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特集
大江町と青

あお

苧
そ

のはなし

世界に一つだけの卒業証書を
　江戸時代に町の特産品だった青

あお

苧
そ

で卒業証書

を作ろうと10月18日、本郷東小学校６年生が青

苧紙づくりをおこないました。児童たちは、繊

維が偏らないよう慎重な手つきで、世界に一つ

だけの卒業証書を作り上げていました。（６・

7ページに関連記事）



　

歴
史
民
俗
資
料
館
に
飾
ら
れ
て
い
る
二
対
の
着
物
。
右
の
着
物
は
平

成
19
年
に
、
左
は
な
ん
と
江
戸
末
期
に
織
ら
れ
た
も
の
で
す
。
よ
く
見

る
と
、
木
綿
と
も
、
絹
と
も
異
な
る
、
丈
夫
で
通
気
性
の
高
い
白
い
繊

維
で
で
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
繊
維
は
「
青あ

お

苧そ

」
と
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
大
江
町
と
深
く
関
わ
り

が
あ
る
も
の
で
す
。
今
月
は
大
江
町
と
青
苧
の
関
係
や
、
そ
の
歴
史
、

取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

青あ
お

苧そ

と
は

　

青
苧
は
南
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
を

含
む
東
ア
ジ
ア
に
広
く
分
布
し
て

い
る
イ
ラ
ク
サ
科
の
多
年
草
で
す
。

寒
冷
の
た
め
綿
花
の
栽
培
が
で
き

な
い
東
北
地
方
に
お
い
て
、
昔
か

ら
繊
維
を
と
る
た
め
に
栽
培
さ
れ

て
き
た
植
物
で
、
カ
ラ
ム
シ
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

若
葉
は
縁
が
ノ
コ
ギ
リ
状
で
細

か
い
し
わ
が
あ
り
、
成
長
す
る
と

最
大
15
㌢
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
り

ま
す
。
青
苧
は
成
長
が
早
く
、
伸

び
は
じ
め
て
か
ら
2
か
月
ほ
ど
で
、

高
さ
1.5
～
2
㍍
、
茎
の
太
さ
が
約

3
～
5
㌢
の
大
き
さ
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地ち

か下
茎け
い

（
青
苧
は
地
中

の
茎
で
お
互
い
つ
な
が
っ
て
い

る
）
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
刈
り
取

ら
れ
て
も
す
ぐ
に
芽
が
生
え
ま
す
。

さ
ら
に
冬
期
間
で
も
地
下
茎
は
生

き
残
り
、
翌
春
に
は
再
び
芽
吹
く

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

高
級
衣
料
に
使
わ
れ
た
繊
維

　

青
苧
の
表
皮
か
ら
は
、
水
に
ひ

た
し
た
後
、専
用
の
器
具
を
使
い
、

真
っ
白
な
繊
維
を
と
り
出
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
江
戸
時
代
、
大
江

町
で
は
と
り
出
し
た
繊
維
を
乾
燥

さ
せ
、
半
製
品
と
し
て
全
国
に
出

荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

青
苧
の
繊
維
は
丈
夫
で
通
気
性

が
良
く
、
特
に
高
温
多
湿
の
夏
の

衣
類
と
し
て
、
当
時
の
上
流
階
級

特
　
集

～町を支えた白い繊維～

大江町と青
あ お

苧
そ

のはなし

町内に自生している青苧の若葉
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■ 特集　大江町と青
あお

苧
そ

のはなし

を
中
心
に
高
い
需
要
が
あ
り
ま
し

た
。
大
江
町
産
の
青
苧
は
、
最
上

川
舟
運
で
北
陸
地
方
や
近
江
、
奈

良
な
ど
の
織
物
産
地
に
運
搬
さ

れ
、
高
級
衣
料
の
原
料
と
し
て
取

引
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

復
活
し
た
青
苧
畑

　

大
江
町
で
は
平
成
20
年
に
、
青

苧
栽
培
の
復
活
な
ど
を
目
的
と
し

て
「
青
苧
復
活
夢
見
隊
」
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
同
年
5
月

に
は
、
橋
上
区
内
に
約
460
㎡
の
青

苧
畑
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　

同
会
で
は
現
在
、
毎
年
5
月
に

焼
畑
を
お
こ
な
い
、
夏
と
秋
の
年

2
回
青
苧
を
収
穫
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
収
穫
さ
れ
た
青
苧
を
使

っ
て
、
小
学
生
に
青
苧
か
ら
繊
維

を
取
り
出
す
作
業
（
苧お

引
き
）
な

ど
の
体
験
の
場
を
設
け
る
ほ
か
、

加
工
品
の
開
発
や
歴
史
民
俗
資
料

館
で
青
苧
料
理
の
提
供
な
ど
も
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
。

▼

青
あお

苧
そ

の着物を近くで見

ると一本一本の繊維

がしっかりしており、

かつ風通しがよい構

造になっています

①５月、青苧畑に
ワラを敷いて焼
畑をします。焼
畑には防虫や灰
が有機肥料にな
るなどの効果が
あります

②7月には２㍍を
超えるまで成長
し、刈り取り作
業が始まります

③茎を水に浸し、

表皮を剥
は

ぎます

④青苧板とヒコ
（引きこ）を使い
表皮から繊維を
取り出します

⑤繊維を束ね風通
しのよい所で陰
干しして完成で
す

❶

❷

❸

❹

❺

青
苧
が
で
き
る
ま
で

あ
お
　
そ
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▲かつて大江町で

生産された青苧

は、このように束

の先がのりづけさ

れ出荷されました

▼特産物などを記

した明治時代の

産
さんぶつ

物取
とりしらべ

調書
かきあげちょう

上帳。

右から3行目に青

苧150貫
かん

目
め

と書か

れています

奥おおえ
柳川温泉

中の畑

十郎畑

橋上

歴史民俗
資料館

大江町
役場

左沢駅

黒森

田代

珍
重
さ
れ
た
七
軒
苧そ

　

江
戸
時
代
、
青あ
お

苧そ

は
現
代
の
左
沢
地
区

か
ら
の
最
上
川
舟
運
と
、
日
本
海
側
を
通

る
西
回
り
航
路
を
経
て
、
高
級
織
物
で
有

名
な
小お

ぢ

や

千
谷
縮ち
ぢ
みの
産
地
で
あ
る
新
潟
県
や
、

奈な

ら良
晒ざ
ら
しの
産
地
で
あ
る
奈
良
県
な
ど
に
出

荷
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
村
山
地
方
産
の
青
苧
は
「
最も

が

み上

苧そ

」
と
呼
ば
れ
、
上
物
と
し
て
高
い
需
要

が
あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
大
江
町
の
七
軒

地
区
産
の
青
苧
は
「
七
軒
苧
」
と
呼
ば
れ
、

高
級
衣
料
と
し
て
特
に
珍
重
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

貴
重
な
収
入
源
だ
っ
た
青
苧

　

七
軒
地
区
は
、
山
際
に
傾
斜
す
る
狭
い

土
地
が
多
く
水
田
率
が
低
い
反
面
、
風
が

穏
や
か
な
の
が
特
徴
で
す
。
そ
の
た
め
風

に
弱
く
、
密
集
し
な
い
と
大
き
く
な
ら
な

い
青
苧
を
栽
培
す
る
に
は
適
し
た
土
地
で

し
た
。

　

