
小
さ
く
て
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
い
素
朴
な
飴

玉
。
一
つ
頬
張
る
と
、
ニ
ッ
キ
の
豊
か
な
香
り

が
ス
ッ
と
鼻
に
抜
け
、
ほ
ん
の
り
と
し
た
辛
み
、

優
し
い
甘
み
が
口
の
中
に
広
が
る
。
明
治
20

年
の
創
業
か
ら
変
わ
ら
な
い
、『
桜お

う
ま
み
や

間
見
屋
』

の
「
肉に

っ
け
い
だ
ま

桂
玉
」。
時
代
を
越
え
て
愛
さ
れ
る
こ

の
飴
玉
は
、
代
々
、
変
わ
ら
な
い
素
材
と
製
法

で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

材
料
は
白は

く
ざ
ら
と
う

双
糖
、
水
飴
、
肉
桂
オ
イ
ル
な
ど

極
め
て
シ
ン
プ
ル
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
質
が

重
要
だ
。
中
で
も
特
に
こ
だ
わ
る
の
が
白
双

糖
。
結
晶
が
大
き
い
た
め
溶
か
す
の
に
時
間

が
か
か
る
が
、
食
べ
た
後
に
く
ど
さ
が
残
ら

な
い
さ
ら
り
と
し
た
甘
さ
は
、
白
双
糖
で
し

か
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
今
で
も
製
造
す

る
工
程
の
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業
で
す
。
時
間

と
手
間
を
か
け
て
も
、
こ
の
味
を
変
え
た
く

な
い
」
と
6
代
目
の
田
口
大
介
さ
ん
。
も
う

一
人
の
職
人
と
と
も
に
毎
日
、
早
朝
6
時
半

か
ら
夕
方
ま
で
、
休
む
間
も
惜
し
ん
で
製
造

の
一
連
の
工
程
を
6
～
7
回
繰
り
返
す
。
飴

を
煮
上
げ
る
の
に
最
適
な
温
度
は
時
季
に

よ
っ
て
変
わ
り
、
そ
れ
を
判
断
す
る
の
は
受

け
継
が
れ
て
き
た
職
人
の
感
覚
が
頼
み
だ
。

高
温
で
熱
す
る
窯
の
窓
を
覗
き
込
み
、
気
泡

の
立
ち
方
で
見
極
め
る
。

も
と
も
と
肉
桂
玉
は
、
郡
上
八
幡
城
の
城

下
町
で
あ
る
こ
の
場
所
で
、
大
介
さ
ん
の
遠

縁
に
あ
た
る
親
戚
が
「
大
間
見
屋
」
の
屋
号

を
掲
げ
て
作
り
始
め
た
も
の
だ
っ
た
。
代
替

わ
り
す
る
中
で
経
営
の
舵
は
、「
桜お

う
よ
う
か
ん

陽
館
」

と
い
う
宿
を
営
ん
で
い
た
大
介
さ
ん
の
祖

父
・
憲
信
さ
ん
の
手
に
渡
る
。
憲
信
さ
ん
は

屋
号
を
「
桜
間
見
屋
」
と
改
名
し
、
商
い
を

続
け
た
。
そ
う
し
て
大
介
さ
ん
の
代
ま
で
継

が
れ
、
肉
桂
玉
は
郡
上
土
産
の
定
番
と
さ
れ

る
ま
で
広
く
親
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
初
め
は
継
ぐ
つ
も
り
が
な
か
っ
た
ん
で
す
」

と
大
介
さ
ん
。「
で
も
や
っ
ぱ
り
、
歴
史
あ
る

暖
簾
は
重
い
。
途
絶
え
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
ん
で
す
よ
」。
高
校
を
卒
業
し
て
2
年

半
、
高
山
の
和
菓
子
屋
「
音
羽
屋
」
で
修
業
を

積
み
、
20
歳
で
店
に
入
っ
て
か
ら
は
ひ
た
す
ら

肉
桂
玉
を
作
っ
て
き
た
。
商
売
は
安
定
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
観
光
客
だ
け
で
な
く
、
長
年

の
馴
染
み
客
が
買
い
に
来
て
く
れ
る
お
か
げ

だ
。
だ
か
ら
“
変
え
な
い
”。
小
さ
な
一
粒
に
、

こ
の
店
の
歴
史
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

	郡上市八幡町本町862
	8:30～19:30
	水曜	※7・8月は無休
	0120-054-131

1大介さんは郡上八幡観光協会の会長も務める。亡き
父・史郎さんもこの役を全うした。「まちの人から父の
話をよく聞きます。超えようとしても、超えられない存
在」　2大正期の大火により創業時の建物は焼失。現
在の建物はその際に建て直されたもの　3黒糖を使っ
た「黒肉桂」は、5代目の史郎さんが考案。肉桂玉、黒
肉桂（150g・袋）／各486円（税込）、肉桂玉、黒肉桂
（150g・缶）／各648円（税込）

