
2019.1.00
猿橋学区ふるさと
交流実行委員会

ふるさと猿橋学区の今と昔をお伝えする情報誌

v o l u m e 5

　

平
成
最
後
の
情
報
誌
第
５
号
の

発
行
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
編

集
に
つ
き
ま
し
て
は
、
冒
頭
の
地

区
か
ら
の
あ
い
さ
つ
コ
ー
ナ
ー
が

猿
橋
学
区
（
４
地
区
）
を
ひ
と
廻

り
し
た
こ
と
で
、
今
回
は
ど
の
様

に
し
よ
う
か
と
、
色
々
と
思
案
し

ま
し
た
。
マ
ン
ネ
リ
化
は
飽
き
ら

れ
る
事
も
あ
り
、
一
同
言
葉
が
出

て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
頂
い
た

感
想
を
読
み
直
し
、
喜
ん
で
頂
い

て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
ま
た

な
ん
と
か
と
の
意
見
で
ま
と
ま
り
、

出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

１
人
で
も
多
く
、
故
郷
の
大
切

さ
を
想
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。 実行委員会実行委員会

委員長　髙橋   久雄委員長　髙橋   久雄

初冬の和賀岳　場所：●●（撮影 A.T）初冬の和賀岳　場所：●●（撮影 A.T）

プギー！
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猿橋学区からのお猿橋学区からのお知らせらせ

出身者からのお出身者からのお便り

新年交賀会・歳祝【各地区公民館】
雪あかり 2019 in にしわが【西和賀町各地】

1月1日(火)
２月９日(土)

「ふるさとの思い出は自分の背を押してくれます」
　　　　　　　　　和佐内出身　昭和 55年卒　米川 ( 中村 ) 純子さん

　いつもステキな便りを届けて頂き、ありがとうございます。懐かしさに温かな気持ちに
なりながら読ませていただいています。
　夏の盆踊りで踊りや太鼓の練習に通ったこと、一大行事に張りきったものです。
　秋、「なべっこ遠足」で学校裏山のずっと奥まで行って河原で炊飯したこと、遠かったなぁ
　冬休みの「お楽しみ会」、冷え切った公民館でストーブに、雪をいれた鍋をかけて雪が溶
けている間に会場が温まっていたこと。
　春、毎年同じ所に生える草花が、今年も芽を出したのを見つけて歩くのが嬉しかったこ
となどなど…。
　紙面に配られた美しい四季の写真やお蔵出しのセピア色した写真、そして優しさを感じ
る文章、それらの余白に幼い時分の私の姿を見出すことができます。
　ふるさとの思い出は、自然や人の営みといった季節感とともにきらめき続け、今を生き
る自分の背を押してくれることに、改めて気づかされました。次号も楽しみにしています。

「一本杉通信を手本に情報誌を作る話に」
　　　　　　　　　長瀬野出身　平成３年卒　大河原聖絵さん

　「一本杉通信」をお送りいただき、ありがとうございました。毎回楽しみに拝見しており
ます。懐かしい風景の写真、同級生や後輩の近況など、故郷に触れることが、こんなに心
を温かくしてくれるものなのかと少し驚いています。第４号に掲載されていた長瀬野小学
校は、私の時代にはもうありませんでしたが、父や祖母には懐かしい記憶のはず。今度帰
省したら、記事を見ながら話を聞いてみたいと思いました。
　私は、宮城県の加美町というところで役場職員をしており地域づくりに関わっています
が、先日こちらの皆さんに「一本杉通信」の話をしました。故郷からこういうものが送ら
れてくるのはやっぱり嬉しいですよ、と。こちらの皆さんも「それはいい！」という話に
なり、出身者に簡単な情報誌を送る方向で進んでいます。
　実行委員会の皆様、企画・編集等、大変なご苦労とは思いますが、この素晴らしい情報
誌を続けて刊行してくれたらいいなぁ…と願っております。

本誌を読まれた出身者の方から
の声を一部ご紹介します。

みなさんぜひ！
ご参加ください！
お待ちしています。

編集者

本情報誌は、地域の出身者や本情報誌は、地域の出身者や所
ゆかりゆ か り

縁のある方にお送りしてます。まだ、届いてない方がおりましたら、のある方にお送りしてます。まだ、届いてない方がおりましたら、
ご住所をお知らせください。バックナンバー含め、お送りいたします！ご住所をお知らせください。バックナンバー含め、お送りいたします！
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猿
橋
学
区
の
ご
長
寿

