を
組
む
伝

統
芸
能
で
、
集
落
ご
と
に
演
目
が
異
な
り
、

①

②

③

④

⑤

⑥

健
や
か
に
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く

厚
沢
部
の
人
々
は
今
日
も
楽
し
く
ハ
ツ
ラ
ツ
だ

①晴れ姿の新成人　②青空の下、パークゴルフを楽しむ　③健康体操で体力づくり　④古の次代から伝承さ
れる鹿子（しし）舞　⑤ヒバの香りが漂う屋内プールで水泳大会　⑥友釣りをする子どもたちに技術を伝える
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旧清和小学校正面

「旧南部家住宅」現在は手打ち蕎麦の「滝野庵」旧清和小学校で開催された音楽コンサート

６
か
所
の
集
落
で
踊
ら
れ
て
い
た
町
の
無

形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
。
現
在
で
も
町
の

文
化
祭
な
ど
で
披
露
さ
れ
る
機
会
は
多
い
。

ま
た
、
幕
末
に
築
城
さ
れ
た
も
の
の
動
乱

の
中
で
わ
ず
か
数
日
で
落
城
し
て
し
ま
っ

た
館
城
跡
の
発
掘
調
査
も
日
々
進
め
ら
れ

て
い
る
。
一
見
す
る
と
静
か
な
農
村
だ
が
、

実
は
歴
史
や
伝
統
も
身
近
に
あ
る
。

（
館
城
に
つ
い
て
詳
し
く
は
32
ペ
ー
ジ
）

心
底
惚
れ
た
木
造
建
築
に
新
し
い
息
吹
を

　
　
　
　
　
　

畑
が
広
が
る
鶉
地
区
を
一
望
す
る
丘
の
上

に
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
る
の
が
旧
清
和

小
学
校
だ
。元
校
庭
は
芝
生
に
覆
わ
れ
、ま

る
で
木
造
の
校
舎
を
木
々
が
優
し
く
守
っ

て
い
る
か
の
よ
う
。
多
い
時
に
は
１
５
４
人

が
在
籍
し
て
い
た
と
い
う
こ
の
校
舎
が
建

て
ら
れ
た
の
は
昭
和
27
年
。
戦
争
中
疎
開

し
て
き
た
子
ど
も
達
、
戦
後
入
植
し
た
人
達

や
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
で
人
口
が
爆
発
的
に
増

え
つ
つ
あ
っ
た
時
期
の
こ
と
。
そ
の
後
、
高

度
経
済
成
長
期
に
伴
い
、仕
事
を
求
め
町
を

出
る
人
が
増
え
、
過
疎
化
の
流
れ
と
な
り
、

い
よ
い
よ
閉
校
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
１
９
９

８
年
ま
で
は
現
役
の
小
学
校
校
舎
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
。
放
っ
て
お
け
ば
取
り
壊
し

を
待
つ
だ
け
の
古
い
校
舎
に
心
底
惚
れ
込

み
、「
な
ん
と
か
こ
の
校
舎
を
も
っ
と
活
躍

さ
せ
た
い
」
と
考
え
た
の
が
笠
間
昭
三
さ
ん

だ
。「
厚
沢
部
の
大
工
が
厚
沢
部
の
ヒ
バ
を

使
い
、
厚
沢
部
の
子
を
育
て
る
校
舎
を
建
て

た
、
こ
れ
は
珍
し
い
し
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

す
」
と
語
る
。

新
築
か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
現
在
で
も
、

一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
ヒ
バ
独
特
の
清
々

し
い
香
り
を
感
じ
、
ま
る
で
ア
ロ
マ
テ
ラ

ピ
ー
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
心
地
良
い
。
笠

間
さ
ん
は
併
設
さ
れ
て
い
た
教
員
住
宅
に

住
み
込
み
、「
清
和
の
丘
ク
ラ
ブ
」
を
結
成
。

旧
校
舎
で
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
舘
野
泉
氏
を
は
じ

め
と
す
る
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
や
油
絵
教
室

な
ど
を
企
画
・
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
石
窯
を
作
り
、
子
ど
も
達
を
対
象
に

ピ
ザ
作
り
の
体
験
教
室
を
催
す
な
ど
に
も

活
用
し
て
い
る
。
世
代
は
異
な
っ
て
も
、
不

思
議
と
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
旧
清
和
小
学

校
は
、
新
し
い
生
き
方
を
見
出
さ
れ
、
今
も

輝
い
て
い
る
。

茅
葺
き
建
築
を
蕎
麦
屋
と
し
て

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　

厚
沢
部
の
歴
史
あ
る
建
物
と
い
え
ば
、
市

街
地
か
ら
安
野
呂
川
沿
い
に
車
で
５
分
の

滝
野
地
区
に
建
つ
「
旧
南
部
家
住
宅
」。
明

治
39
年
に
建
て
ら
れ
た
茅
葺
き
の
典
型
的

な
農
家
の
風
情
を
残
す
。柱
や
梁
に
は
ヒ
バ

材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
も
厚
沢
部
ら
し

い
。
現
在
は
、手
打
ち
蕎
麦
の「
滝
野
庵
」と

し
て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
、
厚
沢
部
の
立

ち
寄
り
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
人
気
を
博
し
て

い
る
。

古き良き素材を
いつまでも大切に
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（じゃがいも・黄金千貫・麦）

新たな特産品
あっさぶ産 100％にこだわった安心
安全のおやつ「干し芋」と「ポップ
コーン」。厚沢部町産のさつまいも
「黄金千貫」と「紅はるか」、ポップ
コーンで作る昔ながらの自然派おや
つを是非ご賞味ください。
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（じゃがいも・黄金千貫・麦）

新
鮮
野
菜
と
果
物

　
　
　
　
　
　

厚
沢
部
町
を
東
西
に
貫
く
の
が
函
館
と
江

差
を
結
ぶ
２
２
７
号
。
広
大
な
畑
を
左
右

に
眺
め
な
が
ら
車
を
走
ら
せ
る
と
、
道
路

脇
に
大
き
く
「
新
鮮
野
菜
」
や
「
と
う
き

み
」
と
書
か
れ
た
旗
や
看
板
が
目
に
入
っ

て
く
る
。
厚
沢
部
町
の
中
で
も
畑
作
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
る
鶉
地
区
に
特
に
多
い