1

3

2

桜間見屋

明治20年創業

★ 特集で紹介したお店からプレゼントあり！ 詳しくはP30をご覧ください。3

岐阜 の老 舗
 10 0 年 の理 由 。

岐阜には100 年以上続く、数多くの老舗がある。

店主の熱い想い、知られざる苦労、受け継がれてきた技。

長い年月をかけて紡がれてきたその歴史の中には、

暖簾が守られてきた、確かな“理由”があった。
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今
、
あ
る
老
舗
和
菓
子
店
が
手
掛
け
る
ま

ん
じ
ゅ
う
が
話
題
を
集
め
て
い
る
。
高
山
市

の
ま
ち
な
か
に
店
を
構
え
る
『
稲と

う
ほ
う
え
ん

豊
園
』
の

「
招
福 

猫ね

こ子
ま
ん
じ
ゅ
う
」。
白
、
黒
、
と
ら
、

三
毛
に
ロ
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
。
5
匹
の
猫
た
ち

の
な
ん
と
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
に
は
、
愛
猫

家
な
ら
ず
と
も
目
尻
が
下
が
る
。

創
業
１
１
０
年
余
を
数
え
る
こ
の
店
で
接

客
や
箱
詰
め
、
通
販
の
対
応
、
広
報
と
忙
し

く
立
ち
働
く
の
は
、
3
代
目
・
中
田
専
太
郎

さ
ん
の
次
女
の
佳か

な来
さ
ん
だ
。
高
校
卒
業
後

は
名
古
屋
で
就
職
し
た
が
、
6
年
前
に
帰
郷
。

「
継
ぐ
つ
も
り
で
は
な
く
、
欠
員
が
出
た
の
で

手
伝
う
た
め
に
戻
っ
て
」。
す
る
と
古
く
か
ら

の
馴
染
み
客
に
口
々
に
、
大
変
だ
け
ど
頑
張
っ

て
継
い
で
ね
、
と
温
か
い
声
を
か
け
ら
れ
た
。

「
お
客
様
の
声
を
聞
い
て
初
め
て
、
老
舗
の
重

み
と
責
任
を
感
じ
ま
し
た
」。
次
第
に
継
ぐ
覚

悟
を
固
め
、
改
め
て
店
の
現
状
を
見
直
し
て

み
る
と
、
若
い
客
が
少
な
い
と
い
う
課
題
に
気

付
い
た
。「
お
客
様
の
年
代
に
よ
っ
て
好
ま
れ

る
も
の
も
違
う
。
新
し
い
商
品
も
作
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
、
こ
の
先
、
上
手
に
売
れ
続
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
」。