七
軒
地
区
に
は
村
の
1
年
間
の
石
高
や

特
産
物
、
田
畑
の
面
積
、
戸
数
、
人
口
な

ど
を
記
し
た
「
村む

ら
め
い明
細さ
い
ち
ょ
う
帳
」
が
残
っ
て

お
り
、
当
時
の
様
子
を
探
る
貴
重
な
資
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
で
、
明
治
5
年
（
１
８
７
２

年
）
に
作
成
さ
れ
た
黒
森
村
（
現
、
黒
森
、

中
の
畑
を
含
む
）
の
「
産さ

ん
ぶ
つ物
取
と
り
し
ら
べ調
書か
き
あ
げ上

帳ち
ょ
う」
に
は
1
年
間
の
産
物
と
し
て
、桑
、炭
、

漆
の
実
な
ど
を
上
げ
て
お
り
、
そ
の
中
で

青
苧
は
約
150
貫か
ん

目め

（
約
560
㎏
）
収
穫
さ
れ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
青
苧
は
質
が
良
い
と
評
価
さ

れ
、
他
の
生
産
物
と
異
な
り
唯
一
売
っ
て

い
た
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
当
時
青
苧
が

貴
重
な
収
入
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

　

ま
た
、
青
苧
は
生
産
し
て
い
た
山
村
の

　江戸時代、青
あお

苧
そ

は七軒地区の農村集落の暮らし

を支えてきた商品作物の第一に挙げられ、人々に

経済的、文化的な豊かさをもたらしました。その

歴史は今でも町内に残っています。

町内に伝わる
　　青苧の歴史

あお　そ

文中に登場する地名位置図
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人
々
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
左
沢
藩
の
財

政
や
領
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
重
要
な
特

産
品
で
も
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
左

沢
の
発
展
に
は
、
山
村
集
落
で
収
穫
さ
れ

た
青
苧
の
存
在
も
あ
り
ま
し
た
。

七
軒
地
区
に
残
る
青
苧
文
化

　

黒
森
区
の
八
幡
神
社
に
は
、
額
に
「
前ま
え

句く

寄よ
せ

」
と
書
か
れ
た
「
八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
奉ほ
う
の
う納
掛か
け

額が
く

」
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
句
寄
は

歌
の
師
匠
が
出
題
し
た
7
・
7
の
前
句
に

5
・
7
・
5
の
句
を
付
け
加
え
る
連
歌
の

一
種
で
、
面
白
さ
、
こ
っ
け
い
さ
、
分
か

り
や
す
さ
が
評
価
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

掛
額
に
書
か
れ
た
歌
に
「
の
こ
し
て
の

こ
し
て
」
の
前
句
に
「
絹
糸
や
青
苧
と
と

も
に
う
り
き
ら
す
」
と
い
う
一
句
が
あ
り
、

当
時
、
青
苧
・
絹
糸
で
栄
え
た
様
子
が
想

像
で
き
ま
す
。

　

七
軒
地
区
に
は
こ
の
他
に
も
、
田
代
や

十じ
ゅ
う
ろ
う
は
た

郎
畑
の
神
社
に
も
同
様
の
額
が
奉
納

さ
れ
て
お
り
、
ど
の
歌
も
地
元
の
人
が
多

数
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
の
畑
の
雷
神
社
に
は
、
江
戸

時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
作
成
さ
れ

た
「
御お

と戸
帳
ち
ょ
う

」
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

御
戸
帳
と
は
、
神
仏
の
厨ず

し子
や
石
堂
の

前
に
掛
け
ら
れ
た
幕
で
、
雷
神
社
に
は
現

在
、
宝
暦
5
年
（
１
７
５
５
年
）
か
ら
明

治
11
年
（
１
８
７
８
年
）
の
約
120
年
間
に

わ
た
る
御
戸
帳
59
点
が
、
町
の
文
化
財
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

御お

と戸
帳
ち
ょ
う

は
青
苧
で
で
き
て
お
り
、
当

時
の
地
元
の
女
性
が
織
っ
て
奉
納
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
表
面
に
は
「
諸し

ょ
が
ん願

成じ
ょ
う

就じ
ゅ

」
と
い
っ
た
文
字
が
記
さ
れ
、「
願
」

に
は
青
苧
な
ど
の
豊
か
な
収
穫
と
生
活
を

祈
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
掛か

け
が
く額
や
御お

と戸
帳
ち
ょ
う

か
ら
は
、

七
軒
地
区
の
当
時
の
人
た
ち
が
い
か
に
精

神
的
、
文
化
的
に
豊
か
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
と
同
時
に
、
人
々
に
と
っ
て
青
苧
が

身
近
で
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

青
苧
時
代
の
終
わ
り
と
民
俗
資
料
館

　

明
治
20
年
代
ま
で
盛
ん
だ
っ
た
青
苧
は
、

織
物
業
の
衰
退
に
よ
っ
て
需
要
が
低
迷
し
、

30
年
代
に
な
る
と
、
代
わ
り
に
養よ

う
さ
ん蚕
業ぎ
ょ
うが

主
体
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

青
苧
で
栄
え
た
商
家
の
一
つ
、
斎
藤
半

助
家
は
地
元
の
十じ

ゅ
う
ろ
う
は
た

郎
畑
か
ら
昭
和
51
年

に
集
落
あ
げ
て
離
村
を
決
意
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
斎
藤
家
の
住
ま
い
は
、
昭
和
53

年
に
中
央
公
民
館
の
敷
地
に
移
築
、
復
元

さ
れ
、
現
在
は
母
屋
・
土
蔵
と
と
も
に
、

大
江
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
と
し
て
当
時

の
様
子
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

▲創建は永
えいきょう

享年中（1429～1441年）と伝えられる中の

畑の雷神社。雷神は、雷鳴をとどろかす恐ろしい神様

として恐れられる一方で、農業に大切な雨を降らせる

神様として敬われていました

▲雷神社に奉納された御
お と

戸帳
ちょう

の一つ。御戸帳は神社の

　御神体の前に掛けられました

黒森の八
はちまんぐう

幡宮奉
ほうのうかけがく

納掛額 ▼

奉ほ
う
の
う納

　
　

御ご

宝ほ
う
ぜ
ん前

文ぶ
ん
せ
い政
八
年

　

酉と
り　

三
月
晦み

そ

か日

当
村

　
　

む
め

■ 特集　大江町と青
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苧
そ

のはなし
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郷
土
愛
を
育
む
青あ
お

苧そ

　

「
青
苧
か
ら
と
っ
た
繊
維
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
様
子
を
体
験

し
た
い
」。

　

青
苧
の
葉
が
校
章
に
な
っ
て
い
る
本
郷

東
小
学
校
で
は
、
地
元
の
伝
統
的
な
特
産

物
を
学
ぼ
う
と
、
青
苧
の
苧お

引
き
や
ア
ン

ギ
ン
織
体
験
、
青
苧
を
使
っ
た
卒
業
証
書

（
青
苧
紙
）
作
り
体
験
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、
子
ど
も
た
ち
は
、
青
苧
が
自
分
た
ち

の
手
で
ア
ン
ギ
ン
織
や
卒
業
証
書
に
な
っ

て
い
く
過
程
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
郷
土

愛
と
先
人
の
知
恵
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　

特
に
、
青
苧
紙
の
取
り
組
み
は
今
年
で

2
年
目
を
む
か
え
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
か

ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

青
苧
紙
に
は
一
般
的
な
和
紙
の
原
料
と

な
る
コ
ウ
ゾ
と
青
苧
が
半
分
ず
つ
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
青
苧
は
繊
維
が
丈