猿
橋
学
区
の
ご
長
寿

和泉 トキヱさん (101)

猿橋在住
【下
しも

の下
げ だ や

駄屋　げだやのおばさん】

土
畑
鉱
山
な
ど
な
ど
…
、沢
内
の
あ
っ

ち
こ
っ
ち
、
そ
れ
こ
そ
西
和
賀
じ
ゅ

う
を
一
軒
残
ら
ず
、
歩
い
て
歩
い
て

毎
日
行
商
を
し
て
い
た
そ
う
。

　
「
お
れ
く
ら
い
歩
い
た
ひ
と
は
、

他
に
い
ね
べ
ぇ
」
と
ト
キ
ヱ
さ
ん
。

　

ト
キ
ヱ
さ
ん
は
、
９

人
兄
弟
の
７
番
目
と
し

て
、
旧
湯
田
村
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
親
の
決
め
た
縁
談
で
、

旧
沢
内
村
の
猿
橋
に
嫁
い
で
き
ま
し

た
。
旦
那
さ
ん
は
手
先
の
器
用
な
人

で
木
工
職
人
で
し
た
。

　

旦
那
さ
ん
は
屋
号
通
り
下
駄
を

作
っ
て
い
て
、
ト
キ
ヱ
さ
ん
は
、
貝
沢
、

お
ぎ
わ
ら
（
旧
沢
内
村
の
北
の
は
ず

れ
）
か
ら
、
湯
川
温
泉
、
赤
石
鉱
山
、

当
時
の
忙
し
か
っ
た
時
を
思
い
出
し

て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

子
ど
も
さ
ん
は
、
男
３
人
女
２
人

の
５
人
授
か
り
ま
し
た
。
５
人
の
子

供
を
育
て
る
た
め
、
一
生
懸
命
働
き

ま
し
た
。
お
陰
で
み
ん
な
親
思
い
の

い
い
人
に
育
っ
て
く
れ
た
そ
う
。
娘

さ
ん
は
今
、
沢
内
新
町
に
１
人
、
埼

玉
県
に
１
人
い
る
と
の
こ
と
。

　

今
は
施
設
に
い
ま
す
が
、「
こ
こ

で
の
暮
ら
し
は
何
も
心
配
い
ら
な

い
。
あ
り
が
た
い
気
持
ち
で
手
を
合

わ
せ
る
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

食
べ
る
こ
と
も
好
き
だ
し
唄
う
こ
と

も
好
き
。
こ
こ
で
の
暮
ら
し
を
満
喫

し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

１
０
１
歳
を
迎
え
て
も
お
元
気

で
、
笑
顔
が
可
愛
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

で
す
。

写真の説明 写真の説明

９
しれ

ま
縁
談
で
、
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恒
例
の
祭
典
が
９
月
16
日
、
秋
晴

れ
の
も
と
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
に
神
社
の
神
事
、
御
祈
祷
を

太
田
八
幡
宮
の
三
又
神
官
に
よ
り
執

り
行
わ
れ
、
別
当
さ
ん
を
は
じ
め
関

係
者
の
玉
串
奉
天
な
ど
、
滞
り
な
く

済
ま
せ
、
次
に
神
輿
の
御
祈
祷
、
地

区
内
の
豊
作
と
健
康
で
の
安
全
祈
願

を
含
め
た
お
祓
い
の
後
、
メ
イ
ン
で

各
地
区
か
ら
の
お
た
よ
り

各
地
区
か
ら
の
お
た
よ
り

弁 天

猿 橋

も
あ
る
子
供
神
輿
で
始
ま
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
元
気
な
「
わ
っ
し
ょ

