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き
り
た
ん
ぽ
の
こ
と
、

知
っ
て
ま
す
か
？

Roots of Kiritanpo



　秋田を代表する郷土料理〈きりたんぽ〉は
いかにして生まれたのか。その起源を探るた
め、鹿角へと向かう。訪れたのは鹿角市花輪
にある造り酒屋の建物が保存活用された「関
善賑わい屋敷」。そこで出会ったのが“現代
のマタギ”たちだ。秋田県猟友会八幡平支部
の皆さんに、趣ある囲炉裏できりたんぽ鍋を
楽しんでもらい、お話を伺った。
 　「寒くなって新米の時期になると、よく自
宅できりたんぽ鍋を食べます。来客があると

『よし、たんぽやるか』と言って振る舞うし、
この辺りの小学校では『なべっこ遠足』のと
き、芋煮じゃなくきりたんぽ鍋を作ります。
調理に手間がかからないし、何よりおいしい
からね。鹿角はきりたんぽ発祥の地で、マタ
ギが山で狩りをする際の携帯食だったという
説があります。当時のマタギは、たんぽと一
緒に獲物の肉やきのこ、山菜などを入れて煮
て食べていたそうです。私たちは鶏肉のほか
にモツを入れたり、山で採れたきのこを入れ
て味わっていますよ」。
　昔から鹿角に深く根付いてきた、きりたん
ぽ。その起源にマタギが関係していたとは興
味深い。

き
り
た
ん
ぽ
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
鹿
角
へ
。

き
り
た
ん
ぽ
の
ア
イ
ド
ル
を
訪
ね
て
鹿
角
へ
。
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安政 3 年（1856 年）創業の造り酒屋で、
昭和 58 年に廃業。造り酒屋特有の大空
間を支える豪壮な木組みと、昔懐かしい

「こもせ（小店）」を持つ明治期の伝統的
商家の建物として現存している。

プロフィール◯たんぽ小町ちゃん
2004 年 11 月 11 日、鹿角市生まれ。
現在は団体職員兼鹿角市産業活力課観光
交流班 PR 担当。

「たんぽ小町ちゃん体操」
は YouTube で見ること
ができます。QR コード
でアクセス！

真っ白な雪のように白い肌。ぱっちりと、潤いをたたえた瞳。

憂いのあるその佇まいは、大和撫子そのもの──。

紹介しよう、彼女こそ鹿角のアイドル・たんぽ小町ちゃんだ。

彼女の微笑みは人の心を癒やし、笑顔を生む。

その証拠に、子どももご老人も、彼女に会うと笑顔を見せてくれる。

圧倒的な存在感にもかかわらず、その奥ゆかしい所作で、常に周りを引き立てる。

それが、彼女の愛される所以かもしれない。

11月３日、「道の駅かづの　あんとらあ」で開催される「きりたんぽ発祥まつり」では、

彼女と保育園の子どもたちによる『たんぽ小町ちゃん体操』が披露される。

愛らしくて癒やしたっぷりのステージを見れば、きっとあなたも彼女の魅力にイチコロだ。

たきたてごはんを　つぶしたら～

こねてまるめて　キュッキュッキュ

アツアツすみびに　かざしたら～

こんがりたんぽの　できあがり～♪

たんたんたんぽっ　たんたんたんぽっ

たんたんたんぽ～こまちちゃん♪

だしをコトコト　とりさんで～

アツアツたんぽを　トントント～ン

いろりをかこんで　にこんだら～

きりたんぽなべの　できあがり～♪

たんたんたんぽっ　たんたんたんぽっ

たんたんたんぽ～こまちちゃん♪

たんたんたんぽっ　たんたんたんぽっ

たんたんたんぽ～こまちちゃん♪　ぐー！！

たんぽ小町ちゃん

Roots of Kiritanpo
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そ
の
は
じ
ま
り
と
熱
き
ス
ト
ー
リ
ー

き
り
た
ん
ぽ

　

秋
口
に
な
り
、
新
米
が
出
回
り
は
じ
め
る
と
「
き
り
た

ん
ぽ
の
季
節
だ
な
ぁ
」と
想
い
を
馳
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

大
切
な
家
族
や
親
し
き
友
人
た
ち
と
鍋
を
囲
み
、
た
だ
た

だ
味
わ
う
、
ま
さ
に
至
福
の
ひ
と
時
だ
。

「
昨
晩
も
今
朝
も
き
り
た
ん
ぽ
食
べ
た
よ
ね
（
当
然
だ
よ

ね
）。
俺
は
き
り
た
ん
ぽ
を
お
か
ず
に
ご
飯
食
べ
る
ぜ（
ま

あ
普
通
だ
ぜ
）。え
？ 

ま
だ
お
宅
は
食
べ
て
な
い
の
？（
モ

グ
リ
だ
な
）」
と
焦
燥
に
似
た
き
り
た
ん
ぽ
ト
ー
ク
が
聞

こ
え
て
く
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
そ
の
き
り
た
ん
ぽ
の

発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
こ
鹿
角
市
だ
。
こ
の
き

り
た
ん
ぽ
愛
が
止
ま
ら
な
い
鹿
角
市
に
お
い
て
〈
発
祥
の

地
鹿
角 

き
り
た
ん
ぽ
協
議
会 

会
長
〉
と
い
う
肩
書
き
を

持
つ
、
き
り
た
ん
ぽ
愛
の
伝
道
師
で
あ
る
岩
船
勝
広
さ
ん

に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
昭
和
9
年
、秋
田
市
川
反
の
料
亭
『
濱
乃
家
』
の
主
人
が
、

秋
田
名
物
き
り
た
ん
ぽ
を
テ
レ
ビ
で
全
国
へ
紹
介
し
た
際

に
『
き
り
た
ん
ぽ
の
元
祖
発
祥
の
地
は
陸
中
国
鹿
角
郡
花

輪
町
』
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
濱
乃
家
の
主
人
は
、
か

つ
て
花
輪
に
存
在
し
た
料
亭
『
一
二
三
軒
』
で
作
り
方
を

伝
授
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
鹿
角
市
が
“
き

り
た
ん
ぽ
発
祥
の
地
”
を
掲
げ
て
い
ま
す
」。

「
た
ん
ぽ
」
と
は
、
炊
き
た
て
の
米
を
つ
い
て
潰
し
、
木

串
に
竹
輪
の
よ
う
に
握
り
つ
け
て
焼
い
た
も
の
。
そ
の
た

ん
ぽ
を
鍋
に
入
れ
る
際
、切
っ
て
小
さ
く
し
た
も
の
が「
き

り
た
ん
ぽ
」
だ
。
そ
も
そ
も
、「
た
ん
ぽ
」
と
い
う
名
称

は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

「
は
っ
き
り
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
語
源
と
し
て

2
つ
の
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
愛
の
伝
道
師
。

　