夫
な
の
で
、
青
苧
復
活
夢
見
隊
に
よ
っ
て

細
か
く
ほ
ぐ
さ
れ
た
状
態
で
、
和
紙
作
り

を
担
当
す
る
月
山
和
紙
工
房
の
三
浦
一
之

さ
ん
へ
届
け
ら
れ
ま
す
。

　

青
苧
は
麻
の
一
種
で
あ
る
た
め
、
青
苧

紙
は
古
代
の
紙
（
麻
紙
）
と
特
徴
が
似
て

お
り
、
日
本
画
用
紙
の
よ
う
な
緻ち

密み
つ

で
上

品
な
仕
上
が
り
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

三
浦
さ
ん
は
「
青
苧
紙
の
開
発
に
は
、

青
苧
復
活
夢
見
隊
や
東
北
芸
術
工
科
大
学

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
の
協
力
が
あ
り
ま

し
た
。
町
の
発
展
を
支
え
た
青
苧
で
作
ら

　

昔
、
青あ

お

苧そ

は
衣
類
な
ど
の
原
料
に
使
用
さ
れ
ま
し

た
が
、
現
在
は
、
青
苧
復
活
夢
見
隊
の
取
り
組
み
に

よ
っ
て
食
べ
物
や
日
用
品
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を

変
え
世
に
送
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
の

取
り
組
み
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

紙は一枚ずつ布を挟み、

プレスして脱水し、乾燥

させて完成します ▼

三浦さん指導のもと厚さ

が均一なるように慎重に

ふるいをかけます▼

青苧のアンギン織体験

月山和紙工房
三浦 一

かずゆき
之さん

青
苧
の
今
～
青
苧
復
活
夢
見
隊
の

取
り
組
み～

あ
お
　
そ
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れ
る
卒
業
証
書
は
、
子
ど
も
た
ち
の
門
出

に
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
」
と
話
し
ま
す
。

青
苧
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

　

青
苧
復
活
夢
見
隊
で
は
、
栽
培
以
外
に

商
品
開
発
も
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
青
苧
は
、
最
初
に
収
穫
し
た
品
質

の
良
い
「
一い

ち
ば
ん番
苧そ

」
の
み
を
繊
維
に
利
用

し
、「
二に

番ば
ん

苧そ

」
以
降
は
葉
な
ど
を
食
品

に
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

繊
維
は
、
ア
ン
ギ
ン
織
や
糸
な
ど
と
し

て
販
売
さ
れ
る
他
、
綿わ

た

に
し
て
帽
子
や

バ
ッ
グ
な
ど
の
製
品
に
加
工
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
葉
は
、
鮮
や
か
な
色
を
生

か
し
、
歴
史
民
俗
資
料
館
で
提
供
さ
れ
る

青
苧
御
膳
や
う
ど
ん
、
冷
麦
な
ど
に
利
用

さ
れ
ま
す
。
今
は
、
特
に
食
品
関
係
が
人

気
と
の
こ
と
で
す
。

　

青
苧
に
は
鉄
分
を
は
じ
め
、
ビ
タ
ミ
ン
、

食
物
繊
維
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
お
り
、
混

ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
で
体
に
や
さ
し
い
食
品

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
優
良
な
栄
養
分
に
着
目
し
、
現
在

は
地
元
の
商
店
で
も
お
菓
子
や
パ
ン
な
ど

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

代
表
の
村
上
弘
子
さ
ん
は
「
繊
維
の
他

に
も
何
か
に
利
用
で
き
な
い
か
と
考
え
、

ペ
ー
ス
ト
状
に
し
て
食
材
に
練
り
込
む
な

ど
工
夫
し
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
の
協
力

を
得
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
品
が
で
き
あ

が
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
青
苧
の
も
つ

可
能
性
を
模
索
し
て
き
た
い
」
と
今
後
の

意
気
込
み
を
語
り
ま
す
。

青
苧
を
町
の
産
業
に

　

一
度
は
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
た
青
苧
で

す
が
、
時
代
を
超
え
そ
の
魅
力
が
見
直
さ

れ
、
現
代
に
復
活
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

青
苧
復
活
夢
見
隊
で
は
今
、
青
苧
を
町

の
産
業
の
一
つ
と
す
べ
く
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
。
青
苧
の
取
り
組
み
は
、
地
域
の

歴
史
や
文
化
が
今
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
か
、
そ
の
中
で
私
た
ち
が
ど
う
将
来

に
つ
な
げ
て
い
く
か
を
考
え
る
機
会
に
も

な
り
ま
す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
、
代
表
の
村
上

さ
ん
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

青苧復活夢見隊
代表  村上 弘子さん

①青苧綿のバック、帽子
②青苧などの草木染名
刺・診察券入れ

　　代表　村上弘子
　　☎ 090-3120-6005

定 休 日／第１水曜日
営業時間／8：30～19：30
☎ 0237（62）2232

⑥青苧饅頭
⑦あおそると・クッキー

④あおそ入り
チーズクッペ
⑤あおそ入り
　ビスコッティ

定 休 日／月曜日
営業時間／11：70～14：30
　　　　／17：00～20：30
☎ 0237（62）4620

銘菓処藤岡屋

CAFE W
ウ ー ピ ー

HPPI

青苧復活夢見隊❶

❸

❷

❻

❼

❹

❺

③真
ま お
麻うどん

株式会社
大江町産業振興公社
☎ 0237（62）4620

■ 特集　大江町と青
あお

苧
そ

のはなし

7・広報おおえ



　最高の秋晴れとなった10月12日、約2,000人の町民が参加して、4年
に一度の大江町民大運動会が開催されました。どの選手も笑顔で楽しく、
時に真剣に競技に打ち込み、会場中が熱気に包まれました。

江町民
運動会

第
14
回大大

時
に

真
剣
に

み
ん
な
で

楽
し
く

二人三脚リレー
まり入れ

力くらべ
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大運動会結果
優　勝／三　郷（4連覇）
準優勝／七　軒
第３位／本郷東

応援賞
敢　闘　賞／左沢西
アイディア賞／本郷東
努　力　賞／左沢北

勝
利
を

目
指
し
ま
し
た

むかで競争リレー

障害物競走

お猿のかご屋リレー

幼児まりひろい

宅配便リレー

9・広報おおえ



大 江 町 誕 生

55 周 年 記 念

　

大
江
町
誕
生
55
周
年
を
記
念
し
て
10
月
18
日
、
体
育
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ラ
ジ
オ
番
組
『
真
打
ち
競
演
』
の
公
開
収
録
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

収
録
会
に
は
定
員
に
対
し
４
倍
を
超
え
る
観
覧
申
し
込
み
が
あ
り
、
当
日
は
抽
選

で
選
ば
れ
た
５
２
０
名
が
観
覧
し
ま
し
た
。
収
録
会
で
は
山
形
県
出
身
の
ケ
ー
シ
ー

高
峰
さ
ん
を
は
じ
め
、
演
芸
界
選
り
す
ぐ
り
の
出
演
者
に
よ
る
コ
ン
ト
や
落
語
、
漫

談
が
披
露
さ
れ
、会
場
は
笑
い
の
渦
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
今
回
収
録
さ
れ
た
内
容
は
、