店
の
裏
路
地
に
は
野
良
猫
が
多
く
、
両

親
と
食
卓
を
囲
む
2
階
の
部
屋
の
窓
か
ら

も
、
屋
根
を
歩
く
白
猫
の
姿
を
よ
く
見
か
け

た
。「
猫
の
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
ど
う
や
ろ
う
か
」。

そ
ん
な
ふ
と
し
た
家
族
の
会
話
か
ら
、
半
年

に
わ
た
る
試
作
を
経
て
、
猫
子
ま
ん
じ
ゅ
う
が

誕
生
。
す
る
と
平
成
27
年
の
発
売
以
来
、数
々

の
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
て
ブ
ー
ム
に
。
若

い
女
性
や
外
国
人
観
光
客
が
旅
行
土
産
に
と

買
い
求
め
、
通
販
で
も
右
肩
上
が
り
で
注
文

が
伸
び
る
ヒ
ッ
ト
商
品
と
な
っ
た
。

和
菓
子
職
人
と
し
て
現
役
で
店
の
菓
子
作

り
を
支
え
る
専
太
郎
さ
ん
は
言
う
。「
伝
統
に

根
差
し
た
昔
か
ら
の
製
法
を
大
切
に
し
て
い

ま
す
。
で
も
“
古
い
”
こ
と
が
“
古
臭
い
”
に

な
っ
た
ら
あ
か
ん
と
も
思
う
ん
で
す
」。

毎
朝
、
数
名
の
職
人
で
５
０
０
匹
を
一
つ

ひ
と
つ
、
す
べ
て
手
作
り
す
る
猫
子
ま
ん
じ
ゅ

う
。
秋
篠
宮
様
に
献
上
さ
れ
た
焼
き
ん
つ
ば

や
、
草
ま
ん
じ
ゅ
う
と
い
っ
た
昔
か
ら
変
わ
ら

ぬ
定
番
の
和
菓
子
と
と
も
に
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

に
並
ぶ
そ
の
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
伝
統
を
重
ん
じ
、

挑
戦
を
い
と
わ
な
い
老
舗
に
福
を
も
た
ら
す
、

愛
嬌
た
っ
ぷ
り
の
招
き
猫
な
の
だ
。

恵
那
I
C
か
ら
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
約
20

分
。
城
下
町
の
風
情
を
残
す
岩
村
町
に
佇
む

『
松
浦
軒
本
店
』。店
頭
に
は
羊よ

う
か
ん羹

や
ま
ん
じ
ゅ

う
と
い
っ
た
季
節
の
和
菓
子
と
と
も
に
名
物

の
「
カ
ス
テ
ー
ラ
」
が
並
ぶ
。

江
戸
時
代
中
期
の
寛
政
8
年
に
創
業
。
岩

村
藩
の
御
殿
医
で
あ
っ
た
神
谷
雲う

ん
た
く沢
が
蘭
学

を
学
び
に
長
崎
へ
赴
い
た
際
、
オ
ラ
ン
ダ
人
か

ら
カ
ス
テ
ラ
の
製
法
も
習
得
し
帰
藩
。
当
時

の
店
主
に
そ
の
作
り
方
を
伝
授
し
た
。

「『
カ
ス
テ
ラ
の
味
は
変
え
る
な
』。
代
々
製
法

と
と
も
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
」

と
7
代
目
の
松
浦
昭
吾
さ
ん
。
自
身
も
43
歳

で
跡
を
継
い
で
か
ら
と
い
う
も
の
、
懸
命
に
そ

の
味
を
守
っ
て
き
た
。
カ
ス
テ
ラ
の
材
料
は

江
戸
時
代
と
同
じ
砂
糖
、
卵
、
小
麦
粉
、
蜂
蜜

の
み
。「
今
主
流
に
な
っ
て
い
る
長
崎
カ
ス
テ

ラ
は
、
明
治
時
代
に
こ
れ
に
水
飴
を
加
え
て

し
っ
と
り
さ
せ
た
“
ア
レ
ン
ジ
版
”
な
ん
で
す

よ
」。
一
方
で
松
浦
軒
本
店
の
カ
ス
テ
ラ
は
江

戸
時
代
か
ら
時
が
止
ま
っ
て
い
る
。
手
順
も

変
え
て
い
な
い
。
石
臼
を
使
用
し
て
材
料
を

撹
拌
し
た
、
き
め
細
や
か
な
生
地
を
銅
製
の

型
に
一
つ
ず
つ
流
し
込
み
、
オ
ー
ブ
ン
に
入
れ

る
。
甘
い
香
り
が
ふ
ん
わ
り
漂
う
と
、
パ
ン
の

よ
う
に
ふ
か
ふ
か
と
し
た
食
感
で
、
素
朴
な
甘

さ
の
カ
ス
テ
ラ
が
焼
き
上
が
る
。
2
2
0
年

以
上
変
わ
ら
な
い
味
だ
。

長
い
歴
史
の
中
に
は
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る

時
期
も
あ
っ
た
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て

博
覧
会
で
数
々
の
賞
を
受
賞
し
、
分
家
を
6

店
舗
構
え
る
な
ど
最
盛
期
を
迎
え
た
矢
先
、

太
平
洋
戦
争
が
勃
発
。
配
給
制
度
に
よ
り
材

料
が
手
に
入
ら
な
く
な
り
、一
時
期
は
菓
子
作

り
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
干
し
芋
を
粉
に
し

て
煎
餅
を
作
り
、
店
を
守
っ
た
と
い
う
。

「
代
々
苦
労
が
あ
っ
た
と
思
う
け
ど
、
こ
こ
ま

で
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
お
店
に
来
て
く
だ

さ
る
お
客
様
の
お
か
げ
で
す
」。
カ
ス
テ
ラ
の

ほ
か
に
、“
地
元
の
和
菓
子
屋
”