ひ
と
つ
は
〈
槍
の
た
ん
ぽ
〉
説
だ
。
昔
、
南
部
の
殿
様

が
鹿
角
の
山
中
で
空
腹
を
か
か
え
て
、
と
あ
る
マ
タ
ギ
小

屋
に
た
ど
り
つ
き
、
長
い
串
に
飯
を
握
り
つ
け
て
焼
い
た

も
の
を
ご
馳
走
さ
れ
た
。
そ
の
あ
ま
り
の
う
ま
さ
に
「
こ

れ
は
美
味
な
る
も
の
じ
ゃ
、
形
が
槍
の
た
ん
ぽ
に
似
て
い

る
か
ら
た
ん
ぽ
と
言
う
が
良
い
ぞ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

ち
な
み
に
槍
の
た
ん
ぽ
と
は
、
槍
術
の
練
習
用
と
し
て
棒

の
先
端
に
丸
め
た
綿
な
ど
を
つ
け
、
皮
や
布
で
包
ん
だ
も

の
の
こ
と
。
確
か
に
、
木
串
に
御
飯
を
つ
け
て
伸
ば
す
前

の
状
態
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
〈
槍
の
た
ん
ぽ
〉
説
は

そ
の
形
状
か
ら
も
非
常
に
有
力
で
は
あ
る
が
、
一
体
〈
南

部
の
殿
様
〉
と
は
い
つ
の
時
代
の
誰
な
の
か
と
い
う
文
献

は
存
在
せ
ず
、
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
感
は
否
め
な
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、“
蒲
の
穂
説
”。
花
輪
出
身
の
先
人
・

大
里
武
八
郎
氏
は
著
書
『
か
づ
ぬ
方
言
考
』
の
中
で
、「
鹿

角
地
方
で
は
蒲
の
穂
を
タ
ン
ポ
と
呼
ん
で
お
り
、
串
に
飯

を
握
り
つ
け
た
形
が
蒲
の
穂
に
似
て
い
る
の
で
タ
ン
ポ
と

言
っ
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
き
り
た
ん
ぽ
は
誰
が
ど
う
や
っ
て
作
り
、
そ

れ
を
食
べ
は
じ
め
た
の
か
。前
頁
に
も
記
述
し
た
よ
う
に
、

マ
タ
ギ
が
狩
猟
で
山
々
を
移
動
す
る
た
め
の
携
帯
食
だ
っ

た
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
ん
な
資
料
を
見
つ
け
た
。

「
き
り
た
ん
ぽ
は
昔
、
八
幡
平
の
老
沢
、
ト
ロ
コ
の
熊
狩

り
猟
師
た
ち
の
夕
食
だ
っ
た
。
ト
ロ
コ
、
深
、
熊
沢
（
八

幡
平
地
区
の
集
落
名
）
の
マ
タ
ギ
は
、
熊
を
追
う
と
き
の

飯
は
、
握
り
飯
で
は
な
く
た
ん
ぽ
で
あ
っ
た
。
ク
ル
ミ
味

噌
を
つ
け
て
焼
い
た
た
ん
ぽ
と
、
た
ん
ぽ
に
ニ
ン
ニ
ク
味

噌
を
つ
け
た
も
の
を
食
べ
た
。
し
か
も
、
二
日
分
も
三
日

分
も
背
負
っ
て
歩
き
、
飯
は
炊
か
な
か
っ
た
。
熊
を
打
て

ば
、熊
鍋
に
た
ん
ぽ
を
切
っ
て
入
れ
て
賞
味
を
し
た
」（
阿

部
真
平
氏
）

　

な
ん
と
き
り
た
ん
ぽ
鍋
は
熊
鍋
が
始
ま
り
か
も
し
れ
な

い
資
料
を
発
見
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
木
こ
り
た
ち
が

山
作
業
の
際
に
持
参
し
食
べ
て
い
た
の
が
始
ま
り
と
も
書

か
れ
て
い
る
。

「
山
で
木
を
伐
っ
た
り
、
丸
太
を
運
搬
し
て
働
く
人
た
ち

を
『
山
子
』
と
呼
ん
で
い
る
が
、
藩
制
時
代
、
山
子
た
ち

は
残
り
御
飯
を
半
ね
り
し
串
に
握
り
つ
け
て
、
働
き
に
出

か
け
た
。
伐
採
作
業
か
ら
帰
る
と
そ
れ
に
味
噌
を
つ
け
て

焼
い
て
食
べ
た
」（
関
久
氏
）

　

マ
タ
ギ
説
と
山
子
説
、
両
論
が
考
え
れ
て
い
る
が
、
共

通
し
て
い
る
の
は
山
へ
入
る
際
に
持
参
し
た
と
い
う
こ

と
。
そ
し
て
わ
ざ
わ
ざ
焼
い
て
、
味
噌
の
香
ば
し
さ
を
加

え
て
い
た
だ
く
と
い
う
美
食
家
ぶ
り
だ
。
山
村
の
人
々
の

中
に
は
伐
採
の
仕
事
が
あ
れ
ば
山
子
と
し
て
働
き
、
終
わ

れ
ば
マ
タ
ギ
に
な
っ
て
鳥
獣
を
狩
る
人
た
ち
も
多
く
い
た

と
い
う
か
ら
、
実
は
同
じ
人
物
が
始
め
た
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
と
に
か
く
た
ん
ぽ
が
重
要
な
カ
ロ
リ
ー
メ
イ
ト

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。

　

た
ん
ぽ
の
食
べ
方
と
し
て
最
も
主
流
で
好
ま
れ
て
い
る

の
は
、
や
は
り
「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」
だ
ろ
う
。
い
く
つ
か

の
資
料
を
見
る
と
、
き
り
た
ん
ぽ
鍋
は
明
治
10
年
代
よ
り

始
ま
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

 

『
か
づ
ぬ
方
言
考
』（
昭
和
21
年
）
に
よ
る
と
、
新
米
が

穫
れ
る
と
家
族
や
親
戚
が
大
勢
集
ま
っ
て
、
き
り
た
ん
ぽ

鍋
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
新
米
の
出
盛
る
頃
、
た
ん
ぽ
振
舞
い
と
し
て
、
親
戚
知