い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
の
掛
け
声
で
地

区
内
を
練
り
歩
き
、
特
設
さ
れ
た
休

憩
所
で
歓
待
の
接
遇
を
受
け
、
盛
り

上
が
り
ま
す
。
近
年
は
少
子
化
が
顕

著
で
学
区
外
の
子
供
達
に
も
呼
び
か

け
し
、
賛
同
い
た
だ
き
実
施
し
て
い

る
現
状
で
も
あ
り
、
今
後
を
危
惧
す

る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

夕
刻
に
は
、
こ
れ
ま
た
好
評
の
打

ち
上
げ
花
火
（
平
成
最
後
）
を
堪
能
し
、

祭
り
の
終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。
元

号
の
変
わ
る
来
年
、
新
た
な
祭
り
の

想
い
を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
す
。

　

畑
作
物
に
た
ず
さ

わ
る
者
に
と
っ
て
は
、

秋
の
収
穫
が
一
番
の

楽
し
み
で
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
が
な
ん
と
今
年

は
、
そ
れ
を
全
て
ハ
ク
ビ
シ
ン

と
タ
ヌ
キ
に
汚
さ
れ
、
収
穫
ゼ

ロ
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
…
。

　

さ
ら
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
ま
で

大
群
で
出
没
し
、
来
年
は
や
れ

そ
う
に
な
い
状
態
に
な
っ
て
い

ま
す
…
。
な
ん
と
か
な
ら
な
い

も
の
か
、
思
案
に
暮
れ
る
日
々

を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

wantedwanted
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両
沢
地
区
で
は
、

11
月
11
日
の
日
曜
日
、

総
勢
34
人
で
主
要
水

路
の
草
刈
り
、
泥
上

　

介
護
予
防
活
動
に
吹
き
矢
を
取
り

入
れ
、
泉
沢
教
室
と
し
て
活
動
し
て

お
り
ま
す
。
平
成
30
年
１
月
１
日
に

は
「
西
和
賀
お
よ
ね
支
部
」
と
し
て

日
本
ス
ポ
ー
ツ
吹
き
矢
協
会
か
ら
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
吹
き
矢
は
、
円
形
の
的

を
狙
う
誰
に
で
も
気
軽
に
楽
し
く
で

き
る
ス
ポ
ー
ツ
で
、
腹
式
呼
吸
を
基

本
と
し
た
『
ス
ポ
ー
ツ
吹
き
矢
式
呼

吸
法
』
や
『
精
神
集
中
力
』
を
養
う

健
康
づ
く
り
に
効
果
的
で
す
。

　

お
よ
ね
支
部
の
泉
沢
教
室
（
会
員

11
名
の
う
ち
半
数
以
上
が
80
歳
以

上
）
は
毎
週
第
２
第
４
土
曜
日
に
地

域
指
導
員
で
あ
る
今
野
先
生
の
指
導

長瀬野

泉 沢

げ
作
業
や
両
沢
公
民
館
裏
に
あ

る
『
く
び
れ
こ
山
公
園
』
斜
面

の
仮
払
い
、
女
性
陣
は
花
壇
の

後
始
末
や
地
区
の
清
掃
活
動
を

行
な
い
ま
し
た
。
毎
年
春
、
夏
、

秋
の
３
回
実
施
し
、
地
区
の
農

地
や
水
路
を
守
っ
て
い
ま
す
。

　

地
区
で
は
25
年
以
上
前
か
ら

「
両
沢
地
区
ま
る
ご
と
公
園
化
事

業
」
と
し
て
、
地
域
全
体
の
環

境
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

に
よ
り
公
民
館
で
開

催
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
大
会
は
全
国
大

会
ま
で
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
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佐藤 靖
やすし

さん (59)

　　 裕
ゆう こ

子さん(57)
大石の宿泊施設に住み込みで勤
務。２年前、退職を機に住宅を探
し、長瀬野に一日一組限定、朝食
　　　のみの小さな宿「katasumi」
　　　　　　　   民宿をオープン。

「katasumi」
西和賀町長瀬野 19
3 泊 4日 24,000 円（高校生以上）
小中学生半額 /未就学児無料
=お問合・ご予約 =
katasuminagaseno@gmail.com
090-6136-4347

●●在住
【屋号や愛称】 猿

橋
学
区
の
人

猿
橋
学
区
の
人

満
足
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
。」

と
、
お
客
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
事
情

を
汲
ん
だ
サ
ー
ビ
ス
を
心
が
け
る
。

川
尻
駅
や
飲
食
店
へ
の
送
迎
、
買
出

し
の
サ
ー
ビ
ス
も
。
逆
に
、
部
屋
で

や
す
ら
ぎ
を
求
め
る
方
に
は
必
要
以

　

