
越
谷
手
焼
き
せ
ん
べい

越越
谷谷
手手
焼焼
きき
せせ
んん
べべいい

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
だ
わ
り
の
し
ょ
う
ゆ
と

焼
き
加
減

�
焼
き
器
の
上
で
、
余
熱
を
使
っ
て
せ

ん
べ
い
を
乾
燥
さ
せ
る
。
手
焼
き
せ

ん
べ
い
の
心
地
よ
い
食
感
は
手
間
暇

か
け
て
作
ら
れ
て
い
る

手
焼
き
せ
ん
べ
い
の
良
さ
は
、

何
と
言
っ
て
も
人
の
手
で
作
る
素

朴
さ
が
あ
り
、
私
た
ち
作
り
手
の

気
持
ち
が
伝
わ
る
こ
と
で
す
。

何
十
年
も
買
い
続
け
て
く
れ
る

方
や
、
定
期
的
に
遠
方
か
ら
配
送

を
依
頼
し
て
く
れ
る
方
も
い
ま
す
。

う
ち
の
せ
ん
べ
い
を
わ
ざ
わ
ざ
選

ん
で
く
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら

と
て
も
う
れ
し
い
で
す
ね
。

以
前
、
生
地
を
効
率
よ
く
乾
燥

さ
せ
よ
う
と
乾
燥
室
を
作
っ
た
ら

「
い
つ
も
と
味
が
違
う
」
と
言
わ

れ
て
し
ま
っ
て
、
す
ぐ
天
日
干
し

に
戻
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
さ
す

が
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。

越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
は
、
生
地

作
り
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
工
程
で
機
械

を
使
わ
ず
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
店

ご
と
に
多
少
異
な
り
ま
す
が
、
お
お

む
ね
次
の
よ
う
な
作
業
が
あ
り
ま
す
。

①
お
米
を
洗
う

②
製
粉
す
る

③
お
湯
を
入
れ
て
練
る

④
せ
い
ろ
で
ふ
か
す

⑤
ふ
か
し
た
生
地
を
つ
く

⑥
の
し
板
で
生
地
を
薄
く
延
ば
す

⑦
せ
ん
べ
い
の
型
を
取
る

⑧
網
に
並
べ
て
天
日
干
し
す
る

せ
ん
べ
い
の
生
地
は
天
候
の
影
響

を
受
け
や
す
く
、
天
気
や
気
温
、
湿

度
、
さ
ら
に
は
風
の
向
き
や
強
さ
に

ま
で
気
を
配
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

寒
い
時
期
や
梅
雨
の
間
は
な
か
な
か

乾
か
ず
、
逆
に
乾
か
し
過
ぎ
る
と
す

ぐ
に
割
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
日

の
条
件
に
合
わ
せ
た
最
高
の
せ
ん
べ

い
を
作
る
に
は
、
長
年
の
経
験
か
ら

得
ら
れ
た
「
職
人
の
勘
」
も
必
要
不

可
欠
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
生
地
を
作
る
段
階

か
ら
、
実
に
多
く
の
手
間
が
か
か
っ

て
い
ま
す
。

出
来
上
が
っ
た
生
地
は
専
用
の
焼

き
器
で
焼
き
上
げ
ま
す
。
炭
火
で
１

枚
１
枚
丁
寧
に
焼
く
手
法
は
昔
か
ら

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

あ
る
程
度
熱
が
伝
わ
る
と
生
地
が

膨
ら
ん
で
曲
が
り
始
め
る
の
で
、
押

し
瓦
で
抑
え
て
平
ら
に
整
え
ま
す
。

こ
ま
め
に
裏
返
し
な
が
ら
焼
き
、
生

地
が
き
つ
ね
色
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、

さ
っ
と
し
ょ
う
ゆ
を
塗
っ
て
出
来
上

が
り
で
す
。

最
後
に
も
う
一
度
乾
燥
さ
せ
る
こ

と
で
、
パ
リ
ッ
と
し
た
食
感
が
長
持

ち
す
る
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
「
越
谷
手
焼
き
せ
ん

べ
い
」
で
も
、
焼
き
加
減
や
使
用
す

る
し
ょ
う
ゆ
な
ど
は
店
ご
と
に
違
う

た
め
、
風
味
や
食
感
は
一
店
一
店
異

な
り
ま
す
。

気
に
な
る
方
は
食
べ
比
べ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

▲江戸時代から受け継がれている、お米としょうゆの素朴な味わい

江
戸
時
代
初
期
の
頃
か
ら
、
市
内
の
農
家
で
は
家
庭
用
に
焼
き
米
が
作
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
が
「
越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
」
の
ル
ー
ツ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
売
り
物
用
と
し
て
良
質
な
越
谷
の
お
米
と
千
葉
県
野
田
市
の
し
ょ
う
ゆ

を
使
っ
た
手
焼
き
せ
ん
べ
い
が
作
ら
れ
始
め
る
と
、
越
谷
の
名
物
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
も
越
谷
の
お
土
産
品
と
し
て
高
い
人
気
が
あ
り
ま
す
。