人
な
ど
の
家
庭
的
集
会
を
な
し
、
焼
き
な
が
ら
話
な
が
ら

情
宣
を
温
む
る
風
あ
り
き
、
此
の
地
の
人
に
は
最
も
忘
れ

難
き
食
べ
物
の
一
つ
な
り
、
又
素
焼
き
の
ま
ま
な
る
を
切

り
た
る
を
鶏
肉
、
鍋
の
中
に
投
じ
『
切
り
た
ん
ぽ
』
と
い

う
。
明
治
十
数
年
頃
よ
り
（
鹿
角
で
）
始
ま
り
酒
客
に
も

賞
味
せ
ら
れ
、
次
第
に
流
行
し
、
近
頃
（
昭
和
20
年
当
時
）

は
、
大
館
秋
田
地
方
に
て
は
、
名
物
料
理
と
し
て
宣
伝
す

る
に
至
れ
り
」

　

ま
た
、
鍋
の
具
材
は
山
で
狩
猟
し
た
動
物
の
肉
や
、
き

の
こ
類
、
季
節
の
野
菜
を
入
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
古
参
（
古
老
）
か
ら
の
話
に
よ
る
と
、
キ
ジ
、
山
鳥
、

野
う
さ
ぎ
な
ど
の
肉
と
出
汁
に
あ
り
あ
わ
せ
の
野
菜
を
入

れ
た
。
後
、
セ
リ
、
ね
ぎ
、
ご
ぼ
う
、
舞
茸
、
こ
ん
に
ゃ

く
な
ど
を
入
れ
た
。
た
ん
ぽ
は
新
米
を
炊
い
て
八
割
方
つ

ぶ
し
、
形
を
と
と
の
え
て
囲
炉
裏
で
焼
く
。
焼
き
た
て
を

汁
に
入
れ
て
食
べ
る
と
お
い
し
い
」（
関
久
氏
）

　

狩
猟
肉
以
外
は
ほ
と
ん
ど
今
で
い
う
き
り
た
ん
ぽ
鍋
そ

の
も
の
だ
。
ち
な
み
に
、
き
り
た
ん
ぽ
鍋
に
使
わ
れ
る
醤

油
の
流
通
が
始
ま
っ
た
の
は
、
初
代
浅
利
佐
助
翁
が
花
輪

に
て
醤
油
醸
造
業
を
ス
タ
ー
ト
し
た
明
治
5
年
か
ら
。
当

初
、
醤
油
は
ま
だ
高
級
品
だ
っ
た
た
め
、
味
噌
や
塩
で
味

付
け
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

家
庭
料
理
だ
っ
た
き
り
た
ん
ぽ
鍋
は
、
や
が
て
郷
土
料

理
と
し
て
旅
館
や
料
亭
で
振
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
花

輪
の
料
亭
「
一
二
三
軒
」
は
、
大
正
10
年
10
月
の
「
青
年

の
鹿
角
紙
」
に
「
新
米
切
り
た
ん
ぽ
」
と
書
い
た
広
告
を

掲
載
し
て
い
る
。

新
米
き
り
た
ん
ぽ

▲
今
年
は
ど
ふ
か
と
思
っ
た
が
先
づ
豊
年
で
い
い
あ
ん
ば

い
だ
。
も
う
新
米
も
ド
シ
ド
シ
出
る
だ
ら
う
。

■
出
る
と
も
さ
。
新
米
と
言
ひ
ば
直
ぐ
切
り
た
ん
ぽ
を
連

想
す
る
が
、例
年
の
通
り
一
二
三
軒
は
食
は
せ
る
だ
ら
う
。

▲
食
は
せ
る
所
か
夙
（
古
く
）
か
ら
や
っ
て
居
る
が
今
年

は
特
に
風
味
が
よ
い
と
言
ふ
話
だ
。

■
そ
う
聞
け
ば
直
ぐ
に
食
ひ
度
く
な
る
奴
だ
。
之
か
ら

行
っ
た
ら
香
水
風
呂
の
加
減
も
丁
度
よ
い
だ
ら
う
。

▲
賛
成
賛
成
。

■
大
賛
成
!!

一
二
三
軒　

佐
藤
久
助

電
話
二
十
番　

香
水
風
呂
の
設
備
あ
り

　

こ
れ
は
▲
と
■
が
会
話
を
し
て
い
る
様
子
を
表
現
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
香
水
風
呂
と
は
当
時
の
ブ
ー
ム
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？　
「
香
水
風
呂
に
つ
か
り
、
酒
肴
に
た
ん

ぽ
を
喰
い
、
女
人
と
の
カ
ル
タ
取
り
に
溺
れ
る
は
、
酔
生

夢
死
に
似
た
り
」
と
い
う
記
述
も
「
青
年
の
鹿
角
紙
」
に

あ
る
ほ
ど
き
り
た
ん
ぽ
鍋
と
香
水
風
呂
は
バ
ズ
っ
て
い
た

よ
う
だ
。
先
述
し
た
秋
田
市
川
反
の
「
濱
乃
家
」
は
、
こ

の
「
一
二
三
軒
」
の
主
人
か
ら
き
り
た
ん
ぽ
の
調
理
法
を

伝
授
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
鹿
角
タ
イ
ム
ス
』（
昭
和
54
年
）
に
は
こ
ん
な

記
事
が
あ
る
。

「
明
治
34
年
、
菊
の
花
作
り
に
興
趣
の
あ
っ
た
当
時
の
尾

去
沢
鉱
山
長
の
菊
田
氏
は
、
菊
作
り
の
県
北
の
名
人
で

あ
っ
た
大
館
の
北
秋
ク
ラ
ブ
の
石
川
さ
ん
に
習
い
に
通
っ

て
い
た
が
、
そ
の
年
、
石
川
さ
ん
夫
妻
を
馬
車
で
招
待
し

そ
の
晩
に
き
り
た
ん
ぽ
を
ご
馳
走
し
た
。
き
り
た
ん
ぽ
を

賞
味
し
た
石
川
さ
ん
夫
妻
は
一
泊
し
て
、
た
ん
ぽ
の
作
り

方
、
焼
き
方
、
切
り
方
等
を
習
い
な
が
ら
実
演
し
て
、
翌

日
か
ら
ど
ん
ぶ
り
飯
注
文
の
客
に
き
り
た
ん
ぽ
を
提
供
し

て
喜
ば
れ
、
き
り
た
ん
ぽ
が
好
評
さ
れ
て
客
が
増
え
、
翌

年
増
築
す
る
ま
で
に
な
り
、
そ
れ
を
見
た
他
の
料
理
店
で

も
き
り
た
ん
ぽ
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
阿
部
真

平
氏
）

　