と
し
て
、
和

菓
子
も
作
り
続
け
て
き
た
。
毎
年
新
作
の
和

菓
子
を
考
案
す
る
の
も
、客
に
喜
ん
で
も
ら
い

た
い
一
心
か
ら
。

7
年
前
か
ら
は
息
子
の
陽
平
さ
ん
が
跡
継

ぎ
と
し
て
店
に
立
つ
。「
最
近
特
に
頑
張
っ
て

く
れ
て
る
よ
」
と
、
安
堵
の
表
情
で
微
笑
む
昭

吾
さ
ん
。
7
代
に
及
ぶ
思
い
が
、ま
た
次
の
世

代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

1最近は観光客が増加し、多い日には1日500本売れることもあ
る。「父親に『いつかまた陽の目を見る』と言われていて。続け
てきて良かった」と昭吾さん。価格は地元志向にと控えめだ。松
浦軒本店のカステーラ／480円（税込）　2昭吾さんの祖父の代
に20mほど離れた場所から今の場所へと移った　3型の蓋に描
かれた「MATSURA」の文字は焼き上がるとカステラの表面に刻
印される　4写真左から昭吾さん、陽平さん、妻の和子さん。家
族で店を守る

1右から2番目が中田佳来さん。隣の夫の大介さんは現在、
和菓子職人として修業中　2白猫はプレーン生地にチーズ
あん、ロシアンブルーは黒ごま生地にこしあんなど、5匹そ
れぞれに生地やあんの種類が違う。日持ちは4日。招福	猫
子まんじゅう／各185円（税込）　3猫子まんじゅうにつ
いて尋ねると「可愛い猫にしようと思って作ったつもりや
のに“キモかわいい”とか言われてなあ（笑）。でも、それ
で人気になったんやから、分からんもんです」と専太郎さん

	高山市朝日町2
	8:30～19:00　 	火曜
	0577-32-1008　 	あり

http://tohoen.com/

	恵那市岩村町本町3-246
	8:30～19:30
	無休
	0573-43-2541
	4台
http://matsuhon.enat.jp/
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稲豊園

明治34年創業

松浦軒本店

寛政8年創業
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加
茂
郡
川
辺
町
。
町
の
中
心
を
飛
騨
川
が

流
れ
、
古
く
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
木
材
を

筏
い
か
だ

に
組
ん
で
流
す
集
散
地
の
川
湊
み
な
と

と
し
て
栄

え
た
こ
の
地
に
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
続
く

『
白は

く
せ
ん扇

酒
造
』
は
あ
る
。
創
業
時
は
加
藤
商
店

と
し
て
、
み
り
ん
と
焼
酎
を
販
売
。
明
治
32

年
に
酒
類
製
造
免
許
を
取
得
し
た
後
は
「
黒

松
白
扇
」
と
い
っ
た
清
酒
も
製
造
し
、
昭
和
26

年
に
社
名
を
白
扇
酒
造
と
改
め
た
。

現
在
は
日
本
酒
「
花
美
蔵
」
や
焼
酎
、
リ

キ
ュ
ー
ル
な
ど
も
製
造
す
る
が
、
主
力
商
品
は

何
と
い
っ
て
も
化
学
調
味
料
や
食
品
添
加
物

を
一
切
使
わ
ず
、
昔
な
が
ら
の
製
法
で
造
る
み

り
ん
「
福
来
純 

伝
統
製
法
熟
成
本
み
り
ん
」

だ
。「
原
料
は
も
ち
米
と
米
麹

こ
う
じ、
米
焼
酎
だ
け
。

う
ち
の
み
り
ん
は
す
べ
て
米
か
ら
造
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
」
と
、
5
代
目
の
加
藤
祐
基
さ

ん
。
蒸
し
た
も
ち
米
に
米
麹
と
米
焼
酎
を
混

ぜ
、
約
90
日
間
糖
化
さ
せ
て
手
搾
り
し
た
後
、

3
年
以
上
タ
ン
ク
で
貯
蔵
熟
成
す
る
伝
統
製

法
で
造
ら
れ
る
み
り
ん
。
調
理
の
隠
し
味
に

使
え
ば
、
上
品
で
ま
ろ
や
か
な
甘
み
や
美
し
い

照
り
と
つ
や
、
深
い
コ
ク
が
加
わ
り
、
い
つ
も

の
料
理
が
格
段
に
美
味
し
く
な
る
。
さ
ら
に
、

グ
ラ
ス
に
注
ぐ
と
琥
珀
色
に
輝
く
こ
の
み
り

ん
は
、
そ
の
ま
ま
飲
む
こ
と
も
で
き
る
。
ま
ろ

や
か
で
甘
い
女
性
好
み
の
味
わ
い
で
、
食
前
酒

や
寝
酒
に
も
。「
牛
乳
割
り
や
ホ
ッ
ト
み
り
ん

レ
モ
ン
も
お
す
す
め
で
す
。
他
に
も
僕
た
ち

が
考
え
た
み
り
ん
料
理
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

紹
介
し
て
い
ま
す
。
若
い
世
代
や
よ
り
多
く

の
方
に
、
も
っ
と
み
り
ん
の
こ
と
を
知
っ
て
、

使
っ
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
」。

み
り
ん
の
代
わ
り
と
し
て
安
価
に
販
売
さ

れ
る
み
り
ん
風
調
味
料
や
発
酵
調
味
料
は
、

伝
統
製
法
で
造
ら
れ
た
み
り
ん
と
は
原
料
や

製
法
が
全
く
異
な
る
別
物
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
低
価
格
商
品
に
押
さ
れ
、一
時
期
は
み