職
人
の
技
術
と
勘
が

生
か
さ
れ
た

最
高
の
せ
ん
べ
い
作
り

特 集 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

越
谷
米
菓
組
合

組
合
長

松
葉
屋松

澤
暎
和
さ
ん

越谷米菓組合 組合員一覧
小売

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電話

９６４－７９５８

９７４－１３２３

９６２－１３４１

９７５－２６３４

９６２－７８５０

９７５－１１７７

９６６－１９０２

９８８－４７２７

９６４－４１３１

９８６－２４４５

９７６－５９３１

９８５－１５００

所在地

大沢４－１６－８

大沢３－１２－１２

七左町７－２７０

袋山２０５９－１０

越ヶ谷３－６－６

千間台東１－７－８

瓦曽根１－２０－２

大成町１－２２２６

瓦曽根１－１３－３２

蒲生３－７－４０

大沢４－９－１

南越谷１－２－２４

事業所名

ふじ見せんべい

㈱大塚

大山煎餅店

花見煎餅 大袋

清水屋せんべい店

嶋田堂

ゆたか堂せんべい

中村屋商店

㈱中山煎餅総本舗

せんべい茶屋本舗 西山

松葉屋

㈱米菓 桃の家

特
集
▼
越
谷
の
誇
る
伝
統
工
芸
③

�
生
地
を
延
ば
す
作
業
。
せ
ん
べ
い
作

り
に
は
体
力
も
必
要

�
火
力
は
強
く
な
い
が
、
長
時
間
燃
え

続
け
る
備
長
炭
が
向
い
て
い
る

せ
ん
べ
い
を
焼
く
様
子
を

動
画
で
見
て
み
よ
う

スマホアプリ「Aurasma」で視聴できます

＊
越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
は
下
記
の
各

事
業
所
の
ほ
か
、
5
ペ
ー
ジ
の
越
谷

市
物
産
展
示
場
で
も
販
売
し
て
い
ま

す

�
表
面
の
し
ょ
う
ゆ
が
つ
や
や
か
に
光

る
、
出
来
た
て
の
せ
ん
べ
い

せせ
んん
べべ
いい
作作
りり
にに
はは

エエ
アア
ココ
ンン
もも
扇扇
風風
機機
もも

ＮＮ
ＧＧ
⁉⁉

エ
ア
コ
ン
は
部
屋
が
乾
燥
し
て

生
地
に
ひ
び
が
入
り
、
扇
風
機
は

風
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
炭
の

火
力
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、

せ
ん
べ
い
を
焼
い
て
い
る
間
は
、

こ
れ
ら
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い

そ
う
で
す
。

夏
場
の
せ
ん
べ
い
作
り
は
暑
さ

と
の
戦
い
で
も
あ
り
ま
す
。

ひとくち
メモ

2
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越
谷
桐
箱

越越
谷谷
桐桐
箱箱

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
人
が
一
つ
ひ
と
つ

手
で
仕
上
げ
て
い
く

�
箱
の
内
側
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る

「
立
ち
上
が
り
」。
枠
に
ぴ
っ
た
り

と
収
ま
る
板
を
貼
り
付
け
る
技
術
が

必
要
と
さ
れ
る

私
た
ち
桐
箱
職
人
は
、
た
だ
単

に
箱
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
桐
の

良
さ
を
最
も
引
き
出
せ
る
よ
う
に

創
意
工
夫
し
て
い
ま
す
。
洋
服
と

同
じ
よ
う
に
、
製
品
と
し
て
の
質

の
ほ
か
に
見
た
目
の
美
し
さ
に
も

徹
底
し
て
こ
だ
わ
り
ま
す
。

出
来
上
が
っ
た
も
の
を
実
際
に

見
て