直
売
所
だ
。
お
店
の
名
前
に
は
そ
の
野
菜

を
作
っ
て
い
る
家
の
名
前
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
メ
ー
ク
イ
ン
は
も

ち
ろ
ん
カ
ボ
チ
ャ
や
ス
イ
カ
、
メ
ロ
ン
な

ど
多
彩
な
野
菜
を
売
る
「
佐
々
木
農
園
」

や
、
多
種
多
様
の
豆
や
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
乾

燥
野
菜
な
ど
の
加
工
品
を
売
る
「
東
谷
農

園
」
な
ど
多
数
。

試
食
が
前
提
!?
―
直
売
所
に
て

　
　
　
　
　
　

軒
先
の
“
の
ぼ
り
”
を
目
印
に
一
軒
の
店

へ
立
ち
寄
る
と
、
軒
先
に
は
所
狭
し
と
並

ぶ
“
厚
沢
部
産
う
ま
い
も
ん
”。「
こ
ん
に

ち
は
」
と
声
を
掛
け
る
と
、
奥
か
ら
お
店

の
人
が
ニ
コ
ニ
コ
と
顔
を
出
す
。
す
か
さ

ず
、「
こ
れ
、
食
べ
て
み
て
よ
」
と
商
品

の
メ
ロ
ン
を
切
り
分
け
始
め
る
。
は
じ
め

ま
し
て
の
お
客
さ
ん
で
も
馴
染
み
の
顔
で

も
同
じ
対
応
だ
か
ら
安
心
だ
。
果
汁
が
し

た
た
り
落
ち
る
メ
ロ
ン
は
、
見
る
か
ら
に

ジ
ュ
ー
シ
ー
で
思
わ
ず
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
き

た
く
な
る
様
相
だ
。
食
べ
て
し
ま
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
無
理
に
買
う
必
要
は
な
い
の

だ
が
、
市
価
よ
り
も
う
ん
と
安
い
価
格
と

お
い
し
さ
に
驚
い
て
つ
い
つ
い
「
じ
ゃ
あ
、

こ
れ
一
個
頂
き
ま
す
」
と
一
言
。
有
名
な

メ
ー
ク
イ
ン
を
買
お
う
と
直
売
所
へ
来
た

は
ず
が
、
つ
い
う
っ
か
り
他
の
野
菜
や
果

物
を
買
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
“
採
れ

た
て
”
の
お
い
し
さ
を
堪
能
し
、
厚
沢
部

の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
人
は
少
な
く

な
い
。

買
い
物
で
会
話
も
弾
む

　
　
　
　
　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
直
売
所
ご
と
に
売
っ
て
い
る

作
物
に
個
性
が
あ
る
。
客
同
士
で
「
ス
イ

カ
な
ら
○
○
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん

あ
る
」
な
ど
の
情
報
交
換
を
す
る
の
も
楽

し
い
。
な
に
よ
り
、
そ
の
農
作
物
を
作
っ

て
い
る
人
と
直
接
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら

の
買
い
物
は
、
ま
る
で
自
分
が
野
菜
選
び

の
ハ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て

く
る
。
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
の
買
い
物
で
は

味
わ
え
な
い
充
実
感
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
生
産
が
少
な
く
、
な
か
な
か
全
国

出
荷
の
ル
ー
ト
に
は
乗
り
に
く
い
と
い
う

珍
し
い
（
そ
し
て
挑
戦
的
な
）
野
菜
を
お

値
打
ち
価
格
で
入
手
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
も

あ
る
。

厚
沢
部
町
を
訪
れ
た
ら
、
直
売
所
に
も
気

楽
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
よ
う
。
新
し
い

発
見
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ロードサイドの直売所で新鮮野菜と果物を
あなただけの厚沢部の「おいしい」を見つけて
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メ
ー
ク
イ
ン
を
使
っ
た

厚
沢
部
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
祭
か
ら

歴
史
あ
る
食
堂
、

地
産
地
消
の
レ
ス
ト
ラ
ン
ま
で

厚沢部名物
巨大コロッケ

畑が広がる鶉地区に突如現れるヨーロッパ
風の建物が目を引く中国料理店。宿泊と日
帰り入浴が可能な温泉施設に併設されたレス
トランで、地元食材をふんだんに使用した上
質な味を楽しめる。シェフとして腕をふるうの
は、かつて札幌の有名ホテルで料理長を務め
た宮川朝広さん。「農作物の中には、味は何
ら問題無いが、形が悪いなどで規格外となっ
て、流通に乗らないものがある。それらの農
作物を使うことで、みんなが幸せになれる。
そうした地産地消に積極的に取り組めるの
も、生産地から近い厚沢部ならでは」と宮川
さん。近頃は、新鮮な野菜を使った本格中
華を求め、函館や札幌などから足を運ぶ人も
多いという。厚沢部で採れるお米「ふっくりん
こ」を使った新メニューの研究開発に意欲を
みせる。

市街地にある食堂。創業明治30年。もともとは江差からニシン
を函館に運ぶ「馬追」さんにうどんを提供し、一服してもらう食
事処だった。５代目の店主は前井敏弘さん。ドライブ途中の観
光客やお腹を空かせたサラリーマンなどのお客さんがお財布の中
身を気にせず、たくさん食べられるよう、メニューの平均価格は
500円前後。メニューは多数だがそれぞれに手が込んでいる。
特に店主自らが手打ちした麺を使用した味噌ラーメンと、小麦粉
を炒めて作るカレーが人気だ。また、味噌汁の味噌が農協女性
部による手作りなのも母さんの手料理を食べているようであった
かい。

毎
年
７
月
に
開
催
さ
れ
る「
あ
っ
さ
ぶ

ふ
る
さ
と
夏
ま
つ
り
」の
イ
ベ
ン
ト
で

作
ら
れ
る
、
直
径
２
ｍ
以
上
の
超
巨
大

コ
ロ
ッ
ケ
。

も
ち
ろ
ん
、
厚
沢
部
産
の
メ
ー
ク
イ
ン

を
大
量
に
使
用
す
る
。

20



21　道南の農業産出額と人口の比較
22　自然・土地
23　人口
24　農業
25　農業、林業
26　商工業
27　教育
28　福祉・保健
29　行財政

30　メークインブランド化の歴史
31　厚沢部町に移住を
32　過去からの声：館状の落日

道南の農業産出額と人口の比較
農業産出額

厚沢部は豊かな自然に恵まれ
た農業の町。じゃがいもメー
クインは国内発祥の地。お米
や大豆、多数の野菜類の生産
でも頑張っています。人口ひ
とりあたりの農業産出額は
73万円で道南の18市町村の
中では今金町に次いでトップ
クラスです。