前
の
家
主
の
高
元

さ
ん
が
「
終つ

い

の
棲す
み
か家

」

と
し
て
建
て
た
想
い
の
深

い
住
宅
。
事
情
に
よ
り
転
居

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
空
家
だ
っ

た
が
、『
佐
藤
さ
ん
に
な
ら
譲
っ
て

も
良
い
』
と
い
う
こ
と
で
、
ご
夫

婦
が
譲
り
受
け
た
。
ス
ト
レ
ス
に

追
わ
れ
る
人
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て

利
用
し
て
欲
し
い
と
、
こ
の
建
物

を
民
宿
に
し
た
。「
１
日
１
組
な
ら

上
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。

　

部
屋
は
、
佐
藤
さ
ん
夫
婦
が
暮
ら

す
母
屋
と
廊
下
続
き
で
、
要
望
に
す

ぐ
に
答
え
ら
れ
る
。
山
小
屋
風
の
木

の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
る
リ
ビ
ン
グ

と
、
セ
ミ
ダ
ブ
ル
２
つ
の
ゆ
っ
た
り

と
し
た
ベ
ッ
ト
ル
ー
ム
、
ミ
ニ
キ
ッ

チ
ン
。
ロ
フ
ト
も
あ
り
、窓
か
ら
は
、

満
点
の
星
の
観
察
会
も
で
き
そ
う
。

　

手
先
の
器
用
な
靖
さ
ん
が
壁
に

し
っ
く
い
を
塗
り
、
ア
レ
ル
ギ
ー
を

持
つ
子
ど
も
さ
ん
に
も
や
さ
し
い
環

境
を
作
っ
た
。
部
屋
は
バ
リ
ヤ
フ

リ
ー
で
、
車
椅
子
の
方
に
も
泊
ま
っ

て
い
た
だ
け
る
。

「
こ
こ
の
良
さ
は
、
一
泊
で
は
わ
か

ら
な
い
。
せ
っ
か
く
遠
く
か
ら
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
な
ら
せ
め
て
二
泊
は

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
以
前
住
ん
で

い
た
ご
夫
婦
が
こ
の
地
区
の
美
し

さ
、
人
々
の
や
さ
し
さ
大
ら
か
さ
に

励
ま
さ
れ
て
き
た
の
で
、
利
用
者
が

そ
の
思
い
を
共
有
し
て
頂
け
る
よ
う

な
対
応
を
し
た
い
」
と
の
こ
と
。

　

ぜ
ひ
癒
さ
れ
に
来
て
く
だ
さ
い
。

長瀬野の美しい環境がお出迎え ゆったりした寝室にロフト

実家がなくなった町出身者

の方も、実家に帰って来る

感覚で利用して欲しい！
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根

豆

漬 猿橋学区の猿橋学区

雪
納
豆

醤
油
漬
な
ど

大
根
の
一
本
漬
け

味工房かたくり　中村一美さん味工房かたくり　中村一美さん (74)(74)　キミイさん　キミイさん (73)(73)

　お二人は味工房かたくりで、西和賀の美味しいも

のを皆に食べてもらいたいと、沢山の商品を生み出

し続けている。全国的にも有名になったビス天を、

最初に世に出そうとしたのもキミイさんだ。

　多くの番組で取り上げられた「雪納豆」について

は収録時に制作スタッフの無理難題に一美さんが激

怒したという裏話も…。

　「体が元気なうち、夫婦二人で頑張っていこうと

思っています」と語るキミイさん。

　
「
満
点
☆
青
空
レ
ス
ト

ラ
ン
」
や
色
々
な
テ
レ

ビ
で
何
度
も
放
送
さ
れ
た

「
雪
納
豆
」。
い
ろ
い
ろ
な

条
件
が
重
な
り
合
っ
て
完

成
す
る
た
め
、
失
敗
す
る

と
き
も
あ
る
、
ま
さ
に
幻

の
味
。　

　