触
っ
て
、
職
人
が
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
桐
箱
を
作

っ
た
か
、
そ
れ
が
お
客
さ
ん
に
伝

わ
る
と
う
れ
し
い
で
す
。

ま
た
、
良
い
物
は
年
数
を
経
る

ご
と
に
だ
ん
だ
ん
と
味
が
出
て
き

ま
す
。
ぜ
ひ
長
く
使
い
続
け
て
も

ら
い
た
い
で
す
ね
。

皆
さ
ん
は
、
桐
箱
に
し
ま
う
も
の

と
い
え
ば
、
ど
ん
な
も
の
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
か
。

掛
け
軸
や
壷
な
ど
の
骨
と
う
品
、

茶
道
具
な
ど
で
し
ょ
う
か
。
美
術
館

や
博
物
館
で
は
、
文
化
財
や
美
術
品

を
桐
箱
に
保
管
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
箱
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
着
物
は
桐
だ
ん
す
に
し
ま

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
桐
箱
に
し
ま
っ
て

お
く
も
の
は
ど
れ
も「
大
切
な
も
の
」

「
貴
重
な
も
の
」
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
貴
重
品
を
桐
箱
に
し

ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

桐
は
同
じ
く
木
材
と
し
て
用
い
ら

れ
る
杉
や
ひ
の
き
に
比
べ
て
軽
く
、

柔
ら
か
い
材
質
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

中
に
入
れ
る
物
が
重
く
て
も
持
ち
運

び
が
し
や
す
く
、
傷
が
つ
き
に
く
く

な
り
ま
す
。

ま
た
、
木
の
中
に
あ
る
穴（
気
泡
）

が
箱
の
内
側
の
湿
度
を
一
定
に
保
つ

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
紙
が
痛
ん

だ
り
刃
物
が
さ
び
た
り
す
る
こ
と
を

防
ぎ
ま
す
。

ほ
か
に
も
桐
に
は
、
反
り
や
ゆ
が

み
が
生
じ
に
く
い
、
燃
え
に
く
い
な

ど
の
特
徴
が
あ
り
、
昔
か
ら
大
切
な

も
の
を
し
ま
う
素
材
と
し
て
重
宝
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

桐
箱
の
製
作
は
、
ま
ず
中
に
入
れ

る
も
の
に
合
わ
せ
た
寸
法
取
り
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
中
身
に
対
し
適
度
に

余
裕
を
持
た
せ
た
大
き
さ
で
材
料
を

切
り
出
し
ま
す
。

材
料
が
出
来
上
が
っ
た
ら
、
ふ
た
、

底
、
枠
を
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
ま
す
。

ふ
た
や
底
は
、
１
枚
の
板
で
は
大
き

さ
が
足
り
な
い
場
合
は
何
枚
か
の
木

材
を
貼
り
合
わ
せ
ま
す
。

枠
を
組
み
立
て
た
ら
ふ
た
と
底
を

接
着
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
よ
り
良

い
物
は
、
組
み
合
う
板
に
あ
ら
か
じ

め
凹
凸
を
作
っ
て
お
き
、
そ
れ
ら
が

し
っ
か
り
と
組
み
合
わ
さ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
接
着
し
、
１
つ
の