り
ん
の
売
り
上
げ
が
激
減
、
厳
し
い
時
代
が

続
い
た
。
だ
が
近
年
、
料
理
研
究
家
や
多
数

の
メ
デ
ィ
ア
が
白
扇
酒
造
の
み
り
ん
を
絶
賛
、

“
飲
め
る
み
り
ん
”
と
紹
介
し
た
の
を
き
っ
か

け
に
評
判
と
な
り
、
売
り
上
げ
は
順
調
に
回

復
し
た
。「
最
近
は
食
が
見
直
さ
れ
、
本
物
を

求
め
る
志
向
が
あ
り
ま
す
。
原
料
と
製
法
に

こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
う
ち
の
み

り
ん
も
今
の
時
代
に
合
い
、
支
持
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」。

美
濃
和
紙
の
加
工
販
売
と
和
紙
の
企
画
製

品
の
開
発
に
従
事
す
る
『
家
田
紙
工
』。
明
治

22
年
、
初
代
の
家
田
政
吉
さ
ん
が
和
紙
の
卸

商
と
し
て
創
業
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
戦
後

は
提
灯
用
紙
の
絵
付
け
を
主
と
し
た
摺す

り
込

み
印
刷
に
も
着
手
。
顔
料
で
色
を
摺
り
込
む

職
人
技
の
ほ
か
、
最
新
機
械
を
駆
使
し
た
ス

ク
リ
ー
ン
印
刷
な
ど
の
加
工
技
術
も
柔
軟
に

取
り
入
れ
つ
つ
、
和
紙
へ
の
印
刷
と
い
う
特
殊

な
技
術
を
確
立
し
て
き
た
。

「
し
か
し
、
か
つ
て
障
子
や
提
灯
な
ど
生
活
の

至
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
和
紙
は
他
素
材
に
置

き
換
え
ら
れ
て
い
き
、
新
し
い
事
業
の
開
拓

が
必
要
で
し
た
」
と
、
4
代
目
の
家
田
学
さ
ん
。

転
機
と
な
っ
た
の
は
平
成
14
年
。
岐
阜
県
紙

業
連
合
会
が
「
東
京
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ギ
フ
ト
・
シ
ョ
ー
」
に
出
展
す
る
際
、
声
が
か

か
っ
た
。
消
費
者
向
け
に
最
初
に
開
発
し
た

の
は
イ
ン
テ
リ
ア
用
提
灯
。
翌
年
に
は
、
和
紙

加
工
技
術
を
活
か
し
た
手て

す漉
き
和
紙
と
デ
ザ

イ
ン
の
融
合
を
テ
ー
マ
に
、
新
た
な
商
品
開
発

に
乗
り
出
し
た
。
市
場
を
知
見
し
、
ア
イ
デ

ア
は
家
田
さ
ん
が
、
デ
ザ
イ
ン
は
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
が
得
意
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
担
当
。
名
だ
た

る
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
と
と
も
に
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ー
や