こ
れ
を
き
り
た
ん
ぽ
ド
リ
ー
ム
と
呼
ば
ず
に
い
ら
れ
な

い
。
大
館
の
料
亭
「
北
秋
く
ら
ぶ
」
で
は
現
在
も
、
秋
田

の
最
高
の
お
も
て
な
し
料
理
と
し
て
き
り
た
ん
ぽ
鍋
を
提

供
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
辿
っ
て
秋
田
を
代

表
す
る
郷
土
料
理
と
な
っ
た
き
り
た
ん
ぽ
。
最
後
に
『
新

日
本
大
歳
時
記 

秋
』（
年
代
不
明
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

俳
句
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。
お
そ
ら
く
一
般
の
秋
田

県
民
が
「
き
り
た
ん
ぽ
」
を
題
材
に
投
稿
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
が
な
か
な
か
面
白
く
、
き
り
た
ん
ぽ
を
味
わ
う

人
々
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。

「
大
鍋
に 

手
荒
く
千
切
る 

き
り
た
ん
ぽ
」（
阿
部
輝
子
）

た
ん
ぽ
は
手
で
千
切
っ
た
方
が
お
い
し
い
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
丁
寧
に
や
さ
し
く
千
切
っ
て
は
い
け
な
い
。
あ
く

ま
で
も
“
手
荒
く
千
切
る
”
の
が
輝
子
流
。
大
き
な
鍋
で

豪
快
に
ぐ
つ
ぐ
つ
煮
込
む
と
、
断
面
に
汁
が
よ
く
染
み
て

程
よ
い
柔
ら
か
さ
に
な
る
。“
お
ふ
く
ろ
の
味
”
を
的
確

な
言
葉
で
表
現
し
た
秀
逸
な
作
品
だ
。

「
刈
上
げ
の 

遅
き
夕
餉
や 

き
り
た
ん
ぽ
」（
高
橋
三
郎
）

高
橋
家
は
米
農
家
だ
ろ
う
か
。
農
作
業
が
終
わ
り
主
人
が

帰
宅
す
る
と
、
家
族
が
き
り
た
ん
ぽ
鍋
を
用
意
し
帰
り
を

待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
汗
を
流
し
た
後
に
皆
で
囲
む
あ
た

た
か
い
食
卓
。
心
も
お
腹
も
満
た
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

な
ん
て
ほ
っ
こ
り
と
し
た
一
句
だ
ろ
う
か
。

「
焼
く
人
も 

秋
田
小
町
よ 

き
り
た
ん
ぽ
」（
船
水
参
夢
郎
）

船
水
氏
は
か
な
り
の
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
に
違
い
な
い
。
う
ま

い
こ
と
言
っ
た
。
米
の
品
種
“
あ
き
た
こ
ま
ち
”
と
、
秋

田
美
人
を
意
味
す
る
“
秋
田
小
町
”
を
か
け
て
い
る
。
そ

ん
な
こ
と
言
わ
れ
て
喜
ば
な
い
女
性
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

船
水
氏
に
座
布
団
一
枚
進
呈
し
た
い
。

「
き
り
た
ん
ぽ 

妻
を
亡
く
し
て 

よ
り
焼
か
ず
」（
松
崎
鉄

之
介
）

最
愛
の
妻
が
生
前
よ
く
こ
し
ら
え
て
く
れ
た
、
き
り
た
ん

ぽ
。
ち
ょ
っ
と
焦
げ
た
と
こ
ろ
が
好
き
で
、妻
は
よ
く「
こ

の
お
焦
げ
が
お
い
し
い
の
よ
」
と
笑
っ
て
い
た
。
松
崎
氏

は
そ
ん
な
妻
と
の
思
い
出
を
心
の
中
に
そ
っ
と
封
じ
こ
め

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
切
な
す
ぎ
る
。

　

ど
う
だ
ろ
う
。
き
り
た
ん
ぽ
ひ
と
つ
に
、
こ
ん
な
に
も

人
々
の
熱
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
き
り

た
ん
ぽ
の
歴
史
に
は
謎
が
多
い
。
そ
れ
で
も
い
い
じ
ゃ
な

い
か
、
秋
田
県
民
が
き
り
た
ん
ぽ
を
愛
し
て
い
る
こ
と
に

一
片
の
嘘
偽
り
は
な
い
の
だ
か
ら
。
11
月
11
日
は
「
き
り

た
ん
ぽ
の
日
」
な
の
だ
。
た
ん
ぽ
が
囲
炉
裏
に
立
っ
て
焼

か
れ
て
い
る
姿
が
「
1
1
1
1
」
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
制
定
さ
れ
た
の
だ（
別
に
い
い
じ
ゃ
な
い
か
）。
こ
の

日
は
あ
な
た
も
家
族
で
鍋
を
囲
み
、
き
り
た
ん
ぽ
を
味

わ
っ
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
。

秋
田
を
代
表
す
る
郷
土
料
理

鹿
角
は
き
り
た
ん
ぽ
発
祥
の
地

た
ん
ぽ
の
語
源
は
？

〈
槍や
り

の
た
ん
ぽ
〉説
と〈
蒲が
ま

の
穂
〉説

み
ん
な
大
好
き
「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」
は

明
治
10
年
代
か
ら
始
ま
っ
た

家
庭
料
理
か
ら
郷
土
料
理
へ

料
亭
で
も
人
気
の
味
に

五
・
七
・
五
で
見
る
家
族
の
カ
タ
チ

き
り
た
ん
ぽ
に
ま
つ
わ
る
ド
ラ
マ

起
源
は
マ
タ
ギ
の
携
帯
食
？

現
代
の
マ
タ
ギ
た
ち
か
ら
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
取
材
班
だ
が
、
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と

未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
謎
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

鹿
角
に
伝
わ
る
き
り
た
ん
ぽ
ミ
ス
テ
リ
ー
に
迫
っ
て
み
よ
う
。
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鹿角で生きる＝おシゴトするヒトたちへの訪問記。