人口（千人）・一人あたりの農業産出額 万円／人

農業産出額
人口

一人あたりの農業産出額

出典：①農業産出額～農林水産省「平成26年市町村別農業産出額（推計）」
　　 ②人口～総務省「平成27年国勢調査」

奥尻町

乙部町

厚沢部町

鹿部町

福島町

木古内町

知内町

上ノ国町

今金町

長万部町

松前町

江差町

せたな町

森町

八雲町

七飯町

北斗市

函館市

73.4万円／人

89.4万円／人

4.0千人

29.7億円

150125100755025

21



降水量（㎜）
最深積雪（㎝）
最高気温
平均気温
最低気温

出典：気象庁ホームページ「鶉地点」
出典：気象庁ホームページ「鶉地点」

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

平成26年1月1日現在

出典：檜山振興局地域創生部 地域政策課「平成28年北海道統計書」

出典：檜山振興局地域創生部 地域政策課「平成28年北海道統計書」

平成26年1月1日現在
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6,422

9,216
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10,651

9,318

8,039
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6,862

6,330

5,755

5,385
5,105

4,775

4,409

4,049

1,085
1,402 1,117

1,091

1,541

1,826

2,017

2,091

2,037 2,039

2,104 2,090

1,982

1,999
2,018

1,914
1,868

1,765

出典：総務省「国勢調査」
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出典：住民基本台帳人口（各年度末）

人口は第二次大戦後に引揚者などで
急増した1960年頃にピーク（1万人）
をうち、その後若者の都会への流出
などで減ってきて、現在は約4,100人。
高齢化も進んでいて、65歳以上のお
年寄りは1,608人で高齢化率は39％と
全国平均（27％）より断然高くなっ
ています。

（平成28年3月31日現在）

80歳以上

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

平成28年

393

176

164

196

178

140

136

94

124

84

96

51

48

76

73

63

65

225

134

125

195

181

141

132

120

107

117

91

65

47

67

90

73

71

出典：住民基本台帳人口

男性総数1,981 人 女性総数 2,157 人

350
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平成10年 平成11年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

117
128

141

180 178 176 176 176 171 160 165 177

20
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20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

出典：北海道農政部農業経営局農業経営課

■認定農業者数の年度別推移（人）

177

770

47
31

13
16228

258

■檜山管内の認定農業者数
　（平成28年3月）

出典：北海道農政部農業経営局農業経営課

農業では後継者不足などで兼
業農家を中心に離農者が増え
ています。作付面積のトップ
は水稲と大豆ですが、ばれい
しょ（じゃがいも）や小麦、
そして、だいこんやスイート
コーンなどの野菜等、多種多
様な作物が生産されていま
す。近年はグリーンアスパラ
やかぼちゃにも力をいれてい
ます。

■専業兼業別農家戸数

■檜山管内の経営耕地面積
　規模別農家数（％）平成27年2月1日現在

10ha未満 20ha未満5ha未満 30ha未満 30ha以上

18％ 21％ 8％ 13％39％

出典：北海道総合政策部情報統計局統計課「2015農林業センサス結果の概要（北海道）」

246
46
45

491

151

167

173 170 159 159 155 155

76
112

155148

166

484

99

413

84

355

70

301

北海道

厚沢部町

せたな町

今金町

奥尻町

乙部町

上ノ国町

江差町

檜山計
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■平成26年度農業生産の実績

9,357

282

65
596

3,372

20,421

597

3,019

国有林 30,060

町有林 1,193

37,709ha

民有林
6,456

出典：北海道水産林務部「平成26年度北海道林業統計」

1,038

240

3,724

287

750

163

76

1,672 2,051

出典：北海道水産林務部「平成26年度北海道林業統計」

出典：檜山振興局産業振興部林務課「平成26年度檜山の民有林」

8,955 11,967
20,922

出典：檜山振興局産業振興部農務課「檜山管内の農業統計」

出典：檜山振興局産業振興部農務課「檜山管内の農業統計」

平成11年度 平成16年度 平成18年度 平成20年度 平成22年度 平成24年度

459

513
513

444

140

270

91
65

注1）その他野菜に含まれるのは、かぼちゃ、てん菜、にんじん、きゃべつ、ねぎ、メロン、
　　  アスパラガス、ほうれんそう の8種

平成26年度

品目 作付面積 収穫量 10a当り収量
ha トン kg/10a

水稲 513 2,290 446
ばれいしょ 459 12,563 2,737
大豆 513 988 193
小麦 444 1,470 331
小豆 140 221 158
かぼちゃ 150 2,250 1,500
スイートコーン 91 728 800
だいこん 65 2,170 3,338
そば 93 58 62
てん菜 73 4,560 6,247
きゃべつ 25 875 3,500
ブロッコリー 18 683 3,794
アスパラガス 9 160 1,778
ねぎ 5 125 2,500
メロン 5 107 2,140
にんじん 2 61 4,067
ほうれんそう 1 10 1,000
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■産業（大分類）別就業者数（15歳以上）

鉱業 1

卸売・小売91
医療・福祉46

複合サービス
53

公務
83

その他
258

農業
338

漁業 3
林業
61

建設 191

製造 83

第2次
275人
（23％）

第1次
402人
（33％）

第3次
531人
（44％）

総数
1,208人

出典：総務省「平成22年国勢調査（職業等基本集計）」

出典：経済産業省「平成26年工業統計調査」

出典：経済産業省「平成26年商業統計調査」
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平成23年度平成22年度平成21年度平成13年度 平成24年度

