
6きらりと光る　まち　日野町

あ
げ

　

・

　

・
こ
げ

じ
げ
じ
ま
ん

第
6
回　

地
元
に
愛
さ
れ
た
菓
子
司
「
風
月
堂
」

▲代表銘菓「日野川若鮎」をはじめ、多くの人に愛された菓子の包装紙

　

風
月
堂
は
、
義
父
で
初
代
の
青

木
祥

し
ょ
う
い
ち一

郎ろ
う

が
、
大
阪
の
風
月
堂
で

修
業
し
た
後
、
大
正
14
年
に
帰
郷

し
開
店
し
ま
し
た
。
当
時
か
ら
、

さ
く
ら
も
ち
、
栗
ま
ん
じ
ゅ
う
を

は
じ
め
、
ど
ら
や
き
、
生
菓
子
な

ど
多
く
の
菓
子
を
製
造
販
売
し
て

い
ま
し
た
。

　

戦
時
中
は
物
資
が
乏
し
く
、
菓

子
を
作
る
材
料
が
手
に
入
ら
な
く

な
り
、義
父
は
近
藤
林
業
に
勤
め
、

終
戦
後
、
材
料
が
手
に
入
り
始
め

る
と
菓
子
づ
く
り
を
再
開
さ
せ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
〝
鮎
も
な
か
〟
の
愛

称
で
親
し
ま
れ
た
風
月
堂
の
代
表

銘
菓
「
日
野
川
若
鮎
」
は
、
夫
で

2
代
目
の
伸し

ん
じ二

が
昭
和
40
年
代
に

考
案
し
た
も
の
で
、
も
な
か
の
皮

の
焼
き
型
は
、
岐
阜
県
の
製
造
業

者
に
、
皮
は
米
子
市
の
菓
子
屋
に

依
頼
し
製
造
し
て
も
ら
い
、
中
に

挟
む
あ
ん
は
こ
ち
ら
で
作
っ
て
い

ま
し
た
。

　

お
よ
そ
4
年
に
1
回
開
か
れ
る

全
国
菓
子
大
博
覧
会
に
も
出
品
し

ま
し
た
。
日
野
川
若
鮎
は
、
昭
和

52
年
第
19
回
の
と
き
に
金
賞
を
、

栗
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、
昭
和
59
年
第

20
回
の
と
き
に
菓
子
産
業
大
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。

　

平
成
13
年
、
夫
が
亡
く
な
り
、

私
が
3
代
目
と
し
て
引
き
継
ぎ
ま

し
た
。
夫
は
仕
事
に
は
厳
し
か
っ

た
け
れ
ど
、
優
し
い
人
で
し
た
。

そ
し
て
世
話
好
き
。
自
治
会
の
役

員
な
ど
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
は

い
つ
も
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。

と
り
わ
け
消
防
団
に
は
の
ぼ
せ
て

い
た
か
な
。

　

私
1
人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
大

阪
な
ど
県
内
外
か
ら
た
く
さ
ん
の

注
文
を
受
け
発
送
し
た
り
、
盆
に

帰
省
し
て
い
た
人
が
土
産
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

私
1
人
に
な
っ
て
か
ら
は
、
日

野
川
若
鮎
と
栗
ま
ん
じ
ゅ
う
を

作
っ
て
い
ま
し
た
。
材
料
の
分
量

は
当
時
の
ま
ま
。
ま
っ
た
く
変
え

て
い
ま
せ
ん
。

　

私
は
午
前
4
時
か
ら
作
り
始
め

て
い
ま
し
た
。
電
話
も
鳴
る
こ
と

が
な
い
の
で
集
中
で
き
て
い
い
ん

で
す
。
そ
れ
に
、
お
客
さ
ん
が
来

　

戦
前
、
戦
後
、
鳥
取
県

西
部
地
震
を
経
て
、
3
代
88
年
間
に
わ
た
り
、
地
元
を
は

じ
め
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
た
和
洋
菓
子
司
「
風
月
堂
」（
根