箱
の
形
に
な
っ
た
ら
、
丸
の
こ
を
使

っ
て
箱
を
上
下
に
分
け
ま
す
。

次
に
、
底
ま
た
は
ふ
た
の
ど
ち
ら

か
に
「
立
ち
上
が
り
」（
ふ
た
と
底

を
組
み
合
わ
せ
る
、
内
側
の
出
っ
張

り
の
部
分
）
を
取
り
付
け
、
最
後
に

か
ん
な
で
表
面
を
仕
上
げ
て
完
成
で

す
。
職
人
は
こ
れ
ら
の
作
業
を
寸
分

の
狂
い
無
く
仕
上
げ
ま
す
。

桐
箱
製
作
の
工
程
は
、
材
料
の
切

り
出
し
に
機
械
を
使
う
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
除
け
ば
、
昔
か
ら
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。
最
後
の
仕
上
げ
ま
で
、

一
つ
ひ
と
つ
の
桐
箱
を
丹
精
こ
め
て

作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

同
じ
桐
箱
で
も
ふ
た
の
形
状
は

い
く
つ
も
種
類
が
あ
り
、
簡
素
な

も
の
か
ら
手
間
が
か
か
っ
て
い
る

も
の
ま
で
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
桐

箱
を
見
て
「
こ

の
ふ
た
の
形
は

○
○
だ
ね
」
と

言
え
ば
通
に
見

ら
れ
る
か
も
？

〈
所
在
地
〉
弥
生
町
５
０
５
の
２

（
越
谷
駅
東
口
高
架
下
）

〈
電

話
〉
９
４
０
�
５
５
５
０

〈
営

業
〉
午
前
１０
時
〜
午
後
７
時

〈
定
休
日
〉
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合

は
火
曜
日
）、
年
末
年
始

▲用途に合わせてさまざまな形に作り上げられる桐箱

文
化
年
間
（
１
８
０
４
〜
１８
年
）、
江
戸
の
流
行
作
家
で
あ
っ
た
式
亭
三
馬
が
化

粧
水
「
江
戸
の
水
」
を
手
が
け
、
江
戸
で
大
ヒ
ッ
ト
商
品
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と

き
、
ガ
ラ
ス
の
び
ん
に
詰
め
ら
れ
た
化
粧
水
を
入
れ
る
た
め
に
桐
の
小
箱
が
使
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
越
谷
で
作
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

以
来
、
越
谷
の
地
で
桐
箱
製
作
の
技
術
が
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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越
谷
桐
箱
組
合

組
合
長

遠
藤
桐
箱

遠
藤
正
さ
ん

越谷桐箱組合 組合員一覧
小売
○

○

○

○

○

電話
９７４－３５０４

９７６－３０３６

９７６－５３６８

９７６－５７３２

９７６－２２２１

９７６－２０２０

所在地
大沢３－５－１４

平方１２６－１

平方１２００－２

東大沢１－２７－３

平方南町６－８

袋山５８６

事業所名
遠藤桐箱

河原桐箱製作所

小早川桐箱

㈲ソメヤエンタープライズ

㈱中村木工所

㈲山崎桐箱

特
集
▼
越
谷
の
誇
る
伝
統
工
芸
④

桐
箱
を
製
作
す
る
様
子
を

動
画
で
見
て
み
よ
う

スマホアプリ「Aurasma」で視聴できます

「「
印印
籠籠
ふふ
たた
」」
にに

「「
かか
ぶぶ
せせ
ふふ
たた
」」
……

ふふ
たた
のの
形形

ああ
れれ
ここ
れれ

大
切
な
も
の
の
保
存
に

欠
か
せ
な
い
桐
箱

�
板
に
は
表
と
裏
が
あ
る
。
表
裏
が
同

じ
向
き
に
な
る
よ
う
に
貼
り
付
け
る

こ
と
で
、
美
し
い
見
た
目
に
な
る
だ

け
で
な
く
、
丈
夫
な
つ
く
り
に
な
る

�
作
業
場
に
並
ぶ
か
ん
な
の
数
々
。
面

取
り
（
箱
の
角
を
落
と
し
て
丸
く
す

る
）
や
表
面
の
仕
上
げ
な
ど
用
途
に

合
わ
せ
て
使
い
分
け
る

伝伝
統統
的的
手手
工工
芸芸
品品
のの
販販
売売
はは

越越
谷谷
市市
物物
産産
展展
示示
場場

ひとくち
メモ
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広報こしがや季刊版●春号（平成27年3月）
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