各
家
庭
で
そ
の
家
の
「
味
」
が
あ
り
、

お
姑
さ
ん
た
ち
に
聞
い
て
も
「
や
ん

べ
に
よ
」
と
い
わ
れ
、
味
工
房
か
た

く
り
で
商
品
化
す
る
た
め
に
教
わ
り

に
っ
て
も
、
中
々
教
え
て
は
も
ら
え

な
か
っ
た
と
い
う
一
本
漬
け
。
こ
の

秋
は
湯
田
中
の
１
年
生
が
キ
ミ
イ
さ

ん
の
と
こ
ろ
に
30
人
で
や
っ
て
き
て

１
０
０
０
本
の
大
根
を
漬
け
て
い
っ

た
。
漬
け
た
大
根
は
冬
休
み
明
け
に

学
校
給
食
で
出
さ
れ
る
ほ
か
、
12
月

中
旬
か
ら
販
売
も
行
う
。

　

ウ
ド
の
醤
油
漬

け
、
凍
み
大
根
、
西

ワ
ラ
ビ
、
ふ
き
の
水

煮
、
ル
バ
ー
ム
の

ジ
ャ
ム
な
ど
、
味
工

房
か
た
く
り
で
は
沢
山
の
商
品
を
開

発
し
て
き
た
。
商
品
は
様
々
な
賞
に

も
輝
い
て
い
る
。
全
て
の
商
品
ひ
と

つ
ひ
と
つ
に
完
成
ま
で
の
歴
史
が
あ

り
、
幾
多
の
苦
労
を
重
ね
て
や
っ
と

完
成
さ
せ
て
い
る
。

04

作
り
方

①
大
麦
を
水
に
浸
し
、
布
の
袋
に
入

れ
て
暖
か
い
所
に
置
き
、
芽
を
１
セ

ン
チ
位
に
伸
ば
し
、麦
も
や
し
（
麦
芽
）

を
つ
く
る
。

②
で
き
た
麦
芽
を
ほ
ぐ
し
て
乾
燥
し
、

う
す
で
叩
い
て
粉
に
す
る
。

③
も
ち
米
を
一
晩
水
に
つ
け
、
３
倍

ほ
ど
の
水
を
加
え
て
糊
状
に
煮
る
。

④
60
度
に
冷
ま
し
た
ら
、
②
の
麦
芽

を
入
れ
て
か
き
ま
ぜ
、
56
〜
60
度
で

保
温
し
て
一
晩
お
く
。

⑤
④
を
木
綿
袋
に
入
れ
て
絞
り
、
絞

り
汁
を
か
き
混
ぜ
な
が
ら
と
ろ
火
で

３
時
間
位
、
大
き
な
泡
が
で
き
る
く

ら
い
ま
で
煮
詰
め
る
。

⑥
煮
詰
め
た
飴
を
カ
ギ
に
引
っ
掛
け

て
何
度
も
引
っ
張
り
、
白
く
色
が
変

甘

猿橋学区のの食

た
ん
き
り
飴

西
和
賀
町
伝
統
菓
子

食の匠　佐藤タダ子さん食の匠　佐藤タダ子さん (82)(82)

　昭和11年うまれの82歳。平成10年に「た

んきり飴」で食の匠の認定を岩手県より受けた。

現在も麦芽糖の水あめを産直に卸している。

　お姑さんが作っていたことがきっかけで、た

んきり飴を伝承。昔は材料は全て、もち米も作っ

ていた。下ごしらえを含めると、作るのに７～

８日かかる。絶滅危惧種のような存在。最近は

歳をとってしまったため、息子さんに代を譲り

たいとのこと。

　

も
ち
米
と
麦
芽
の
み
を
使
っ
て
作

る
優
し
い
味
。
季
節
や
温
度
の
影
響

で
、
出
来
栄
え
が
微
妙
に
変
わ
っ
て

く
る
繊
細
な
お
菓
子
だ
。

　

麦
芽
作
り
か
ら
は
じ
ま
る
レ
シ
ピ

を
紹
介
す
る
。

材
料

も
ち
米
・
・
・
１
．
５
㎏

麦
芽
・
・
・
・
５
０
ｇ

小
麦
粉
・
・
・
２
０
０
ｇ

た
ん
き
り
飴

米

麦
芽
の
み
を
使
っ
て
作

わ
っ
た
と
こ
ろ
で
小

麦
粉
の
上
に
と
り
、

棒
状
に
伸
ば
し
て
包

丁
で
切
る
。