雨
）
。
惜
し
ま
れ
つ
つ
、
平
成
25
年
11
月
に
閉
店
し
ま
し
た
。

　

今
で
も
「
お
い
し
か
っ
た
な
」
「
お
土
産
と
い
え
ば
風

月
堂
の
お
菓
子
だ
っ
た
」
な
ど
、
人
々
の
記
憶
に
残
る
味

や
思
い
出
を
、
３
代
目
青あ

お

き

え

つ

こ

木
悦
子
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

▲昭和 50 年代の店舗の様子

3
代
続
い
た

ふ
る
さ
と
の
菓
子
司

受
け
継
い
だ

創
業
当
時
の
変
わ
ら
ぬ
味
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昔
の
行
事
や
地
域
の
し
き
た
り
、
田
植
え
歌
や
わ
ら
べ
唄
な

ど
を
語
っ
て
い
た
だ
け
る
人
が
あ
れ
ば
伺
い
ま
す
。
記
録
は

録
音
し
て
保
存
し
ま
す
。
詳
し
く
は
町
図
書
館
（
電
話 

72
‐

１
３
０
０
）
ま
で
。

「
じ
げ
じ
ま
ん
」
の
語
り
手
を
募
集
し
て
い
ま
す

店
す
る
午
前
8
時
30
分
前
に
は
商

品
を
並
べ
て
お
き
た
い
で
す
し
。

　

栗
ま
ん
じ
ゅ
う
は
一
日
に
１
８

０
個
作
り
ま
す
。
あ
ん
を
炊
く
の

に
2
時
間
か
か
り
、
す
べ
て
で
き

あ
が
る
の
に
計
4
時
間
か
か
り
ま

す
。

　

日
野
川
若
鮎
の
あ
ん
は
10
キ
ロ

を
2
時
間
か
け
て
炊
き
、
計
20
キ

ロ
を
2
日
お
き
に
炊
き
ま
す
。
ア

ズ
キ
か
ら
炊
き
、
緑
の
あ
ん
は
抹

茶
を
入
れ
て
仕
上
げ
ま
す
。
夫
は

「
地
ア
ズ
キ
が
良
い
」
と
日
野
町

産
ア
ズ
キ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
し

た
ね
。

　

あ
ん
は
創
業
当
時
か
ら
か
ま
ど

に
薪
で
火
を
焚
き
練
っ
て
い
ま
し

た
。私
も
夫
か
ら
習
っ
た
と
お
り
、

か
ま
ど
で
。
ガ
ス
は
使
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
火
加
減
が
難
し

か
っ
た
。
日
野
川
若
鮎
の
あ
ん
は

も
な
か
に
挟
む
の
で
、
硬
す
ぎ
て

も
柔
ら
か
く
て
も
お
い
し
く
な
い

の
。神
経
を
使
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

子
ど
も
た
ち
は
「
体
が
元
気
な

う
ち
は
、
で
き
る
だ
け
作
り
続
け

た
ら
」と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、

高
齢
と
な
り
、
火
を
取
り
扱
う
こ

と
へ
の
不
安
と
、
食
品
衛
生
責
任

者
の
免
許
更
新
手
続
き
が
負
担
と

な
り
閉
店
を
決
意
し
ま
し
た
。

　

焼
き
型
や
鉄
板
、
シ
ョ
ー
ケ
ー

ス
な
ど
を
片
付
け
、
ホ
ッ
と
し
た

反
面
、
張
り
合
い
が
な
く
な
っ
た

気
も
し
ま
す
。

　
「
お
い
し
い
」
と
い
う
言
葉
が

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
こ
ま

で
や
っ
て
こ
れ
た
の
は
、
風
月
堂

の
菓
子
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
地

域
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▲多くの菓子が作られてきた風月堂の歴史を感じる工場

▲創業当時からあんを練ったかまど

愛
し
て
く
だ
さ
っ
た

地
域
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ

▲菓子を作る伸二さん（右、昭和 35 年撮影）

▲右が 2 代目・伸二さん（昭和 32 年撮影）

▲多くの人に愛された栗まんじゅう