ガ
ラ
ス
窓
用
の
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
和
紙
な
ど
、

和
紙
の
温
か
さ
や
趣
を
感
じ
る
身
近
な
製
品

を
生
み
出
し
た
。

5
年
前
か
ら
運
営
す
る
美
濃
市
に
あ
る

『
カ
ミ
ノ
シ
ゴ
ト
』
で
は
、
実
際
に
商
品
を
購

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
透
明
感
が
魅
力
の

水
う
ち
わ
は
、
所
属
す
る
和
紙
職
人
と
製
品

開
発
を
紙
づ
く
り
か
ら
始
め
、
雁が

ん
ぴ
し

皮
紙
と
呼

ば
れ
る
極
薄
の
和
紙
を
漉
き
、
絵
付
け
の
技

術
と
融
合
さ
せ
た
逸
品
。
手
折
り
の
ア
ク
セ

サ
リ
ー
は
、日
本
で
も
限
ら
れ
た
職
人
の
み
が

漉
く
こ
と
の
で
き
る
本
美
濃
紙
を
使
用
。
そ

の
き
め
細
や
か
な
紙
質
は
シ
ャ
ー
プ
な
線
を

表
現
で
き
る
た
め
、
緻
密
な
折
り
が
実
現
し

た
。「
和
紙
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
、
と
い
う
付

加
価
値
。
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
も
の
づ
く
り
が

で
き
る
と
い
う
、一
つ
の
答
え
で
し
た
」。

和
紙
を
伝
統
工
芸
品
と
し
て
守
る
だ
け
で

は
な
く
、
産
業
、
そ
し
て
生
業
と
し
て
確
立
さ

せ
る
こ
と
を
目
標
に
、
新
し
い
手
法
も
取
り
入

れ
て
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
。
そ
の
姿
勢

こ
そ
が
、
伝
統
と
歴
史
を
紡
い
で
い
く
。

1『カミノシゴト』には美濃和紙を使った製品が並ぶ　24代目の家田学さ
ん。海外の展示会にも積極的に出展。常に市場をリサーチし、商品を企画す
るアイデアマン　3着物アーティストの高橋理子さんがデザインし、美濃手
漉き和紙工房「Corsoyard（コルソヤード）」が開発した折り紙専用紙を一つ
ずつ手折りする。Craneイヤリング／8,000円（税抜）　4アクセサリーや
折り紙など、どの製品も漉いた職人の名前が分かるようになっている

1中央が副社長を務める加藤祐基さん。160年以上続く老舗でありな
がら、驚くことに社員の平均年齢は40歳台。活気があり風通しの良い
職場から、良品が生まれる　2麹を作る麹室。「麹は品質を決める要。
だから麹づくりだけは必ず人の手によって、お米と対話しながら行いま
す」　3搾りたてのみりんはほぼ透明だが、熟成とともに琥珀色に変化
する。福来純	伝統製法熟成本みりん	720ml ／1,242円（税込）、長期熟
成本みりん	720ml ／2,700円（税込）

	加茂郡川辺町中川辺28
	9:00～17:15
	無休	※臨時休業あり
	0574-53-2508
	20台

https://www.hakusenshuzou.jp/

	岐阜市今町3-6（P29地図D-2	）
	058-262-0520

http://www.iedashikou.com/

	美濃市相生町2249
	金土日祝の10:00～17:00	※変更の場合あり
	0575-33-0621

http://www.kaminoshigoto.com/

SHOP		｜		カミノシゴト
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江戸時代後期創業

家田紙工

明治22年創業
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る
の
は
、「
い
ろ
ん
な
人
と
出
会
え
る

仕
事
だ
か
ら
、
尊
敬
で
き
る
人
を
見
つ

け
て
そ
の
人
を
目
指
し
て
頑
張
り
な
さ

い
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

伊
藤
　
今
、
尊
敬
で
き
る
方
は
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
？

山
本
　
も
う
、
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
よ
。

ま
ち
の
人
も
、
取
引
先
の
人
も
、
知
子

さ
ん
も
。
僕
に
な
い
も
の
を
た
く
さ
ん

持
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
仕
事
を

通
じ
て
そ
う
い
う
人
た
ち
に
出
会
え

る
っ
て
い
う
の
は
喜
び
で
す
。

伊
藤
　
私
も
父
か
ら
特
別
に
教
え
ら
れ

た
こ
と
は
な
く
て
。
で
も
父
を
見
て
い

る
と
、
や
っ
ぱ
り
地
域
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
ね
。「
旅
館
は
、
地
域
の
旗
振
り

役
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ

伊
藤
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今

後
は
、
何
か
目
標
は
あ
り
ま
す
か
？

山
本
　
油
問
屋
と
し
て
、
岐
阜
の
食
文

化
を
し
っ
か
り
と
支
え
て
い
き
た
い
で

す
。
そ
の
た
め
に
、こ
の
土
地
ら
し
さ
っ

て
い
う
の
を
も
っ
と
発
信
で
き
れ
ば
。

伊
藤
　
よ
く
お
客
様
が
「
岐
阜
に
は
こ

ん
な
に
良
い
も
の
が
あ
る
の
に
、
ど
う

し
て
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
な
い
の
」
っ

て
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
ん
で
す
。
食
に
限

ら
ず
、
ま
ち
も
、
地
場
産
業
も
。

山
本
　
ち
ゃ
ん
と
良
さ
を
伝
え
ら
れ
れ

ば
、
岐
阜
は
も
っ
と
盛
り
上
が
る
。
僕

た
ち
も
お
互
い
に
で
き
る
こ
と
が
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤
　
え
え
。
山
本
さ
ん
み
た
い
に
新