き
り
た
ん
ぽ
と
い
え
ば
“
お
米
”。
ふ
っ

く
ら
モ
チ
モ
チ
と
柔
ら
か
く
、
玄
米

で
食
べ
て
も
お
い
し
い
と
話
題
の
お
米
が
鹿
角

に
あ
る
。
そ
の
名
は
「
淡
雪
こ
ま
ち
」。

「
米
粒
の
色
が
半
透
明
で
淡
雪
の
よ
う
に
見
え

る
こ
と
と
、
秋
田
を
連
想
す
る
“
こ
ま
ち
”
を

合
わ
せ
て
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
」。
そ
う
教
え

て
く
れ
た
の
は
鹿
角
市
十
和
田
で
米
農
家
を
営

む
成
田
誠
さ
ん
。
平
成
15
年
か
ら
淡
雪
こ
ま
ち

の
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

淡
雪
こ
ま
ち
は
鹿
角
の
大
自
然
の
中
で
育
っ

た
秋
田
県
初
の
低
ア
ミ
ロ
ー
ス
米
で
、
平
成
19

年
に
県
の
認
定
品
種
に
採
用
さ
れ
た
。
低
ア
ミ

ロ
ー
ス
米
と
は
、
米
粒
の
で
ん
ぷ
ん
中
に
含
ま

れ
る
ア
ミ
ロ
ー
ス
の
割
合
が
3
～
17
％
程
度
の

お
米
の
こ
と
。
も
ち
米
は
0
％
で
、
淡
雪
こ
ま

ち
は
『
う
る
ち
米
（
一
般
の
お
米
）』
と
『
も

ち
米
』
の
中
間
の
性
質
の
た
め
、
柔
ら
か
く
甘

み
の
あ
る
ご
飯
が
炊
き
上
が
る
。

「
お
い
し
い
低
ア
ミ
ロ
ー
ス
米
を
つ
く
る
に
は

一
年
を
通
し
て
冷
涼
な
気
候
が
必
要
で
す
。

山
々
に
囲
ま
れ
、
朝
晩
の
寒
暖
差
が
大
き
い
鹿

角
の
気
候
は
淡
雪
こ
ま
ち
の
生
育
に
ぴ
っ
た

り
。
ま
さ
に“
鹿
角
の
た
め
に
作
ら
れ
た
お
米
”

で
す
ね
。
栽
培
方
法
も
他
の
お
米
と
は
ち
ょ
っ

と
違
う
。
水
田
に
苗
を
植
え
る
移
植
栽
培
で
は

な
く
、
水
田
に
直
接
種
を
ま
く
『
直
播
（
ち
ょ

く
は
）
栽
培
』
で
出
穂
時
期
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
品
種
の
特
性

を
最
大
限
に
引
き
出
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」。 

　

成
田
さ
ん
の
田
ん
ぼ
は
黄
金
色
の
稲
穂
が
輝

き
、
ち
ょ
う
ど
刈
り
取
り
時
期
。
し
か
し
一
部

分
だ
け
青
い
穂
が
目
立
つ
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

「
今
年
の
5
月
末
、
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
程
の
大
き
な
ヒ
ョ
ウ
が
降
り
ま
し
た
。

稲
穂
が
青
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
ヒ
ョ
ウ
が
落

ち
て
生
育
が
遅
れ
て
い
る
証
拠
。
で
も
不
幸
中

の
幸
い
で
、
こ
う
し
て
遅
れ
て
で
も
育
っ
て
い

る
。
種
を
埋
め
ら
れ
て
も
新
し
く
芽
が
育
つ
ん

だ
か
ら
、
稲
っ
て
強
い
よ
ね
」。

　

淡
雪
こ
ま
ち
の
ご
飯
は
冷
め
て
も
硬
く
な
り

に
く
い
た
め
、
お
弁
当
や
お
に
ぎ
り
に
も
オ
ス

ス
メ
だ
。
白
米
で
の
炊
き
方
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

水
を
通
常
よ
り
も
５
％
減
ら
す
こ
と
。
き
り
た

ん
ぽ
に
す
る
な
ら
水
を
10
％
減
ら
す
と
ち
ょ
う

ど
良
い
と
、
成
田
さ
ん
は
話
す
。

「
デ
ビ
ュ
ー
し
て
約
10
年
、
淡
雪
こ
ま
ち
は
鹿

角
の
ブ
ラ
ン
ド
米
と
し
て
認
知
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
ま
だ
ま
だ
P
R
が
足
り
ま
せ
ん
。
元

来
鹿
角
の
た
め
に
作
ら
れ
た
品
種
な
の
で
、

も
っ
と
地
元
の
人
に
も
食
べ
て
も
ら
い
た
い
。

細
く
長
く
で
い
い
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
鹿
角
に

根
付
い
て
い
っ
て
も
ら
え
た
ら
。
そ
ん
な
気
持

ち
で
育
て
て
い
ま
す
」。

　

収
穫
の
秋
。
ふ
っ
く
ら
モ
チ
モ
チ
の
お
い
し

さ
を
、
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
み
て
欲
し
い
。

春先の雪のように、ふっくらと

柔らかい。「淡雪こまち」は

鹿角が育てた自慢のお米です。

成田 誠さん

淡雪こまち生産者

※パッケージデザインは一例となります

淡雪こまちの直播栽培における
パイオニアともいえる成田さ
ん。栽培だけでなく、商品のブ
ランド化のための PR 活動にも
積極的に取り組んでいる。

鹿角市花輪下中島 88
☎ 0186-22-2160
営業時間
11:00-15:00（LO14:00）、
17:00-21:30（LO21:00）、
日曜営業
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awayukikomachi ★ narita makoto

淡雪こまちは秋田県内の直売所やスーパー等でお買い求めください。お問い合わせ：JA かづの 営農経済部営農販売課　TEL.0186-23-2497

G o o d  j o b  k a z u n o

K A Z U N O
STANDARD

鹿角はワンダーで溢れている。ホント、鹿角いいね！

　

ニ
ッ
ポ
ン
の
鹿
角

と
い
う
街
に
生
ま
れ

た
僕
は
、
き
っ
と
イ

タ
リ
ア
の
オ
ル
ト
レ

ポ
ー
と
い
う
街
に
生

ま
れ
た
健
康
男
子
と

同
じ
く
ら
い
の
存
在
偏
差
値
で
は
な
い
か

と
考
え
至
っ
た
の
は
、
今
日
も
喫
茶
店
の

窓
際
に
座
る
自
分
の
行
動
範
囲
の
狭
さ
に

対
す
る
嘆
き
を
変
換
し
た
い
か
ら
に
違
い

な
い
。
難
し
い
横
文
字
も
、
ス
マ
ホ
世
代

に
は
す
ぐ
に
答
え
を
く
れ
る
。

「O
ltrepo

（
オ
ル
ト
レ
ポ
ー
）」
北
イ
タ

リ
ア
・
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
州
パ
ヴ
ィ
ア
県

の
南
部
に
位
置
し
、イ
タ
リ
ア
語
で“
ポ
ー

川
を
越
え
た
地
域
”
と
い
う
意
味
。
美
し

い
ワ
イ
ン
畑
が
広
が
り
、
ミ
ラ
ネ
ー
ゼ
の

食
卓
に
欠
か
せ
な
い
ワ
イ
ン
の
生
産
地
で

あ
る
と
同
時
に
、
古
い
歴
史
と
伝
統
を
持

つ
地
域
だ
。

　