2,930

163

12

1,903

147

9 8 7 8 8 7

140 106 125 111 108

2,023
1,916

2,324 2,299

1,916

平成25年度 平成26年度

出典：経済産業省 工業統計調査「市町村別従業者数製品出荷額の推移」

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

平成24年度平成18年度平成11年度 平成26年度

6,302

341

86

5,106

262

67
46 50

138
177

2,502

3,819

出典：経済産業省「商業統計調査」

分　類 事業所数 従業員数
（人）

製品出荷額
（百万円）

飲料・たばこ・飼料製造業 1 5 n.a
木材・木製品 5 82 n.a
その他製品 1 21 n.a

合　計 7 108 1,916

分　類 事業所 従業員数
（人）

販売額
（百万円）

卸売業 4 13 n.a
小売業 46 164 n.a
　各種商品小売業 1 1 n.a
　繊維・衣服・身の回り品小売業 4 6 24
　飲食料品小売業 17 61 803
　機械器具小売業 3 7 64
　その他小売業 21 89 2,625
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平成26年平成24年平成22年平成19年平成18年平成16年平成14年 平成28年平成20年 平成26年平成24年平成22年平成19年平成18年平成16年平成14年 平成28年平成20年
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平成14年 平成16年 平成18年 平成19年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

3333344 34

132
122

141 137
124

99 99
55 55 68 65 67 52 52 47 48

77 67 73 72 57 47 45 52 52

97 100

■平成28年度「学校基本調査」（小学校） ■平成28年度「学校基本調査」（中学校）

出典：厚沢部町教育委員会

学校名 館 鶉 厚沢部 美和 計
学級数 4 3 11 2 20
児童数 計 28 25 110 4 167
　１学年 2 3 21 1 27
　２学年 6 4 12 1 23
　３学年 6 5 20 0 31
　４学年 3 5 19 0 27
　５学年 6 4 14 2 26
　６学年 5 4 24 0 33
　男子 17 16 61 1 95
　女子 11 9 49 3 72
教職員数 8 7 18 3 36

学校名 館 鶉 厚沢部 計
学級数 3 3 4 10
児童数 計 21 14 65 100
　１学年 7 6 19 32
　２学年 9 4 26 39
　３学年 5 4 20 29
　男子 11 8 33 52
　女子 10 6 32 48
教職員数 11 6 12 29
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■道路現況

総　数
実延長（㎞）舗装済（㎞）舗装率（％）

286.7 229.2 79.9

内訳
国道 30.1 30.1 100.0
道道 71.7 63.0 87.8
町道 184.9 136.2 73.6

出典：北海道建設部「道路現況調査（平成27年4月1日現在）」

■廃棄物処理施設・上水道
し尿処理施設
　処理人口 1,437人
　年間総収集量 2,343㎘
ごみ処理施設
　処理人口 4,229人
　年間総収集量 1,344㎘
上水道施設
　給水人口（簡易水道） 4,160人
　普及率 100％

出典：総務省自治財政局「公共施設状況調査（平成27年3月31日現在）」

■公営住宅建設状況（町営住宅）
管理戸数 325 平成26年度末
　公営住宅 300
　特定優良賃貸住宅 25
建設戸数 4 平成27年度着工

出典：檜山振興局産業振興部建設指導課

■社会福祉施設等設置状況
訪問看護 2
老人福祉センター 1
指定介護老人福祉施設 1
地域密着型介護老人福祉施設 1
認知症対応型共同生活介護 2
有料老人ホーム 1
通所介護 2
居宅介護支援 3
居宅介護・重度訪問介護 2
就労継続支援 1
認可保育所 3

出典：檜山振興局保健環境部社会福祉課
（平成28年5月1日現在）

■社会教育・文化施設（町立施設）
図書館 1
博物館 1
柔剣道場 1
弓道場 1
庭球場（２面） 1
多目的運動広場 1
スキー場 1
キャンプ場 2
パークゴルフ施設 1
水泳プール（屋内） 1
体育館 1
その他の施設 1

出典：北海道教育庁檜山教育局（平成28年6月1日現在）

■医療施設数
病院（病床数 69） 1
一般診療所 1
歯科診療所 1

出典：北海道保健環境部「北海道保健統計年報」
（平成26年10月1日現在）

■消防体制
消防車 12
　消防ポンプ車（水槽付含む） 7
　小型動力ポンプ付積載車 5
救急車
　２B型 1
常備吏員数
　定数 16
　実員 16
救急隊員 13
　救急救命士 6
　上記以外 7
消防団員数
　定数 121
　実員 106

出典：檜山広域行政組合調 平成28年12月末日

■火災状況
出火件数 1
　建物 1
　それ以外 0
死者 0
罹災世帯数 1
罹災者数 2

出典：檜山広域行政組合調 
（平成28年）

■救急統計
出動件数 224

種別

急病 134
転院 33
交通 15
一般負傷 30
その他 12

出典：檜山広域行政組合調 （平成28年）

■交通事故
発生件数 15
死亡者 0
負傷者 12

出典：檜山振興局保健環境部環境生活課調
（平成28年）
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4,436 4,310

■財政指標（平成19～27年度）■道南自治体の財政状況（平成27年度決算）

■平成27年度一般会計歳入（決算） ■平成27年度一般会計歳出（決算）
その他 143

総務費
1,326

地方交付税，
地方譲与税，
諸交付金
2,631

国庫支出金
292

同支出金
298

町 債
319

その他
494

町 税
402

民生費
693衛生費

414

消防費
242

農林水産業費
　492

教育費
257

公債費
367

土木費
376

厚沢部町は健全財政で有名。町の「借金」（地方債残
高）と収入の割合を示す「実質公債費比率」3.8％は
全道で8位です。町の「貯金」（積立金）が借金を上回っ
ているのも大きな自慢です。

厚沢部町

乙部町

鹿部町

木古内町

北斗市

上ノ国町

函館市

今金町

七飯町

福島町

松前町

せたな町

八雲町

奥尻町

長万部町

知内町

江差町

森町

3.8％ 10668 112

平成19年度 平成21年度 平成24年度 平成27年度

4,758 4,614 4,411 4,175 

0.191 0.181 0.157 0.155 

2,401 2,723 2,952 2,925

3,837 4,972 5,039 4,436

3,743 4,455 4,744 4,310

95 86 76 75

76.9％ 72.2％ 66.6％ 69.4％ 

23.0％ 19.2％ 16.9％ 18.7％ 

3.7％ 3.4％ 3.8％ 3.4％ 

14.8％ 13.5％ 11.1％ 12.4％ 

2,832 2,798 2,907 2,852

238 131 131 104

2,725 3,238 3,718 4,669

8.1％ 7.9％ 5.1 3.8 

− − − -
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●
厚
沢
部
と
メ
ー
ク
イ
ン
の
出
会
い
●