11
月
22
日
、
12
月
６
日
の
10
時
５
分
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
１
で
放
送
さ
れ
ま
す
。

真
打
ち
競
演

～
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
番
組
～

テ
ツ
ａ
ｎ
ｄ
ト
モ　

　

コ
ミ
カ
ル
ソ
ン
グ

ひ
び
き
わ
た
る

キ
セ
ル
を
駆
使
し
た
漫
談

ケ
ー
シ
ー
高
峰　

医
事
漫
談
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▲大江町役場の正面入口付近に、出演者のサインを

展示しています。ぜひお立ち寄りください。

司
会　
五
十
嵐
椋
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

笑いに笑った
あっという間の

２時間

立
川
談
笑

落
語
「
堀
の
内
」

コ
ン
ト
山
口
君
と
竹
田
君

コ
ン
ト「
義
理
の
親
子
の
不
義
理
」

柳
家
喬
太
郎

落
語
「
花
筏
」

11・広報おおえ



1

2

①避難誘導訓練

②初期消火訓練

③濃煙内の避難体験

④炊き出し訓練

⑤髙橋消防防災専門員

　防災意識の普及や、防災関係機関と地域住民と

の連携強化を目的に、平成26年度大江町総合防災

訓練が10月5日、県立左沢高等学校グラウンドで

開催され、藤田、小見、月が丘、富沢地区から約

300名が参加しました

　訓練は、山形盆地活断層帯においてマグニチュ

ード7.8の地震が発生し、町内で震度6強のゆれ

が観測されたとの想定のもとおこなわれ、避難誘

導訓練や濃煙内の避難、アルファ米の炊き出し訓

練などがおこなわれました。

　また、住民によるバケツリレー、消火器や消火

栓を利用した初期消火訓練もおこなわれ、参加者

は消防団員などの指導を受けながら、一つ一つ手

順を確認していました。

　さらに、防災対策全般および自主防災組織につ

いて学ぶ防災知識教養訓練もおこなわれ、担当し

た村山総合支庁防災安全室の髙橋消防防災専門員

は「災害が発生しない地域はありません。日頃か

らテレビやラジオなどで情報を収集しつつ、今回

実施した訓練を定期的に繰り返すことが大切で

す」と防災訓練の重要性を話してくれました。

■訓練をとおして災害に備える
　～平成26年度大江町総合防災訓練～

　全国的な在庫過剰と豊作予想を受け、今年

の1等米60㌔あたりの価格（概算金）は、前

年度と比べて大幅に下落しました。

　これを受けて大江町農業委員会は10月9

日、町に対して緊急の要請書を提出し、米価

変動に対応したセーフティネットの構築や、

米の需要喚起策の充実など4つの項目を町に

要請しました。

　町はこれを受け、国や県に対策を講じても

らうよう、他の市町村と連携し働きかけてい

きます。

■米価の安定に向け要請
　～米価下落に係る緊急要請書の提出～

❶ ❷

❸

❺

❹
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３歳児
10 月１日に３歳

児健診を受けた

元気なちびっ子

たちを紹介しま

す！（順不同）

髙
たかはし

橋琉
りゅうせい

聖くん

富沢

大
おお

場
ば

陽
ひ な た

向くん

諏訪原

伊
い

藤
とう

音
ね ね

々ちゃん

1区

櫻
さくら

井
い

さきちゃん

若原

五
い が ら し

十嵐陽
はる

夏
か

ちゃん

13 区

杉
すぎぬま

沼美
み う

羽ちゃん

深沢

髙
たかはし

橋彩
あや

芽
め

ちゃん

9区

鈴
すず

木
き

花
か ほ

歩ちゃん

美郷

清
せい

野
の

縁
えにし

くん

蛍水

長
なが

瀬
せ

麻
ま の

乃ちゃん

6区

新
しんぐう

宮鳳
たかみ

くん

小漆川

鈴
すず

木
き

琉
りゅうと

都くん

若原

菊
きく

地
ち

星
せ な

凪くん

深沢

レイニング快
かい

里
り

くん

小見

中
なかがわ

川璃
り お

桜ちゃん

貫見

大
おおまち

町優
ゆ み

実ちゃん

11区

菊
きく

地
ち

耕
こ う た ろ う

太郎くん

深沢

古
ふるさわ

沢南
な な か

々香ちゃん

藤田

佐
さ

藤
とう

汐
し お ん

遠くん

みなみ

渡
わたなべ

邉世
せ あ

愛ちゃん

美郷

内
うち

田
だ

悠
ゆう

聖
き

くん

深沢

虫
歯
ゼ
ロ
の
子
は

22
人
で
し
た

髙
たか

子
こ

尚
な お

生くん

9区

鈴
すず

木
き

芭
は な

奈ちゃん

9区

※お問い合わせは、健康福祉課☎（62）2114まで
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▲出来上がった模型を並べ、