間
違
い
な
く
素
敵
な
場
所
だ
。
妄
想
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
僕
は
す
ぐ
に
オ
ル
ト
レ

ポ
ー
の
喫
茶
店
の
窓
際
に
座
っ
て
、
空
の

日
本
酒
ボ
ト
ル
を
覗
き
込
み
な
が
ら
嘆
き

を
変
換
し
て
い
た
。

「
鹿
角
市
（K

azuno C
ity

）」
北
東
北
の

秋
田
県
北
東
部
に
位
置
す
る
街
。
英
語
で

D
eer H

orn

を
意
味
す
る
。
美
し
い
田

園
風
景
が
広
が
り
、
秋
田
っ
こ
の
食
卓
に

欠
か
せ
な
い
き
り
た
ん
ぽ
の
発
祥
の
地
で

あ
る
と
同
時
に
、
古
い
歴
史
と
伝
統
を
持

つ
地
域
だ
。

　

間
違
い
な
い
く
素
敵
な
場
所
だ
。
窓
際

に
置
か
れ
た
空
の
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
の
深
緑

色
越
し
の
鹿
角
の
街
は
か
な
り
ク
ー
ル

だ
。
い
つ
か
窓
際
の
彼
女
を
誘
っ
て
オ
ル

ト
レ
ポ
ー
に
行
こ
う
。
海
の
な
い
と
こ
ろ

だ
け
ど
、
き
っ
と
ペ
ス
カ
ト
ー
レ
を
出
し

て
く
れ
る
喫
茶
店
が
あ
る
ハ
ズ
だ
。

　

産
業
活
力
課
の
I
氏
イ
チ
押
し
の
「
肉

飯
」
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
で
も
か

と
豪
快
な
肉
が
積
み
上
が
る
ス
タ
ミ
ナ
肉

丼
を
想
像
し
な
が
ら
辿
り
着
い
た
の
は

「
珍
来
軒
」。
そ
の
名
称
と
佇
ま
い
は
い
わ

ゆ
る
「
町
の
中
華
屋
さ
ん
」
だ
。
白
飯
の

上
に
サ
イ
コ
ロ
状
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
豚
肉

と
、
タ
マ
ネ
ギ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
タ
ケ
ノ
コ

な
ど
野
菜
た
っ
ぷ
り
の
餡
が
と
ろ
～
り
。

な
る
ほ
ど
中
華
屋
さ
ん
が
肉
飯
を
作
れ
ば

こ
う
な
る
の
か
と
一
口
。
甘
じ
ょ
っ
ぱ
い

餡
と
、
ご
飯
の
相
性
が
抜
群
だ
。
こ
れ
は

良
い
意
味
で
想
像
を
裏
切
ら
れ
た
。
厨
房

に
立
つ
御
年
75
歳
の
ご
主
人
は
、「
う
ち

の
肉
飯
は
昔
か
ら
こ
れ
な
ん
だ
」
と
ニ
ヤ

リ
。
珍
来
軒
は
創
業
48
年
、
昼
ど
き
に
な

る
と
ひ
っ
き
り
な
し
に
客
が
や
っ
て
く
る

地
元
の
人
気
店
だ
。
材
料
が
な
く
な
れ
ば

店
じ
ま
い
。
13
時
す
ぎ
に
昼
の
営
業
を
終

了
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
か
ら
、
早
め

の
来
店
が
オ
ス
ス
メ
だ
。

　大判焼きに目や手がついたイラスト
に「あんこ入れすぎの大判焼き」の文
字。これは鹿角市内に 2 店舗を構え
る山田商店の看板だ。かなりインパク
トがある。市役所の A さんが「鹿角
で大判焼きといえば山田商店です」な
んて言うものだから、気になって訪れ
てみた。扉を開けると、昭和の香りが
漂う店内で、店員の女性が熟練の手さ
ばきで大判焼きやたこ焼きを作ってい
る。今回食したのは「よもぎ入り大判
焼き」。あんこの量を確かめるため出
来たてをふたつに割ってみると、よも
ぎが練りこまれた生地の間に、ほくほ
くの粒あんがたっぷり詰まっていた。
その甘さがよもぎの爽やかな風味と絶
妙にマッチしている。あの看板に偽り
はなかったのだ。これが鹿角の大判焼
きの定番だなんて、贅沢すぎる。

鹿
角
妄
想
喫
茶

ボ
ト
ル
越
し
の
街

k o i s u r u - K A Z U N O - s h i n b u n

世
の
中
の
、

そ
う
ね
、

大
体
の

こ
と
は

ざ
っ
く
り
と

寿
賀
婆
に
聞
け
！

なぜ寿賀婆はいつも、
お茶目なのか。

活
力
め
し

お
ら
ほ
の

鹿
角
市
産
業
部
産
業
活
力
課
監
修

（
　
　
　
　
）

実はちょっと変だよ

山田商店の大判焼き

山田商店
本店

山田商店
鹿角花輪駅前店

場所は花輪・親不孝通り。ひと際
妖しく浮かぶ紫色の看板と、な
んとも重厚なトビラは、まさに
ディープ鹿角への入り口。御年
80 歳を超えた寿賀婆（本名：浅
石シガさん）が織り成す、めくる
めく寿賀ワールドへようこそ。
鹿角市花輪字堰向１１
☎ 0186-23-3192
営業時間　17:00 〜 23:00
定休日　不定休

おふくろの味 寿賀

トラトリア
ふ〜き

お題

す

が

ば

あ
四
の
五
の
言
わ
ず

鹿角市花輪下中島 49
☎ 0186-23-2988
営業時間 11:30 〜 14:00
17:00 〜材料が無くなり次第終了
定休日　月曜

珍
来
軒
の
肉
飯

7
8
0
円

珍来軒

「
よ
ぐ
来
た
！
」

　

夏
真
っ
盛
り
の
あ
る
日
、
こ
の
日
は

大
人
数
で
訪
れ
た
た
め
、
カ
ウ
ン
タ
ー

で
は
な
く
小
上
が
り
に
通
さ
れ
た
。

テ
ー
ブ
ル
に
は
こ
こ
に
知
人
を
連
れ
て

き
た
ら
食
べ
さ
せ
た
い
、
な
じ
み
の
田

舎
料
理
が
並
ん
で
い
た
。

　