明
治
以
降
、
日
本
は
外
国
の
農
作
物
の
積
極
導
入

を
進
め
、
国
を
挙
げ
て
栽
培
試
験
を
行
っ
た
。
明

治
43
年
に
厚
沢
部
の
俄
虫
に
置
か
れ
た
檜
山
農
事

試
作
場
が
ま
と
め
た
報
告
書
の
中
に
厚
沢
部
の
歴

史
上
初
の
「
メ
ー
ク
イ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
登
場

し
た
の
は
大
正
14
年
。
そ
の
年
の
品
種
比
較
試
験

で
メ
ー
ク
イ
ン
が
好
成
績
を
収
め
、
厚
沢
部
は
帯

広
の
大
正
地
区
と
と
も
に
メ
ー
ク
イ
ン
の
栽
培
に

適
し
た
土
地
と
認
定
さ
れ
た
。
だ
が
、
メ
ー
ク
イ

ン
は
皮
が
薄
く
て
病
気
に
弱
い
。
農
家
に
と
っ
て

は
扱
い
に
く
い
品
種
だ
っ
た
た
め
、
収
量
が
多
い

男
爵
イ
モ
の
方
に
関
心
を
向
け
る
農
家
が
多
か
っ

た
。
そ
の
後
、昭
和
９
年
に
「
メ
ー
ク
イ
ン
」
は
、

北
海
道
奨
励
品
種
に
指
定
さ
れ
、こ
の
年
が「
メ
ー

ク
イ
ン
発
祥
元
年
」
と
さ
れ
る
。

●
メ
ー
ク
を
厚
沢
部
の
名
物
に
！
●

歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
福
井
伝
一
郎
と
い
う
人
物

が
浮
か
び
上
が
る
。
伝
一
郎
は
、
昭
和
15
年
に
厚

沢
部
の
農
協
に
赴
任
、
当
時
の
檜
山
農
事
試
験
場

と
協
力
し
て
馬
鈴
薯
の
作
付
け
指
導
や
輪
作
の
奨

励
、
栽
培
の
改
善
な
ど
、
現
在
の
厚
沢
部
メ
ー
ク

イ
ン
生
産
の
土
台
を
築
い
た
。
な
か
で
も
一
番
の

功
績
は
、
厚
沢
部
の
馬
鈴
薯
生
産
を
メ
ー
ク
イ
ン

一
本
に
絞
り
、
九
州
・
関
西
に
販
路
を
開
拓
し
た

こ
と
だ
ろ
う
。

煮
込
ん
で
も
形
が
崩
れ
に
く
い
メ
ー
ク
イ
ン
は
煮

込
み
料
理
を
好
み
、
盛
り
つ
け
の
美
し
さ
を
重
視

す
る
関
西
の
食
文
化
と
相
性
が
良
い
。
こ
こ
に
目

を
つ
け
た
伝
一
郎
の
ア
イ
デ
ア
は
見
事
に
あ
た
る
。

●
メ
ー
ク
イ
ン
日
本
発
祥
の
地
・
厚
沢
部
●

毎
日
の
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ
。
主
婦

以
外
に
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
日
本

で
食
べ
ら
れ
て
い
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
メ
ジ
ャ
ー
品

種
は
二
つ
。
一
つ
は
、
熱
を
加
え
る
と
ほ
く
ほ
く

と
し
て
じ
ゃ
が
バ
タ
ー
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
が
楽
し

め
る
「
男
爵
系
」。
も
う
一
つ
は
、熱
を
加
え
て
も

形
が
崩
れ
ず
煮
物
に
最
適
と
さ
れ
る
「
メ
ー
ク
イ

ン
系
」。
こ
の
メ
ー
ク
イ
ン
の
日
本
発
祥
の
地
が

厚
沢
部
町
だ
。

●
そ
も
そ
も
、
メ
ー
ク
イ
ン
種
と
は
●

そ
も
そ
も
メ
ー
ク
イ
ン
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
中
部
の

チ
ェ
ル
テ
ン
ハ
ム
で
最
初
に
栽
培
が
始
ま
り
、
１

９
０
０
年
に
サ
ッ
ト
ン
商
会
が
世
界
に
紹
介
し
て

広
ま
っ
た
品
種
。名
前
の
由
来
は
、５
月（
Ｍ
ａ
ｙ
）
開

催
の
春
の
祭
り
で
村
一
番
の
器
量
よ
し
の
娘
が

「
女
王
（
Ｑ
ｕ
ｅ
ｅ
ｎ
）」
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
ち

な
ん
で
い
る
。
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
で
は
次
第
に
廃

れ
て
し
ま
い
、今
は
生
産
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

●
戦
争
に
よ
る
中
断
、
そ
し
て
戦
後
の
復
活
●

関
西
方
面
へ
の
販
路
が
開
拓
さ
れ
、
軌
道
に
乗
っ

た
か
に
見
え
た
厚
沢
部
メ
ー
ク
イ
ン
。
し
か
し
、

太
平
洋
戦
争
中
の
昭
和
19
年（
１
９
４
４
）、戦
中

の
国
策
で
収
量
が
多
い
と
さ
れ
た
男
爵
イ
モ
一
本

に
生
産
が
統
制
さ
れ
、
メ
ー
ク
イ
ン
の
生
産
は
中

断
さ
れ
る
。
戦
後
の
昭
和
25
年
（
１
９
５
０
）
統

制
解
除
。
昭
和
28
年
、
同
じ
檜
山
管
内
の
今
金
町

が
馬
鈴
薯
の
生
産
品
種
を
男
爵
イ
モ
に
統
一
、
東

京
の
神
田
市
場
に
売
り
込
み
を
か
け
始
め
た
。
今

金
に
対
す
る
競
争
心
も
手
伝
っ
て
、
厚
沢
部
は
メ
ー

ク
イ
ン
へ
の
傾
斜
を
強
め
る
。
そ
の
背
景
に
は
「
病

虫
害
に
弱
く
収
量
が
安
定
し
な
い
と
さ
れ
、
他
地

域
で
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
メ
ー
ク
イ
ン
で
こ
そ
、

努
力
す
れ
ば
ト
ッ
プ
に
な
れ
る
」
と
い
う
伝
一
郎

独
特
の
考
え
が
あ
っ
た
と
い
う
。
メ
ー
ク
イ
ン
が

町
を
挙
げ
て
の
生
産
品
種
に
な
る