し
い
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
る
方
を
ど
ん

ど
ん
巻
き
込
ん
で
い
き
た
い
で
す
。
そ

の
た
め
に
ま
ず
、
旅
館
が
旗
振
り
役
と

し
て
声
を
か
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

山
本
　
僕
に
は
6
歳
と
3
歳
の
子
ど
も

が
い
て
、
次
の
世
代
の
こ
と
も
考
え
始

め
て
い
ま
す
。
親
父
に
継
げ
と
言
わ
れ

な
か
っ
た
よ
う
に
、
僕
も
継
げ
と
は
言

わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
。
で

も
、や
る
べ
き
こ
と
に
注
力
し
て
、
次
へ

渡
す
た
め
の
土
台
は
し
っ
か
り
と
整
え

て
お
き
た
い
で
す
ね
。

伊
藤
　
私
も
、
こ
の
暖
簾
の
バ
ト
ン
を

渡
す
の
は
自
分
の
子
ど
も
じ
ゃ
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
確
実
に
、
誰
か

に
渡
し
た
い
。
そ
の
渡
し
方
や
渡
す
先

は
、
間
違
え
て
は
い
け
な
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

腹
を
く
く
っ
た
と
い
い
ま
す
か
。

山
本
　
ご
主
人
は
な
ぜ
、
そ
う
決
断
さ

れ
た
ん
で
す
か
？

伊
藤
　
私
と
結
婚
す
る
な
ら
自
分
が

こ
こ
に
入
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
誰
か
に
そ
う

言
わ
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
け
れ

ど
（
笑
）。
で
も
、
主
人
が
決
断
し
て
く

れ
た
お
か
げ
で
私
も
頑
張
っ
て
い
こ
う

と
、
こ
の
人
と
一
緒
に
や
っ
て
い
こ
う

と
思
い
ま
し
た
。

山
本
　
そ
れ
ま
で
継
げ
と
言
わ
れ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
？

伊
藤
　
な
い
で
す
ね
。
い
つ
か
お
嫁
に

行
っ
て
こ
こ
を
離
れ
る
の
か
な
、
な
ん

て
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

山
本
　
実
は
僕
も
、
継
げ
と
言
わ
れ

た
こ
と
は
一
度
も
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、

親
父
か
ら
商
売
の
面
白
さ
と
か
、
こ
う

や
っ
た
ら
儲
か
る
ん
だ
よ
と
か
、
そ
ん

な
話
を
聞
い
て
て
、
な
ん
と
な
く
継
ぐ

ん
だ
ろ
う
な
と
は
感
じ
て
た
か
な
。

伊
藤
　
実
際
に
継
ぐ
こ
と
に
な
ら
れ
た

の
は
ま
だ
お
若
い
時
で
し
た
よ
ね
。

山
本
　
は
い
。
僕
が
22
歳
の
時
に
親
父

が
亡
く
な
っ
て
。
食
っ
て
く
た
め
に
は

目
の
前
の
こ
と
を
や
る
し
か
な
い
。
そ

の
時
で
す
ね
、
覚
悟
し
た
の
は
。

伊
藤
　
直
接
、
お
父
様
か
ら
何
か
教

わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
。

山
本
　
親
父
と
は
喧
嘩
ば
っ
か
り
だ
っ

た
ん
で
す
よ
（
笑
）。
当
時
は
若
か
っ

た
か
ら
、
教
え
て
も
ら
う
こ
と
を
素
直

に
聞
け
な
か
っ
た
。
た
だ
一
番
覚
え
て

は
昔
か
ら
同
じ
な
の
か
と
い
う
と
そ
う

で
も
な
い
ん
で
す
。
濃
い
め
が
良
い
時

代
が
あ
れ
ば
、
優
し
い
味
が
良
い
時
代

も
あ
る
。
時
代
や
流
行
に
合
わ
せ
て

変
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
変

わ
っ
た
ね
と
気
付
か
れ
な
い
、
そ
ん
な

塩あ
ん
ば
い梅

を
大
切
に
し
て
お
り
ま
す
。

山
本
　
な
る
ほ
ど
。
老
舗
の
風
情
と
い

う
か
、
旅
館
な
ら
で
は
の
ほ
っ
と
す
る

感
じ
は
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
き
て

る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

伊
藤
　
老
舗
だ
か
ら
ず
っ
と
こ
の
ま
ま
、

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。

山
本
　
え
え
。
問
屋
業
も
た
だ
仕
入
れ

て
売
る
だ
け
じ
ゃ
だ
め
で
、
何
か
新
し

い
価
値
を
発
信
し
て
か
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
「
大
地
の

お
や
つ
」
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
和
菓
子
職

人
の
“
ま
っ
ち
ん
”
が
く
れ
た
ア
イ
デ

ア
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
新
た
に
菓

子
事
業
部
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

伊
藤
　
今
で
は
全
国
的
に
知
ら
れ
る
商

品
に
な
り
ま
し
た
よ
ね
。
私
は
、“
変

わ
っ
て
な
さ
そ
う
で
変
わ
っ
て
い
る
”