ビ
ー
ル
で
乾
杯
し
、
早
速
料
理
に
箸

を
伸
ば
す
や
い
な
や
、
間
髪
入
れ
ず
に

寿
賀
婆
ト
ー
ク
が
始
ま
る
。「
今
朝
か

ら
み
ず
の
皮
引
い
て
、指
真
っ
黒
だ
ぁ
」

と
か
「
わ
ら
び
は
一
本
ず
つ
筋
入
れ
て

る
ん
だ
。
こ
う
す
れ
ば
、
味
が
染
み
込

む
べ
ぇ
」
と
か
、
ど
れ
だ
け
そ
の
料
理

に
寿
賀
婆
の
愛
情
が
こ
も
っ
て
い
る
の

か
を
語
り
出
す
。
今
日
は
初
め
て
の
客

人
も
い
る
か
ら
か
、
少
し
色
っ
ぽ
い
気

が
す
る
寿
賀
婆
。

「
今
年
は
い
つ
も
よ
り
も
早
く
、
み
ず

の
た
ま
っ
こ
（
み
ず
の
コ
ブ
）
も
で
て

き
た
。
食
べ
る
か
？ 

竿
と
玉
と
ど
っ

ち
好
き
だ
？
」

そ
の
緩
急
の
あ
る
ギ
リ
ギ
リ
ト
ー
ク
に

面
食
ら
う
我
々
を
見
て
、
寿
賀
婆
は
嬉

し
そ
う
に
け
た
け
た
と
笑
っ
て
い
る
。

こ
の
茶
目
っ
気
た
っ
ぷ
り
の
寿
賀
婆
の

笑
顔
に
、毎
回
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

今
で
こ
そ
お
茶
目
さ
が
爆
発
し
て
い

る
寿
賀
婆
だ
が
、
か
つ
て
は
な
か
な
か

の
修
羅
場
を
切
り
抜
け
て
き
た
。前
回
、

寿
賀
婆
が
キ
ャ
バ
レ
ー
で
働
き
始
め
た

話
に
触
れ
た
が
、
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
あ
る
。

　
「
ミ
カ
ド
」
は
と
て
も
繁
盛
し
た
花

輪
の
キ
ャ
バ
レ
ー
だ
っ
た
。
そ
こ
で
寿

賀
婆
は
「
み
ど
り
」
と
い
う
源
氏
名
で

働
い
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
隣
町

の
小
坂
町
に
も
姉
妹
店
を
出
す
こ
と
が

決
ま
り
、
オ
ー
ナ
ー
に
「
マ
マ
を
や
っ

て
く
れ
な
い
か
」
と
頼
ま
れ
、
小
坂
町

に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の

「
ミ
カ
ド
」
の
姉
妹
店
は
小
坂
で
も
も

ち
ろ
ん
繁
盛
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
快

く
思
わ
な
い
〈
怖
い
お
兄
さ
ん
た
ち
〉

か
ら
あ
る
日
、
寿
賀
婆
こ
と
「
み
ど
り

マ
マ
」
は
呼
び
出
さ
れ
た
そ
う
だ
。
場

所
は
お
寿
司
屋
。
席
に
つ
い
て
す
ぐ
に

「
お
酌
を
し
ろ
」
と
怖
い
お
兄
さ
ん
。

女
性
を
ま
る
で
奴
隷
の
よ
う
に
扱
う
高

圧
的
な
そ
の
姿
勢
に
、み
ど
り
マ
マ
は
、

キ
レ
た
。

「
呼
び
出
し
た
の
は
そ
ち
ら
だ
。
酒
を

注
ぐ
の
は
そ
ち
ら
じ
ゃ
な
い
の
か
!
」

と
怖
い
お
兄
さ
ん
た
ち
を
圧
倒
し
て

や
っ
た
。

「
そ
こ
で
注
い
だ
ら
、
ず
っ
と
理
由
な

く
従
う
こ
と
に
な
る
。
筋
の
通
ら
な
い

こ
と
は
大
嫌
い
だ
」。

オ
ト
コ
顔
負
け
の
凛
々
し
さ
だ
。
今
あ

る
「
お
茶
目
な
寿
賀
婆
」
は
、
そ
ん
な

硬
派
な
生
き
方
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
。
何
よ
り
も
お
客
を
喜
ば
せ
る
た
め

に
手
を
抜
か
な
い
と
い
う
心
意
気
が
あ

る
。
明
日
も
わ
ら
び
に
一
本
一
本
筋
を

入
れ
る
だ
ろ
う
。

今
宵
の
逸
品

わ
ら
び
の
お
浸
し

鹿角市花輪字上中島 95
☎ 0186-23-2953
営業時間　9:30 〜 18:30
定休日　年末年始

鹿角市花輪字下中島 116
☎ 0186-23-3704
営業時間　9:30 〜 18:30
定休日　年末年始

スナック寿賀の春の名物「わらび」。一般的に
は鰹節と醤油で食べるが、寿賀では花輪酢と麺
つゆ（浅利佐助商店のもの）に、練がらしを少
量溶いて味付けする。しかも、長く切って、一
本一本、間に切り目を縦に入れて提供する。寿
賀婆曰く、手間暇と愛情がたっぷり。



Cover Illustration = Takayuki Ryujin　http://takayukiryujin.com恋する鹿角新聞 vol.03　発行：鹿角市役所産業活力課　制作・著作：ノリット・ジャポン株式会社　〒 010-0061 秋田県秋田市卸町一丁目 3-2 1F　☎ 018-874-7547　http://www.norit.jp

※便によっては運休期があります※最速の時間を表示（要時刻表参照）
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か ら の 手 紙

鹿
角
で
は
も
う
お
な
じ
み
の
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の

「
J
F
A
こ
こ
ろ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。
今
年
も
9

月
上
旬
に
「
夢
先
生
」
た
ち
が
鹿
角
を
訪
れ
、
市
内

の
小
学
5
年
生
と
ふ
れ
あ
い
ま
し
た
。
第
3
回
の
手

紙
は
、な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
や
な
で
し
こ
リ
ー
グ「
日

テ
レ
・
ベ
レ
ー
ザ
」
で
大
活
躍
し
た
小
林
弥
生
さ
ん

か
ら
で
す
。

小
林
弥
生
で
す
。
私
は
今
回
鹿
角
市
さ
ん
に
は

じ
め
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。
9
月
11
日
か
ら

16
日
ま
で
6
日
間
い
て
、7
回
の
「
夢
の
教
室
」
に

参
加
さ
せ
て
も
ら
い
、と
て
も
充
実
し
て
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
と
て
も「
夢
の
教
室
」
を
楽
し
み
に

し
て
く
れ
て
い
て
。
と
て
も
積
極
的
だ
し
、
手
も
良

く
上
が
り
ま
す
。
メ
リ
ハ
リ
が
効
い
て
い
て
、
挨
拶

も
し
っ
か
り
し
て
く
れ
ま
し
た
。
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
の