小さな町並みを再現
▼

親子で協力して作りました

　9月28日、沢口の西地区公民館周辺で薪割イベ

ントが開催されました。

　このイベントは、燃料としての薪の魅力をより

多くの方に知ってもらおうと、地元沢口区若者会

が企画しました。参加者は、薪割や原木を丸太に

加工する玉切りに挑戦するとともに、できあがっ

た薪を使って芋煮を味わいました。

　今回使われた原木は直径50㌢もの大きさでした

が、参加した方からは「思ったより簡単に割れた」

「大きな原木を力いっぱい切ることでストレス解

消になった」などの声が聴かれました。

９
28 薪割りの魅力を体験

　8月に広島県で発生した土砂災害の被災者の助

けになればと、左沢小学校5年生と保護者が10月

5日、「広島水害チャリティリレーマラソン大会」

を開催しました。

　このマラソンは、左沢小学校のグラウンドを1

周するごとに募金をおこなうというもので、参加

者は、協力して合計80㎞もの距離を完走しました。

中には1人で13周を走った児童もおり、走り終え

た皆さんは「こんなにたくさん走れるとは思わな

かった」「子どもたちの応援もありがんばりまし

た」と満足そうでした。

10
５ 親子で走って募金に挑戦

　工作を通じて、重要文化的景観の魅

力を学ぶワークショップが9月27日、

中央公民館で開催されました。

　当日は、東北芸術工科大学の志村直

愛教授がこの日のために準備した「旧

きらやか銀行」と「林武一郎商店」を

モチーフにした1/100の紙製模型キッ

ト作りに挑戦しました。

　参加した方は、自分好みの色や装飾

を加えながら重要文化的景観の模型を

作り上げるとともに、完成した模型を

並べ、小さな町並みの再現などもおこ

ないました。

　志村教授は「準備したキットは正統

派の和風、洋風の建築物ですが、皆さ

んからそれぞれ工夫を凝らした作品を

出していただきました。建物の模型作

りは、景観による町づくりを考える機

会にもなります。想像していたものよ

り、とてもよい作品が登場し、見てい

て楽しいですね」と話してくれました。

９
27 作ってわかる景観の魅力

平成２６年11月号・14

大江大江 ほっとラインほっとライン大江大江 Photo LinePhoto Line



　さがえ西村山農協青年部大江支部が主催する婚

活イベントが10月18日、町内果樹園や大山自然公

園などを会場に開催されました。

　当日は県内外から男性10名、女性10名が参加。

青年部が営む園地などで、旬の果物と野菜の収穫

体験や、十八才地区の若返りランチの昼食など、

特色豊かなイベントで参加者同士の親睦を深めま

した。午後からは、自分たちが収穫した新鮮な野

菜を使ってピザを作りました。焼きたてピザをほ

おばりながら楽しい時間を過ごし、めでたく2組

のカップルが誕生しました。

10
18 青空のもと、新鮮な野菜でピザ作り

　地区の文化作品が集まる、第30回9区ミニ文化

祭が10月17日から19日、9区公民館で開催されま

した。

　9区では同地区の文化部が中心となり、公民館

が完成した年から定期的にミニ文化祭を開催して

います。30回の節目を迎えた今回、会場には、地

区内で開催された折り紙教室の作品をはじめ、生

け花や陶器、パ

ッチワークなど

が展示されまし

た。

　また、今年は

会場内で、そば

打ち名人による

「手打ちそば」

も味わうことが

でき、訪れた方

は、展示作品を

楽しんだ後、打

ちたてのおいし

いそばを食べ、

文化祭を堪能し

ていました。

10
17～19 文化の秋、地区の力作集まる

　観光やなでとれた鮎をいち早く賞味することが

できる、観光やなあゆ祭りが10月11日、テルメ柏

陵健康温泉館で開催されました。

　観光やなでは、産卵のために海を目指して川を

下る「落ち鮎」が先月最盛期を迎え、多い時には

1日で2000匹もかかりました。

　落ち鮎は、おいしい卵に加え、肉質に成熟し

たうまみが加わ

るとされていま

す。やな関係者

によると、今年

の鮎は例年より

も大きく食べご

たえがあるそう

です。

　会場では取れ

たての落ち鮎の

塩 焼 き800匹 が

販売され、訪れ

た方は最上川の

秋の味覚に舌鼓

を打っていまし

た。

10
11 とれたての鮎に舌鼓

　町の特産品であるラ・フランスの安全性をＰＲ

する現地交流会が、10月9日に開催されました。

　この交流会は、残留農薬検査に用いるサンプル

のもぎ取りを通じて、消費者と生産者の交流を深

めてもらおうと、さがえ西村山農産物安全・安心

対策推進会議が毎年おこなっています。

　この日は大江幼

稚園の年長児19人

が、さがえ西村山

西洋梨部会大江支

部の後藤喜代志さ

ん の 果 樹 園 を 訪

れ、サンプル1㎏

を収穫しました。

　サンプルは検査

の結果、適正な範

囲内での農薬使用

が確認されました

ので、今年も安全

でおいしい町産の

ラ・フランスが味

わえます。

10
９ 安全でおいしいラ・フランスを
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皆さんの地域の情報をどしどしお寄せください。総務課情報システム係 ☎（62）2１８７Town TopicsTown Topics



　
昨
年
い
た
ず
ら
心
で
、

道
路
の
土
手
に
「
菜
種
」

を
ま
い
た
。
ま
い
た
と
い

っ
て
も
、
草
を
刈
っ
た
後

に
適
当
に
ば
ら
ま
い
た
だ

け
で
、
耕
し
た
わ
け
で
は

な
く
土
に
は
何
も
手
を
つ
け
て
い
な
い
。

ま
い
た
種
は
、
自
然
に
種
が
こ
ぼ
れ
て
何

十
年
も
春
に
花
を
咲
か
せ
る
在
来
品
種
だ
。

少
な
く
と
も
多
収
量
の
外
来
種
で
は
な
い
。

　
春
、
20
㍍
ほ
ど
の
土
手
に
、
見
事
に
菜

の
花
が
咲
い
た
。
歩
行
者
が
迷
惑
し
た
の

で
は
、
と
も
思
っ
た
が
、
自
然
が
生
ん
だ

「
黄
色
と
緑
」
の
傑
作
な
の
で
許
し
て
い

た
だ
け
る
と
自
画
自
賛
し
た
。

　
花
が
咲
き
実
を
結
び
、
種
を
作
っ
て
ほ

ろ
け
落
ち
、
土
に
乗
っ
か
り
芽
を
出
し
て
、

雪
が
降
る
ま
で
が
ん
ば
っ
て
、
5
か
月
近

く
も
雪
の
下
で
耐
え
、
見
事
に
黄
色
い
花

を
つ
け
る
、「
花
の
命
は
短
く
て
、
苦
し

き
こ
と
の
み
多
か
り
き
」
町
の
隅
々
ま
で

「
菜
の
花
畑
」
に
な
っ
た
ら
と
思
い
を
巡

ら
し
た
。

　
先
日
ま
た
、
蒔
い
た
。
去
年
の
倍
、
欲

望
に
は
際
限
が
な
い
の
か
と
自
問
し
な
が

ら
。
雨
が
降
ら
な
い
、
降
れ
ば
稲
刈
り
の

邪
魔
に
な
る
、「
天
は
二
物
を
与
え
な
い
」

と
は
言
う
け
れ
ど
、
菜
種
は
水
も
飲
ま
ず

に
が
ま
ん
し
て
い
る
。
葉
は
も
う
緑
色
、

が
ん
ば
れ
菜
種
、
み
つ
ば
ち
も
待
っ
て
い
る
。

大
江
町
長
　
渡
邉 

兵
吾

町長
Column
町長
Column
コ ラ ム

　左沢の桜町渡船場と寒河江市の中郷地区をつなぐように、

最上川に旧最上橋が架かっています。

　最上橋が初めて整備されたのは明治16年のことで、左沢

および中郷地区の人々が協力して架けました。当時は木造

で、満足な土建機械もなく人力に頼る工法だったため、何

度も修理や架け替えする必要があり、そのため最上橋を通

行する場合は、通行料として橋銭を徴収していたそうです。

今でも、橋の下の川には、木橋の橋脚跡を見ることができ

ます。現在の形になったのは昭和15年で、当時としては新

しい鉄筋コンクリート製の3連アーチ型をした近代的なデ

ザインでした。

　旧最上橋は、最上川に架かるその優美な姿が認められ、

平成15年「土木遺産」として認定されるとともに、半世紀

以上経った現在でも現役の橋として活躍しており、地元の

方からは大江町のシンボルの一つとして親しまれています。

シリーズ企画　町の魅力発見！ vol.17

●
　
短
　
歌
　
●

今
宵
聴
く
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
に
癒
さ
れ
て
思
ひ
を
馳
せ
し
古
都
エ
ジ
ン
バ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
井
　
妙
子

ノ
ー
ベ
ル
の
博
士
も
讃
え
る
加
茂
ク
ラ
ゲ
ま
さ
に
妖
艶
の
舞
踏
会
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
地
つ
ね
よ

新
米
を
孫
等
に
送
る
片
隅
に
菊
の
お
ひ
た
し
お
み
漬
添
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
ト
ヨ
エ

秋
空
は
天
高
く
晴
れ
渡
り
赤
と
ん
ぼ
の
群
見
事
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
竹
　
麗
子

本
朝
は
傑
作
多
し
戦
記
物
喜
ぶ
べ
き
か
悲
し
む
べ
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
家
　
重
之

煙
草
断
ち
三
十
年
を
過
ぎ
に
け
り
友
の
吸
殻
臓
は
ら
わ
たに

沁
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
竹
　
與
鼓

大
学
の
孫
の
帰
る
は
明
日
に
し
て
金
曜
の
け
ふ
里
芋
を
掘
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
　
徳
治