ま
で
、
伝
一
郎

は
熱
心
に
農
家
を
説
得
し
て
歩
い
た
と
い
う
。

今
や
、
厚
沢
部
メ
ー
ク
イ
ン
は
煮
崩
れ
し
に
く
い

特
性
を
保
ち
な
が
ら
も
、
口
に
入
れ
る
と
ほ
っ
く

り
と
と
ろ
け
る
大
変
お
い
し
い
「
は
ぜ
る
イ
モ
」

と
し
て
、
抜
き
ん
で
た
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
。

食
用
イ
モ
と
し
て
関
西
方
面
を
中
心
に
全
国
に
出

荷
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
の
厳
し

い
品
質
基
準
を
ク
リ
ア
し
た

「
種
芋
」
と
し
て
も
日
本

全
国
の
メ
ー
ク
イ
ン
の

産
地
に
向
け
て
出
荷
さ

れ
て
い
る
。
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　自然が豊かな町は、北海道にはたくさんあります。過疎地も数え切
れないくらいあります。でも、厚沢部はなぜかちょっと違う。それは、
たぶん新たなものにチャレンジすることに意欲的な町民気質から来る
ものかもしれません。
　自然豊かで、ゆっくりと流れる時間、田舎ならではの面倒見の良さ
などで、過去にも現在にもその環境でしかできないことをやるために
移住した人がいます。現在は北海道下川町に在住の、日本でただ一人

の手回しパイプオルガン製作者である谷目基さんは10年もの間、厚沢部の木々に触れ、木との会話から優れたオルガンを世
に出しました。また、現在も住み続ける陶芸家臼田季布さんは、廃校となった旧清水小中学校を住居兼アトリエ兼窯焼き場
として利用し、暖かみを感じさせる陶器を生み出しています。
　その他、新しい農業の模索を行う方、定年退職後の安住の地として、転勤の多い職業で地理的に道南の各所への移動・通勤
に便利など、様々な理由で移住する方がいます。

　とはいえ、いきなり移住となると不安がつきまとうものです。どんな町なのかよくわからない、町民の実生活はどんなもの
なのだろうか、単なる旅行だけでは知る機会も少なく、なかなか決断できない。そんな不安を解消してくれるのが「ちょっ
と暮らし」です。
　厚沢部町では、中長期滞在者のために移住体験用住宅を用意しています。厚沢部でのちょっと暮らしが気に入って、何度
も利用される方もおります。町民との交流も広がり、もう心はほとんど厚沢部移住。
　個々人の生活スタイルが異なるように、望まれる住環境、予算、仕事なども人それぞれ。そんな方々を親切にコーディネ
イトしてくれるのが、「素敵な過疎づくり株式会社」です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

ちょっと暮らしって？（概要）

・ 町では移住体験用のちょっと暮らし住宅を用意しています。
・利用期間は原則として1週間以上6か月以内とします。
・ 対象者は厚沢部町に移住、二地域住宅、シーズンステイ
を検討されているご夫婦やそのご家族。

・複数申し込みの場合は日程調整や抽選で決定。
・ 滞在期間中には、ご希望の体験プログラムを随時ご案内
します。

　○体験プログラム例
　・そば打ち（厚沢部産そば粉使用）　・渓流釣り
　・クワガタ捕り　・土橋自然観察教育林（レクの森）散策
　・たいこ山プチ登山　・農作物収穫体験　・山菜収穫体験
　・パークゴルフ体験　・郷土料理教室　・陶芸教室
　・スノーシューをはいて雪山散策

<料金表 >（電気・水道、駐車場代を含む、冬期間の暖房料は別途）

滞在期間 賃料 申し込み金
（賃料の20％相当で賃料の前納）

1週  60,000円 12,000円

2週  80,000円 16,000円

3週  100,000円 20,000円

1ヶ月 120,000円 24,000円

お申し込み、お問い合わせは下記の「素敵な過疎づくり株式会社」まで

<お問い合わせ先>

素敵な過疎づくり株式会社　町の全額出資で2009年設立。スタッフが全力でサポート

北海道檜山郡厚沢部町新町207　Tel 0139-64-2022 Fax 0139-67-2035
ホームページ  http://sutekinakaso.com/ E-mail info@sutekinakaso.com

厚沢部町役場　総務政策課　宅地分譲、移住手続などの総合窓口

北海道檜山郡厚沢部町新町207　Tel 0139-64-3311 Fax 0139-67-2815
ホームページ　http://www.town.assabu.lg.jp/  E-mail info-soumu@town.assabu.lg.jp

厚沢部暮らしを体験
する前に読んでおき
たいお試し移住ガイ
ドブック「厚沢部ラ
イフ」。
フルカラーで厚沢部
の魅力を存分に味わ
えます。

ふるさと定住促進事業
Uターン者（厚沢部町の住民であった方で、3年以上の町外転出
があった後に再び住民となった満16歳以上40歳以下の者）・新
規転入者で、定住（5年以上）した方には、定住促進奨励金とし
て、家族帯同者には10万円、単身者には5万円が一度支給。また、
満16歳以上40歳以下の方が結婚し、その後も定住する意志があ
ると認められた方には、結婚祝金として10万円が支給。さらに、
誕生祝金として子ども１人に10万円が支給されます。

子育て支援事業
園児一人当たりの保育料に対して、月額2,000円を支給。学校
給食費助成として、小学生には月額1,500円、中学生には月額
2,000円（各一人当たり）を助成金として支給。0歳から15歳ま
での子どもには、入院、通院にかかる医療費に助成金を支給し
ます。

持家建設促進事業
住宅を建築または購入したら、奨励金として50万円、それが町
内業者の施工であればさらに50万円の商品券が支給されます。
その家に老人世帯と1年以上同居した場合、奨励金がさらに30
万円・中学生以下の子どもが同居する場合、１人目に30万円、
２人以上は50万円が加算されます。

その他、農業従事を目指す人には、農業担い手育成事業より助成金が支給されます。
詳しくは厚沢部町役場移住相談窓口（総務政策課政策振興係）までお問い合わせく
ださい。
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歴
史
と
は
あ
と
か
ら
読
み
返
し
て
み
る
と
す
べ
て
「
時