立
花
兄
弟
の
後
輩
に
あ
た
る
ん
で
す
よ
ね
、
鹿
角

F
C
の
子
た
ち
と
一
緒
に
ボ
ー
ル
を
蹴
れ
た
の
も
楽

し
か
っ
た
で
す
。

　

1
週
間
近
く
同
じ
土
地
に
い
る
と
、
普
通
は
食
べ

物
に
も
飽
き
て
く
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
鹿
角

で
は
全
く
飽
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
月
曜
日
は
桃
！ 

火
曜
日
は
り
ん
ご
！ 

水
曜
日
は
野
獣
ラ
ー
メ
ン
！ 

木
曜
日
は
き
り
た
ん
ぽ
！ 

金
曜
日
は
ホ
ル
モ
ン
幸

楽
に
も
伺
い
ま
し
た
。
今
回
は
誕
生
日
が
近
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
み
な
さ
ん
に
お
祝
い
頂
い
た
の
も
、

鹿
角
と
の
ご
縁
を
感
じ
ま
し
た
。嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

水
曜
日
に
は
田
ん
ぼ
の
一
本
道
を
走
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
稲
穂
が
実
り
は
じ
め
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

東
京
出
身
な
の
で
、
こ
ん
な
風
景
は
全
然
見
た
こ
と

あ
り
ま
せ
ん
。
秋
田
で
秋
の
田
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

な
ん
か
、
心
に
染
み
入
る
風
景
で
、
本
当
に
気
持
ち

よ
か
っ
た
で
す
。
鹿
角
は
い
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

第
3
回
：
小
林
弥
生
先
生

鹿角きりたんぽ FM は、インターネットによる同時放送（サイマル放送）を
しています。全国どこからでも聞くことができますよ！ 鹿角きりたんぽ
FM の Web サイトから、もしくは直接サイマルラジオホームページからア
クセスしてください。

2 時間 11 分 2 時間

1 時間

1 時間 13 分

車で 60 分

車で 80 分

車で 60 分

相乗りタクシー（要予約）

リムジンバス
（大館まで）1 時間 33 分

1 時間 20 分

1 時間 31 分

1 時間 10 分

3 時間 45 分

8 時間 30 分

東北新幹線

ANA 65 分

花輪線

花輪線

奥羽本線

「みちのく号」

「あすなろ号」

奥羽本線

夜行バス「ジュピター号」

k a z u n o  i n f o r m a t i o n

A c c e s s

鹿角のおいしいもの、おもしろいもの。鹿角への思いを馳せるモノ。

あ
ん
と
ら
あ

直
売
所
情
報

道
の
駅
鹿
角

道の駅かづの あんとらあ

国道 282号線沿い、十和田湖と
八幡平を結ぶ観光拠点「道の駅か
づの あんとらあ」。祭り展示館で
は、今回特集でご紹介した「花輪
ばやし」の豪華絢爛な屋台が勢ぞ
ろい。祭りの賑やかさがいつでも
体験できます。また、手作り体験
館では、きりたんぽや南部せんべ
い、組み木細工作りの体験ができ
ます。このあんとらあ内にある「観
光物産プラザ」の直売所でおすす
めの商品４アイテムをご紹介！

大福

地元農家のお母さんが心をこめて作った大福で
す。やわらかい餅の中に、甘すぎない餡がたっぷ
りでボリューム満点。スタンダードな大福のほか、
よもぎ大福も人気です。

かづのよくばり味噌

JA かづの女性部による手づくり味噌。鹿角産の
大豆や米麹を使用。素材や製法にこだわった、ま
さに“よくばり”な無添加味噌です。郷土の味を
お楽しみください。

北限の桃ゼリー

ぷるぷるのゼリーの中に、フレッシュな果肉を閉
じ込めました。桃の自然な甘さが口の中に広がり
ます。お徳用なのでお腹いっぱい食べたい人にオ
ススメ !

松館しぼり大根

鹿角市松館地区で古くから生産されている、おろ
し専用の辛味大根。すりおろした大根の絞り汁は、
独特の風味と強い辛味が特徴です。イカのお刺身
や蕎麦の薬味としてお使いください。

鹿角の元気にスイッチオン !

http://fm791.net
▶︎ きりたんぽ FM Web サイト

http://www.simulradio.jp/
▶︎ サイマルラジオ Web サイト

大湯温泉 JAZZ&PASTIME

白鳥学園・黒木寮

パーソナリティ八重樫学が、お気に入
りの JAZZ 音楽にのせて鹿角にある
大湯地区の情報を中心に発信する番組
です。夜の癒しのひとときに、グラス
を片手にお聴きください♪

女子トーク全開の 1 時間生放送 ! 学園
の寮母・黒木ナナはぶっちゃけトーク
が止まらない ! 毎週ゲストを迎えて、
みんなの本音やお悩みを聞きながら女
3 人で喋り尽くす番組です。

▶︎ 毎週日曜 21:00 より放送

▶︎ 毎週火曜 21:00 より放送

※他再放送 1 回

※他再放送 1 回

人気プログラムをご紹介！

鹿角市役所（観光担当）
TEL.0186-30-0248
秋田県鹿角市花輪字荒田 4-1
http://www.city.kazuno.akita.jp/

（株）かづの観光物産公社
TEL.0186-22-0555
秋田県鹿角市花輪字新田町 11-4
http://www.ink.or.jp/~antler/

◇お問い合わせ先

列車を利用する場合

高速バスを利用する場合

航空機を利用する場合
東京 東京（羽田）

FDA 85 分名古屋（小牧）

秋田

青森

池袋

仙台

盛岡

小坂 青森

能代

大館

大館能代

青森

いわて

花巻

盛岡

鹿角
花輪

大館

鹿角
花輪

鹿角

JAL・ANA 50 分札幌（新千歳）

JAL 75 分東京（羽田） 

JAL 85 分名古屋（小牧）

JAL 95 分大阪（伊丹）

JAL 55 分札幌（新千歳）

JAL 90 分大阪（伊丹）

JAL 125 分福岡

56 分

56 分

2 時間 15 分

◆ 鹿角八幡平ICを利用した場合

◆ 十和田 IC を利用した場合

車を利用する場合

盛岡IC

◆ 国道7号または285号経由、103号を利用した場合

秋田市 鹿角市

八戸IC

大鰐弘前IC

青森IC

仙台宮城IC

浦和本線

鹿角
八幡平 IC

十和田 IC

1 時間

40 分

1 時間

1 時間

2 時間 30 分

3 時間

6 時間 30 分

今年も美味しい

たんぽができました♪

薬味に

どうぞ

定番人気商品！

爽やかな甘さふるさとの味！