●
　
俳
　
句
　
●

久
方
の
マ
イ
ク
を
握
る
敬
老
日	

菅
井
　
妙
子

月
立
ち
て
肌
身
爽
や
か
秋
の
風	

鴨
田
富
士
夫

お
さ
ん
ど
ん
替
る
や
勤
労
感
謝
の
日	

今
井
　
茂
樹

無
花
果
を
近
所
に
配
り
残
り
食
ふ	

山
家
　
重
之

渡
り
鳥
瀬
音
し
ず
ま
れ
最
上
川	

阿
部
　
一
風

秋
寒
や
火
山
灰
土
の
下
の
人	

金
子
脩
一
郎

黄
昏
に
小
鳥
啄
ば
む
柿
熟
れ
て	

秋
元
喜
一
郎

秋
深
し
史
跡
に
眠
る
唐
津
焼	

熊
谷
　
　
勉

大
空
を
閉
ざ
し
月
山
眠
り
け
り	

舟
山
　
三
男

マ
ニ
キ
ア
の
色
塗
り
替
へ
る
秋
の
色	

伊
藤
　
啓
泉

※
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
ご
希
望
の
方
は
、毎
月
20
日（
必
着
）ま
で

　
役
場
総
務
課
に
作
品
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

木橋時代の旧最上橋

旧最上橋

平成２６年11月号・16

吟遊浪漫
ぎんゆうろまん



初
め
て
の
異
動
、
気
持
ち
新
た
に

　
　

柏
倉　

愛
さ
ん　
（
23
歳
・
小
見
）

　「社会人5年目の今年、初めて異動

を経験し、新たな気持ちで仕事に向か

っています」と話す柏倉さん、現在河

北町にある食品製造会社に勤めていま

す。

　これまで製品に異物混入がないかど

うかを調べる部署にいましたが、今年

の春から製品の包装を担当するように

なりました。1日に包装する数は約8

万袋。最終チェックをする前部署と異

なり、機械操作のほか、分解しての洗

浄や組立などをおこなうことから、新

しい仕事を一から学んでいるそうです。

　趣味は音楽鑑賞で、最近は「三代目

J Soul Brothers」にハマっているそう

です。また、愛犬のプードルのお手入

れも欠かせないとのこと。

　初めての異動を経験した柏倉さん

「仕事の内容も、周りの人も全く異な

る部署に配属されたので、一生懸命憶

えて信頼してもらえるような仕事をし

たいです」と目標を語ってくれました。

　「言葉では表現できない。」「お

金では勘定できない。」先日そん

な体験をしました。
　私が法事で横浜に帰省したの

ちに、柳川に戻った時のことで

す。台風被害の心配からまず先

に、私は田んぼの様子を見に行き

ました。すると干していた稲が綺麗に無くなって

いました。これはまたどうしたことかと考えたあ

と、心当たりがあったので近所に事情を尋ねに行

くと、雨の心配をした近隣の方が稲こぎを代行し

てくれていたのです。
　ええ、まず横浜では有り得ないことでしょう。

私にとって、大江町でしか経験し得なかった体験

かもしれません。「これから自分は何を恩返しし

ていけるのか？」思わず考えてしまいました。

　都会暮らしと田舎暮らしって全く違う。私たち

の身の周りには豊かな自然が生んだ“素材”、そ

して豊かな心を持った“人”がたくさんいます。

あらためて、田舎暮らしの価値を考えた出来事で

した。

地域おこし協力隊通信 №7

↑「味祭の宴」用VTR収録風景(千代寿虎屋にて)

地域おこし協力隊　石坂康平 ↑ようやく終わった１５㌃分の稲掛け

17・広報おおえ



高
齢
者
世
帯
等
の
雪
下
ろ
し
・
玄
関

除
雪
支
援
に
つ
い
て

　

高
齢
者
や
障
害
者
の
冬
期
間
の
暮
ら
し

を
守
る
た
め
、
雪
下
ろ
し
や
玄
関
除
雪
の

支
援
を
お
こ
な
い
ま
す
。

◆
支
援
対
象
世
帯（
全
て
に
該
当
）／

①
大
江
町
民
で
実
際
居
住
し
て
い
る
世
帯

②
町
民
税
（
所
得
割
）
非
課
税
世
帯

③
高
齢
者
や
障
害
者
の
み
、
ま
た
は
自
力

で
雪
下
ろ
し
な
ど
が
で
き
な
い
世
帯

④
子
や
親
戚
な
ど
か
ら
雪
下
ろ
し
な
ど
の

支
援
を
し
て
も
ら
え
な
い
世
帯

◆
支
援
の
内
容
／
住
宅
の
雪
下
ろ
し
、
そ

れ
に
伴
う
住
宅
周
辺
の
除
排
雪
、
除
雪
車

通
過
後
の
玄
関
の
除
排
雪
作
業
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
支
援

◆
支
援
額
／
対
象
経
費
の
９
割

※
雪
下
ろ
し
の
対
象
経
費
は
1
回
２
５
，

０
０
０
円
が
上
限
、
3
回
分
ま
で

※
玄
関
除
雪
の
対
象
経
費
２
４
，
０
０
０

円
が
上
限
、
回
数
の
制
限
は
無

◆
留
意
事
項
／
①
店
舗
、
車
庫
、
倉
庫
、

小
屋
、
他
人
に
貸
し
て
い
る
住
居
は
支
援

対
象
外
②
雪
下
ろ
し
な
ど
の
依
頼
は
、
直

接
事
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
③
で
き
る
限

り
子
や
親
戚
に
協
力
し
て
も
ら
う
こ
と

◆
利
用
申
請
／
申
請
書
を
各
地
域
の
民
生

児
童
委
員
に
は
11
月
24
日
㈪
ま
で
、
健
康

福
祉
課
に
は
11
月
28
日
㈮
ま
で
提
出
（
申

請
書
は
民
生
児
童
委
員
、
健
康
福
祉
課
に

準
備
し
て
い
ま
す
）

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
福
祉
課

☎(

62)

２
２
８
５
ま
で

第
16
回
地
酒
ほ
ん
の
り
桜
色

『
味
祭
の
宴
』
開
催

　

大
江
町
の
地
酒
「
大
江
錦
」
の
初
し
ぼ

り
と
地
元
の
食
材
を
活
か
し
た
料
理
で
、

や
ま
が
た
舞
子
が
お
も
て
な
し
を
す
る

『
味
祭
の
宴
』
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時
／
12
月
13
日
㈯ 

17
時
～
19
時

◆
場
所
／
東
地
区
公
民
館（
ふ
れ
あ
い
会
館
）

◆
料
金
／
４
，
０
０
０
円
※
11
月
13
日
㈭

か
ら
チ
ケ
ッ
ト
販
売
開
始
（
180
枚
限
定
）

◆
チ
ケ
ッ
ト
販
売
所
／
大
江
町
商
工
会
、

テ
ル
メ
柏
陵
健
康
温
泉
館

◆
イ
ベ
ン
ト
／
利
き
酒
大
会
、
や
ま
が
た

舞
子
の
踊
り
、
抽
選
会
な
ど

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
大
江
町
商
工
会

☎(

62)

４
１
２
８
ま
で

平
成
26
年
度
大
江
町
卓
越
技
能
者
・

技
能
功
労
者
を
推
薦
し
て
く
だ
さ
い

　