代
の
流
れ
」
と
し
て
必
然
性
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え

て
く
る
。
し
か
し
当
時
の
現
実
の
真
只
中
に
あ
っ
た

当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
が
与
え
ら
れ
た
状
況
の
中
で
の
限
定
さ
れ
た
情
報

を
頼
り
に
、
必
死
に
未
来
を
展
望
し
て
戦
っ
て
い
た

筈
だ
。
そ
の
展
望
の
多
く
は
今
と
な
っ
て
は
見
果
て

ぬ
「
夢
」
と
し
か
見
え
な
い
が
、
そ
う
し
た
夢
と
夢

の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
歴
史
の
物
語
だ
と
も
い
え
る
。

い
ま
は
史
跡
と
し
て
厚
沢
部
に
眠
る
館
の
城
址
に
も

日
本
の
大
き
な
変
革
期
の
一
躍
を
担
っ
た
「
夢
」
の

物
語
が
あ
る
。

◆
幕
末
の
松
前
藩
、
内
紛
と
ク
ー
デ
タ
ー

館
城
築
城
ま
で
に
は
、
ひ
と
つ
の
「
時
代
の
流
れ
」

が
あ
っ
た
。
１
８
５
５
年
に
江
戸
幕
府
が
実
施
し
た

二
度
目
の
幕
府
に
よ
る
蝦
夷
直
轄
に
よ
っ
て
、
松
前

藩
は
渡
島
半
島
南
西
部
の
狭
い
領
地
で
の
藩
経
営
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
折
し
も
外
国
か
ら
の
脅
威
が
強

ま
り
、
松
前
城
が
海
上
攻
撃
か
ら
の
防
衛
に
対
し
て

脆
弱
と
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
藩
財
政
の
基
盤
で

あ
っ
た
役
銭
（
蝦
夷
産
品
の
積
出
し
へ
の
課
税
）
の

減
少
な
ど
か
ら
農
業
中
心
の
経
済
へ
と
変
革
す
る
こ

と
を
目
論
ん
で
政
治
の
中
心
を
新
た
な
拠
点
、
そ
れ

も
内
陸
の
厚
沢
部
・
館
地
区
と
す
る
こ
と
が
計
画
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
時
代
の
流
れ
」
は
松
前
藩
内
部
に
も
あ
っ
た
。
そ

れ
は
藩
主
継
承
問
題
に
端
を
発
す
る
権
力
争
い
だ
。

松
前
昌
広
（
11
代
）
以
降
、崇
広
、徳
広
と
藩
主
が
交

代
す
る
中
で
松
前
藩
は
、
ペ
リ
ー
来
航
の
際
に
絶
妙

な
外
交
手
腕
を
発
揮
し
た
家
老
松
前
勘
解
由
派
と
、

後
に
正
議
隊
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
る
下
国
東
七
郎

ら
の
反
勘
解
由
派
に
分
か
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
対
立
は
、
家
老
職
を
解
か
れ
な
が
ら
も
、
依
然

藩
政
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
松
前
勘
解
由
派
を
、

１
８
６
８
年
７
月
実
力
行
使
で
政
権
か
ら
退
か
せ
る

動
き
と
し
て
表
面
化
し
た
。
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
紆

余
曲
折
も
あ
っ
た
が
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
。そ
の
後
、

実
権
を
奪
っ
た
正
議
隊
は
、
勘
解
由
派
の
粛
清
を
進

め
る
と
と
も
に
館
で
の
築
城
を
急
い
だ
。
当
時
、
農

地
と
し
て
は
未
開
拓
に
近
か
っ
た
館
で
あ
っ
た
が
、

豊
か
な
厚
沢
部
川
の
水
と
そ
の
流
域
の
平
地
を
利
用

し
て
の
農
地
開
墾
は
、
当
時
と
し
て
は
、
先
見
の
明

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

◆
館
城
の
築
城
か
ら
陥
落

館
城
の
築
城
は
驚
く
ほ
ど
の
速
さ
で
行
わ
れ
た
。
明

治
元
年
９
月
上
旬
に
築
城
が
着
手
さ
れ
、
10
月
26
日

頃
に
は
竣
工
し
て
い
る
。

迫
り
く
る
旧
幕
府
軍
を
迎
え
撃
つ
た
め
に
は
急
が
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
旧
幕
府
軍
が
森
町
鷲
の

木
に
到
着
し
た
の
は
10
月
20
日
で
あ
っ
た
。
厚
沢
部

町
郷
土
資
料
館
に
は
館
城
の
設
計
図
を
基
に
作
っ
た

ジ
オ
ラ
マ
が
あ
る
が
、
防
衛
施
設
と
し
て
は
小
規
模

の
土
塁
と
堀
が
あ
る
だ
け
で
、
急
場
し
の
ぎ
の
造
り

で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、
新
天
地
で
の
再
出
発
と
い
う
松
前
藩
若
手