が
一
番
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。

山
本
　
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？

伊
藤
　
実
は
、
う
ち
の
お
料
理
の
だ
し

が
、
当
時
付
き
合
っ
て
い
た
主
人
が
急

に
「
会
社
を
辞
め
て
こ
こ
で
一
緒
に
働

く
」
と
言
い
出
し
ま
し
て
。
そ
の
と
き

に
初
め
て
決
意
を
し
た
と
い
い
ま
す
か
、

―
先
代
か
ら
の
バ
ト
ン
を
受
け
て

山
本
　
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
何
度
も
お

会
い
し
た
こ
と
が
あ
る
の
に
、
ゆ
っ
く

り
お
話
し
す
る
の
は
初
め
て
で
す
ね
。

伊
藤
　
本
当
で
す
ね
。
本
日
は
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

山
本
　
早
速
で
す
が
、
宿
を
継
ぐ
こ
と

を
決
意
さ
れ
た
の
は
い
つ
で
す
か
。

伊
藤
　
私
は
大
学
卒
業
後
、
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
十
八
楼
で
働
い
て
い
た
ん
で
す

ぐ
っ
て
い
う
の
は
、
お
客
様
を
継
ぐ
っ

て
こ
と
”
な
ん
だ
な
と
。
10
年
く
ら
い

経
っ
て
や
っ
と
気
付
け
ま
し
た
。

―
岐
阜
の
ま
ち
と
老
舗
の
こ
れ
か
ら

伊
藤
　
老
舗
と
し
て
続
け
て
い
く
た
め

に
は
何
が
大
切
で
し
ょ
う
か
？

山
本
　
ま
ち
は
常
に
動
い
て
て
、
そ
れ

に
合
わ
せ
て
商
売
の
仕
方
も
少
し
ず
つ

変
え
て
い
く
こ
と
で
す
か
ね
。

と
を
、
父
の
姿
か
ら
感
じ
て
い
ま
す
。

山
本
　
僕
は
学
生
の
頃
、
親
父
は
何
を

作
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
考
え
て
い

ま
し
た
。
初
代
は
油
を
作
っ
て
い
た

け
ど
、
今
は
問
屋
業
に
な
っ
た
。
で
も
、

何
か
を
作
っ
て
く
こ
と
が
大
事
だ
と

思
っ
て
て
。
あ
る
日
ふ
と
、「
あ
、
親
父

が
作
っ
て
た
の
は
、
人
と
人
と
の
信
頼

関
係
か
」
と
分
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	岐阜市湊町10（P29地図D-1）
	058-265-1551
	150台

http://www.18rou.com/

長良川の畔に建つ旅館。平成15年に観光ホ
テルから旅館へとコンセプトを一新、改装
を経て現在の佇まいに。約120年前の土蔵
を改装した浴場では、茶褐色の湯色が特徴
の「長良川温泉」が堪能できる。

万延元年創業

十八楼

a u n 特 別 対 談

十八楼 女将

伊藤 知子 さん
8代目・伊藤善男さんの長女として生まれ、平成15年に女将に就任。

約300人の従業員をまとめ、時代に合ったおもてなしを届ける。

山本佐太郎商店 4代目

山本 慎一郎 さん
140年以上続く油卸問屋の店主。柔軟な発想で新たに菓子事業部を

立ち上げるなど、未来を見据えた経営に力を入れる。

岐阜市のまちなかで 100 年以上の歴史を紡ぐ

長良川温泉旅館「十八楼」と油卸問屋「山本佐太郎商店」。

時代を越えて受け継がれてきた暖簾を守る 2 人が、

それぞれの“継承のかたち”を語る。
	岐阜市松屋町17（P29地図C-3）
	9:00～18:00　 	日曜・祝日
	058-262-0432　 	あり

https://www.m-karintou.com/

業務用油脂卸として約500軒もの得意先を
持ち、地域から厚い信頼を得る油卸問屋。
平成24年に菓子事業部を立ち上げ、「大地
のおやつ」シリーズを発売。平成28年には
菓子事業部の拠点となる倉庫を新設。

明治9年創業

山本佐太郎商店
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 岐 阜 の老 舗  1 0 0 年 の理 由 。