次
の
項
目
に
該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
推

薦
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　正調最上川舟唄保存会では、大江町に古く

から伝わる正調最上川舟唄を次世代に普及・

継承していくため「正調最上川舟唄」のＣＤ

を販売しています。

　ＣＤは最上川舟唄をはじめ、尺八演奏曲や

左沢大津絵、百目木茶屋唄、百目木甚句、左

沢松坂、左沢音頭など、盛りだくさんの収録

内容となっております。この機会に、町に古

くから伝わる名曲をお楽しみください。

◆販売価格／1枚1０００円（税込）

※お問い合わせは、正調最上川舟唄保存会事

務局（政策推進課観光振興係内）

　☎ （62）2139まで

　10月15日、長年営業活動に協力してきた実績が評

価され、ＪＲ東日本から大江町に感謝状が贈られま

した。

　町では今年で34回目を数える大江町民号の旅をは

じめ、ＪＲ東日本と協力して駅長おすすめの小さな

旅ツアーや花火列車への協力、駅前を会場にしたう

まいもの市の定期的な開催、びゅう旅行商品に対す

る助成など、ＪＲ左沢線利用促進のための数々の取

り組みをおこなってきました。

　左沢線営業所の遠藤伸一所長は「いつも大江町か

らはさまざまな面でお世話になっております。これ

からも変わらぬご支援をよろしくお願いいたしま

す」と町に対して感謝の言葉を伝えました。

ＪＲ東日本から感謝状をいただきました正調最上川舟唄のＣＤを販売

平成２６年11月号・18

広報おおえ縮刷版第3巻（税込4,000円）は好評発売中です！

※お問い合わせは、総務課情報システム係☎（62）2187まで



伏
熊
区
の
熊
野
神
社
裏
に「
青
苧
権
現
」

と
い
う
石
碑
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。ご
利
益
は
な
ん
と
中
風（
脳
血
管

障
害
）で
す
。青
苧
の
繊
維
は
丈
夫
な
こ
と
か

ら
、脳
の
血
管
が
切
れ
な
い
よ
う
に
と
願
い

が
こ
め
ら
れ
建
て
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。な
ん
と
も
素
朴
で
い
い
信
仰
で
す
ね
。脳

に
い
い
か
は
別
と
し
て
も
、青
苧
は
、鉄
分
や

ビ
タ
ミ
ン
、食
物
繊
維
が
豊
富
に
含
ま
れ
て

い
る
の
で
体
に
良
い
効
果
が
期
待
で
き
ま

す
。今
年
の
夏
、家
の
食
卓
に
も
定
期
的
に
真

麻
ひ
や
む
ぎ
が
並
び
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
大
江

町
は
寒
い
冬
を
迎
え
ま

す
。
今
度
は
真
麻
う
ど

ん
で
温
ま
り
た
い
な
と

感
じ
る
今
日
こ
の
頃
で

す
。　
　

（
山
家
雄
志
）

編
集
後記

◆
推
薦
対
象
者

①
企
業
内
技
能
労
働
者
の
中
か
ら
卓
越
し

た
技
能
を
も
っ
て
、
当
該
企
業
な
ど
の
発

展
に
顕
著
な
功
労
が
認
め
ら
れ
る
方

②
勤
続
10
年
以
上
の
方

③
個
人
経
営
者
は
同
業
者
組
合
な
ど
の
代

表
者
の
推
薦
に
よ
る
こ
と

◆
顕
彰
／
大
江
町
商
工
会
会
員
交
流
会

（
平
成
27
年
1
月
）
時
に
表
彰
式
を
予
定

◆
推
薦
書
提
出
期
限
／
12
月
19
日
㈮

◆
提
出
先
／
政
策
推
進
課
起
業
推
進
係　

※
推
薦
書
の
様
式
な
ど
は
、
政
策
推
進
課

ま
た
は
、
大
江
町
商
工
会
ま
で

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
政
策
推
進
課

☎(

62)

２
１
３
９
ま
た
は
、
大
江
町
商
工

会
☎(

62)

４
１
２
８
ま
で

自
衛
官
候
補
生
募
集
の
お
知
ら
せ

①
自
衛
官
等
募
集

【
自
衛
官
候
補
生（

男
子）

】

◆
募
集
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満

◆
受
付
締
切
／
11
月
21
日
㈮

【
高
等
工
科
学
校
生
徒
】

◆
募
集
資
格
／
15
歳
以
上
17
歳
未
満

◆
受
付
締
切
／
平
成
27
年
1
月
9
日
㈮

②
自
衛
官
等
採
用
説
明
会

◆
日
時
／
11
月
16
日
㈰  

10
時
～
14
時

◆
場
所
／
自
衛
隊
山
形
募
集
案
内
所
、
寒

河
江
市
文
化
セ
ン
タ
ー
第
1
研
修
室

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛
隊
山
形
募
集

案
内
所
☎
023
―

632
―

８
９
７
６
ま
で

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
難
視
対
策
の

各
種
支
援
終
了
の
お
知
ら
せ

　

国
が
実
施
し
て
い
る
、
各
種
支
援
制
度

は
平
成
27
年
3
月
末
を
も
っ
て
終
了
し
ま

す
。
期
限
ま
で
に
地
デ
ジ
対
策
工
事
を
完

了
す
る
た
め
に
は
、
遅
く
と
も
本
年
12
月

中
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
早
め
の
申

し
込
み
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
省
地
デ
ジ
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
―

07
―

０
１
０
１
ま
で

　一般財団法人自治総合センターでは地域社会の健全な発展と住民福祉の向

上を目的にさまざまな社会貢献事業をおこなっています。その一つコミュニ

ティ助成事業は、集会施設の整備や安全な地域づくり、共生のまちづくり、地

域文化の継承など地域コミュニティの強化・充実を応援していくものです。今

年度大江町では、次の2地区がこの事業に採択されましたのでご報告します。

　中央公民館の改築に伴い、11月4日から中央公民館を休館とし、教

育委員会教育文化課（学校教育係、社会教育係、歴史文化係）の事務

室を旧本郷西小学校に移転しています。期間中ご不便をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。各係の連絡先は下記のとおりです。

◆学校教育係☎（62）2270、◆社会教育係・歴史文化係☎（62）3666

○
第
八
区

　

街
路
灯
を
整
備
し
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
に
し
ま
し
た
。
地
球
温
暖
化
防

止
や
防
犯
対
策
に
寄
与
し
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
充
実
・
強

化
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

コミュニティー助成事業で整備しました

○
第
九
区
自
主
防
災
会

　

災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
活
動

に
係
る
資
機
材
な
ど
を
整
備
し
ま

し
た
。
救
命
・
救
助
活
動
や
避
難

所
運
営
に
大
き
く
役
立
つ
ほ
か
、

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
自

助
・
共
助
へ

の
関
心
度
の

向
上
な
ど
多

く
の
効
果
が

期
待
で
き
ま

す
。

中央公民館休館および
教育委員会事務室
移転のお知らせ

19・広報おおえ

今月の納税　納期限12月1日（月）　お忘れなく！
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料（普通徴収　第５期）