の
希
望
も
旧
幕
府
軍
の
迅
速
な
侵
攻
に
よ
っ
て
打
ち

砕
か
れ
た
。
館
城
が
完
成
し
て
間
も
な
く
、
松
前
城

を
陥
落
さ
せ
た
旧
幕
府
軍
の
土
方
隊
は
上
ノ
国
方
面

で
松
前
軍
と
交
戦
、
一
方
、
鶉
方
面
か
ら
進
軍
し
て

き
た
松
岡
隊
は
11
月
15
日
館
城
を
攻
撃
し
た
。
戦
い

は
松
前
藩
軍
事
方
三
上
超
順
ら
の
奮
戦
も
及
ば
ず
僅

か
一
日
で
旧
幕
府
軍
の
勝
利
に
終
わ
る
。
築
城
間
も

な
い
館
城
は
焼
失
。
着
工
か
ら
僅
か
２
ヵ
月
半
で
松

前
藩
再
興
の
夢
は
潰
え
た
。

土
橋
付
近
に
避
難
し
な
が
ら
、
こ
の
戦
況
を
観
望
し

て
い
た
松
前
藩
主
・
徳
広
と
側
近
は
、
乙
部
方
面
に

敗
走
、船
で
津
軽
半
島
に
渡
っ
た
。
徳
広
は
避
難
先
・

弘
前
で
病
死
。
残
さ
れ
た
松
前
藩
兵
は
青
森
に
集
結

し
て
明
治
政
府
軍
の
先
駆
け
と
し
て
箱
館
戦
争
を
果

敢
に
戦
っ
た
。

そ
の
後
、
松
前
藩
は
館
藩
と
名
を
変
え
、
徳
広
の

跡
を
継
い
だ
修
広
が
知
事
に
就
任
。
館
藩
の
名
称

は
館
城
の
築
城
が
朝
廷
か
ら
の
許
可
を
得
て
い
た

こ
と
が
根
拠
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
明
治
４
年
7
月

の
廃
藩
置
県
後
も
「
館
」
の
名
前
は
「
館
県
」
と

し
て
存
続
し
た
が
同
９
月
の
再
編
成
で
旧
津
軽
藩

と
吸
収
合
併
、
弘
前
県
が
発
足
し
た
こ
と
で
、
長

く
蝦
夷
を
治
め
て
き
た
松
前
藩
・
松
前
家
の
政
治

的
地
位
は
完
全
に
消
滅
し
た
。

◆
そ
し
て
館
地
区
は
今

館
城
跡
に
立
つ
と
、
虚
無
感
を
覚
え
る
。
こ
の
土
の

下
に
眠
る
兵
た
ち
の
無
念
さ
が
そ
う
さ
せ
る
の
だ
ろ

う
か
。
新
し
い
松
前
藩
の
礎
と
な
る
べ
く
築
か
れ
た

館
城
は
、
蝦
夷
地
に
共
和
国
を
夢
見
た
旧
幕
府
軍
に

よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
旧
幕
府
軍
は
松
前
藩
兵
が
加

わ
っ
た
新
政
府
軍
に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
夢
は
途
中
で
終
わ
っ
た
。

館
城
跡
地
に
生
い
茂
る
雑
草
の
葉
か
ら
落
ち
る
滴
は
、

静
か
に
土
に
染
み
、
何
事
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に

そ
の
生
命
力
を
見
せ
つ
け
る
。
か
つ
て
松
前
藩
が
夢

見
た
と
お
り
、
厚
沢
部
の
芳
醇
な
大
地
は
今
や
、
南

檜
山
一
の
農
業
地
帯
へ
と
変
貌
し
た
。
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厚沢部町人口ビジョン

　　　　　　　　　　

　厚沢部町人口ビジョンにおける将来めざすべき人口規模

　25年後の 2040 年（平成 52年）の人口規模 3,000 人を目指します。

厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略

　　　　　　　　　　

　「厚沢部町まち・ひと・しごと総合戦略」は、人口減少・地域経済縮

小の克服、まち、ひと、しごとの創生を目指し、今後５か年（平成 27

年度から平成 31年度）の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をま

とめたものです。厚沢部町人口ビジョンを踏まえた上で、政策分野ごと

に４項目を基本目標として定めています。

●基本目標１　安定した雇用と産業を創出する

　開拓のまち厚沢部　〜新たな仕事・産業の創生〜

　　　　　　　　　　

・ 基幹産業である農業について、競争力を強化すること

により農業所得の向上を図り、雇用機会の創出、農業

後継者の確保や生産額の増加を目指すとともに、林業

においてはエネルギー活用を促進し、地域産業を振興

する。

・ 都市部への農産物や物産品の販売ルートを確保し、物

産品の認知度を高めるとともに競争力を強化すること

により販売額の向上を図る。

・ 安定した仕事を創出し所得を向上させるため、冬期間

の仕事の創出、企業誘致、６次産業化等を推進する。

・ 近隣の大型店舗の進出等による購買力の流出を抑止す

るため、町内店舗での消費を喚起し、地域経済に好循

環を生み出す。

● 基本目標２　厚沢部町への新しい人の流れをつくる

　 選ばれるまち厚沢部　〜ちょっと来たい・ずっと住み

たいまち〜

　　　　　　　　　　

・ 利用者の視点に配慮した移住促進の窓口を設置すると

ともに、都市部からの移住の受け皿となる環境整備を

図り、生涯活躍のまち厚沢部（日本版ＣＣＲＣ構想）

を実現する。

・ 移住・二地域居住を推進するとともに交流人口拡大を

図り、経済を活性化させるとともに将来の移住希望者

の掘り起こしを行う。

・ 高齢化に伴い就業者数が増加している福祉産業を若者

の雇用・移住安定に結び付けるため介護専門学校を創

設し、若者の定着・地元採用を促進する。

●基本目標３　結婚・出産・子育ての希望をかなえる

　木育（こそだて）のまち厚沢部　〜充実した子育て環境〜

　　　　　　　　　　

・ 妊娠・出産・子育てについて経済的支援、子育て環境

整備を実施し、切れ目のない支援を行うことにより、

１学年平均 30人維持を目指す。

・ 認定こども園開設を核とした、保育及び関連サービス

の充実を図ることにより、子育ての負担を軽減する。

・ 育児休業の取得を促進することにより、ワークライフ

バランスの実現を図るとともに、取り組む企業に対し

支援し、取得環境の整備を図る。

・ 若者が将来の結婚に繋がるよう、希望ある結婚ライフ

を実現する。

● 基本目標４　時代に合った厚沢部町をつくり、安心な

暮らしを守るとともに、地域間連携を図る未来デザイ

ンのまち厚沢部　〜新たなまちの形成〜

　　　　　　　　　　

・ 多世代が交流し地域貢献が出来る環境を構築するため

の小さな拠点を形成するとともに、住民の協働による

新たな地域コミュニティを構築する。

・人口減少を踏まえ、既存ストックを有効活用する。

・ 医療・観光など広域連携がその効果を高めるものは、

定住自立圏や他の地方公共団体との地域間連携施策を

積極的に推進する。

・ 厚沢部の特性を生かした魅力あるふるさとづくりを推

進し、町外の厚沢部ファンを獲得する。

厚沢部町人口ビジョン
厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略

町長　渋 田 正 己 議長　鈴 木 祥 司
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厚沢部町 町勢要覧 2017

厚沢部町役場 総務政策課
平成29年３月31日

新函館北斗駅

札幌から　約4時間30分（約240㎞）
函館から　約1時間30分（約60㎞）
江差から　約15分（約13㎞）
新函館北斗駅から　約45分（約40㎞）

函館空港（函館）経由が便利です。

札幌から　JR函館線で札幌－新函館北斗－函館バス利用で
　　　　　約4時間30分

函館から　函館バスで約2時間
新函館北斗駅から　函館バスで約1時間