径け
い

路ろ

未い
ま

だ
知
ら
ず

岐ち
ま
たに
臨
ん
で
幾
た
び
か
泣
く

リ
レ
ー
随
想
／

　
　
　
　
　
　《
第
89
回
》

お誕生おめでとう

区　名　 氏　　名　性別　 父母名
３　区　金山　実

み

穏
おん

　女　　暁・優子

１　区　伊藤　琥
こ こ

々　男　 佑亮・沙智恵

ご冥福を祈ります

区　名　　氏　名　　年齢
４　区　関根たまの　（９２）
１２　区　安藤　　正　（１０１）
伏　熊　佐竹ナカエ　（９０）
藤　田　新井みとり　（９７）
伏　熊　鈴木　紀子　（７４）

パッチワーク愛好会

ご結婚おめでとう

　区名・出身地名　　氏　名
　山辺町　岸　　俊輔
　９　区　太田安希子（

蛍　水　松田　正彦　（８４）
伏　熊　菊地アサノ　（８３）
藤　田　伊藤フミ子　（８４）
十八才　鈴木　好子　（６４）
９　区　小國きえ子　（８３）
月　布　荒木　　章　（８２）
９　区　清野　正子　（９０）
黒　森　松田庄太郎　（７５）
若　原　工藤　つぎ　（９３）
藤　田　兼子　　攻　（７２）

　

寺
の
住
職
に
な
り
、
２
年
が
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

４
年
前
は
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
踏
み
入

れ
る
世
界
に
対
し
て
、
不
安
、
心
細
さ
、

緊
張
感
が
募
り
、
目
の
前
の
こ
と
に
手
を

付
け
ら
れ
な
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

　

そ
の
気
持
ち
を
師
僧
で
あ
る
祖
父
に
打

ち
明
け
た
。
す
る
と
「
不
安
は
生
き
て
い

る
限
り
持
ち
続
け
、
次
々
に
生
ま
れ
て
く

る
も
の
。
新
し
い
世
界
、
何
も
わ
か
ら
な

い
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
、
そ
の
時
に

不
安
を
感
じ
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ

と
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
学

び
、
経
験
し
て
い
け
ば
、
そ
う
し
た
不
安

は
和
ら
い
で
い
く
も
の
だ
。
だ
か
ら
あ
ま

り
先
走
っ
て
考
え
す
ぎ
な
い
こ
と
。
知
っ

て
い
る
ふ
り
を
す
る
の
で
は
な
く
、
知
ら

な
い
こ
と
を
謙
虚
に
受
け
止
め
る
こ
と

だ
。
謙
虚
で
あ
れ
ば
重
要
な
こ
と
は
、
誰

か
が
必
ず
教
え
て
く
れ
る
」
と
語
っ
て
く

れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

思
え
ば
、
自
分
が
好
き
で
選
ん
だ
陸
上

競
技
を
大
学
ま
で
思
い
切
り
打
ち
込
み
、

さ
ら
に
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
を
い
ろ
い
ろ

な
視
座
か
ら
の
ぞ
き
込
ん
で
、
仕
事
と
し

た
。
と
に
か
く
目
の
前
に
あ
る
好
き
な
こ

と
だ
け
を
追
っ
て
走
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
、
収
入
は
少
な
く
、
休
み
も
ほ
と
ん
ど

な
い
ま
ま
、
不
安
や
焦
り
の
狭
間
で
、
幾

度
悩
ん
だ
こ
と
か
。
こ
れ
を
黙
っ
て
許
し

て
く
れ
た
家
族
の
理
解
は
月
並
み
で
は
あ

る
が
、何
物
に
も
代
え
難
い
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
確
か
に
、
そ
の
都
度
、
ま
わ
り
の

友
人
、
仲
間
、
先
輩
が
心
の
支
え
と
な
っ

て
、
な
ん
と
か
乗
り
越
え
て
き
た
。
海
外

の
地
に
逃
れ
、
放
浪
し
た
こ
と
も
（「
放

浪
癖へ
き

」
と
呼
ぶ
先
輩
も
い
る
）、
む
し
ろ
、

視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

た
。
今
は
ネ
ッ
ト
で
い
ろ
ん
な
情
報
は
得

ら
れ
る
が
、
挫
折
の
よ
う
な
つ
ら
い
経
験

な
ど
、
自
ら
の
体
感
が
、
自
分
を
育
て
る

一
番
の
肥
や
し
だ
と
思
う
。
乗
り
越
え
た

ら
、そ
れ
ま
で
の
緊
張
も
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、

安
堵
感
と
と
も
に
、
次
に
向
か
う
気
持
ち

や
き
っ
か
け
を
芽
生
え
さ
せ
て
く
れ
た
よ

う
に
感
じ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
修
行
の
志
望
動
機
に
「
祖

父
が
歩
ん
で
き
た
人
生
の
一
部
で
も
、
何

か
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
ら
」
と
書
い

た
。
祖
父
は
、
今
か
ら
73
年
前
の
昭
和
16

年
に
、同
じ
本
山
で
僧
堂
生
活
を
送
っ
た
。

修
行
で
は
祖
父
の
追
体
験
も
十
分
に
で
き

た
。
ま
た
、
真
言
宗
の
開
祖 

弘
法
大
師

空
海
は
31
歳
で
入
唐
し
、
恵け
い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

の

も
と
で
灌
か
ん
じ
ょ
う
頂
を
受
け
、
現
代
に
ま
で
伝
わ

る
真
言
宗
を
開
い
た
。
く
し
く
も
、
私
も

修
行
時
は
31
歳
。
未
知
の
世
界
に
足
を
踏

み
入
れ
る
に
は
最
高
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
故
郷
・
大
江

町
で
、
あ
ら
た
め
て
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ

う
に
生
き
よ
う
か
、
ま
た
岐
路
に
立
っ
て

い
る
。
願
わ
く
ば
檀
家
の
皆
さ
ま
に
快
く

迎
え
ら
れ
る
よ
う
な
僧
侶
で
あ
り
た
い
。

径け
い

路ろ

未い
ま

だ
知
ら
ず

岐ち
ま
たに
臨
ん
で
幾
た
び
か
泣
く
。

弟
子
で
あ
る
わ
た
く
し
空
海
は

自
分
に
具そ
な

わ
る
仏
ぶ
っ
し
ょ
う
性
を
は
げ
ま
し

知
の
根
源
に
至
る
道
を
探
し
て
き
た
。

し
か
し
、
求
め
る
道
が
見
い
出
せ
ず
に

道
に
さ
迷
い
、
幾
た
び
泣
い
た
こ
と
か
。

　

空
海
が
中
国
留
学
を
決
意
す
る
経
緯
を

記
し
た
「
遍

へ
ん
じ
ょ
う照
発ほ

っ

き揮
性
し
ょ
う
り
ょ
う
し
ゅ
う

霊

集
巻
第

七
」
の
一
節
を
引
用
。

（
諏
訪
原　

林　

隆
弘
）

編
集

・
発

行
／

大
江

町
役

場
総

務
課

印
刷

・
製

本
／

寒
河

江
印

刷
㈱

平
成
26年
1
1
月
号
（
№
6
4
5
）

2014年
1
1
月
1
0
日
発
行

※掲載を希望しない場合は、届け出の際にお申し出ください。

戸籍の

まど
9月21日～10月20日受付分

人口と世帯（前月比）

町の人口　8,850人（ー13）

　　　男　4,352人（ー1）

　　　女　4,498人（ー12）

世 帯 数　2,923戸（ー1）

平成26年11月1日現在

山
形

県
西

村
山

郡
大

江
町

大
字

左
沢

8
8
2
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