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道明寺粉は「粘りを持たせながら、粒々とした
食感を残す」ために２種類をブレンドする。
道明寺粉は「粘りを持たせながら、粒々とした
食感を残す」ために２種類をブレンドする。

しそ餅「梅」は通年販売。何は
ともあれ、購入した日に新鮮
な風味を味わいたい。

しそ餅「梅」は通年販売。何は
ともあれ、購入した日に新鮮
な風味を味わいたい。

赤紫蘇の葉の中央の太い葉脈は繊細な食感を
損ねるため、一枚一枚丁寧に取り除いて使う。

創建時の閻魔法王像は応仁の乱で焼失し、現在のお姿は長享2年(1488)に仏師定勢
により刻まれたもの。7月1日～15日の「風祭」では真っ赤にライトアップされます。

先代住職の依頼で友禅職人が描い
たという閻魔大王の紙芝居の原画。

お精霊迎えの時、迎え鐘をついて
先祖の霊を迎える鐘楼。

お地蔵さんの供養池には、往時の朱雀大路から発掘
されたという数十体のお地蔵さんを安置。

魔を切り、場を鎮める力があるとされる、おりんの音。気持ちを整えるために、リラックスタイ
ムやヨガの時に鳴らす人も増えているとか。ちなみに、祗園祭菊水鉾の鉦は、りんよ工房作。

ろくろに掛けて表面を加工。
一鑿（ひとのみ）ごとに変わる
音を確かめながら。

おりんの技術を応用
したオーダーメイド
自転車ベル「白井ベ
ル」はフランスなど海
外でも人気。

鋳型に使うのは、山土に籾
殻を混ぜたもの。この土の
成分も、音に影響します。

鋳型を焼成する窯の扉には、さまざまな
数値がびっしりと。りんよ工房のノウハ
ウの一端です。

店内に並ぶ季節の菓子の中でもイチゴ、ぶどう、栗と旬に合わせて中
身が変わるフルーツ大福は、しそ餅に並ぶ人気商品。

焼成された鋳型に溶解した砂張を注ぐ、緊
張の一瞬。鋳型と金属が冷却していく時間
経過の中でも、音は変化していきます。

有限会社りんよ工房

五代目 白井 克明さん（中左）
六代目襲名予定の亮助さん（左）
若手職人の西村さん（右）
               小谷さん（中右）

篁堂に安置されてい
る小野篁像。風に袖
をひるがえした珍し
いお姿です。

生
み
出
さ
れ
、
育
ま
れ
、

伝
え
て
い
く
名
物
し
そ
餅

魔
を
切
り
、場
を
鎮
め
る
、

美
し
い〝
音
〞の
力
を
つ
く
る

　

初
夏
の
風
物
詩
、梅
干
し
作
り
に
欠
か
せ
な

い
赤
紫
蘇
。古
来
、気
の
巡
り
を
よ
く
す
る
生
薬

「
蘇
葉
」と
し
て
用
い
ら
れ
、暑
い
時
期
に
減
退

し
が
ち
な
食
欲
に
喝
を
入
れ
る
独
特
の
香
気
が

特
長
で
す
。そ
ん
な
赤
紫
蘇
の
葉
を
使
っ
た
、名

物「
し
そ
餅
」な
る
和
菓
子
が
あ
る
と
聞
き
、嵯

峨
野
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

　

丸
太
町
通
に
面
し
て
建
つ
和
菓
子
の
店『
嵯

峨
嘉
』に
は
、休
日
と
も
な
る
と
朝
か
ら
お
客
さ

ん
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
訪
れ
ま
す
。早
い
時
間
に

売
り
切
れ
る
季
節
の
和
菓
子
も
あ
る
中
、「
看
板

商
品
の
し
そ
餅
だ
け
は
切
ら
さ
ん
よ
う
に
し
て

い
ま
す
」と
は
二
代
目
当
主
の
島
田
嘉
寛
さ
ん
。

　

こ
し
餡
を
道
明
寺
餅
で
包
み
、塩
漬
け
に
し

た
赤
紫
蘇
の
葉
で
ぴ
っ
た
り
と
く
る
ん
だ
し
そ

餅
は
、正
式
名
を『
し
そ
餅「
梅
」』と
言
い
ま

す
。梅
は
味
の
こ
と
で
は
な
く
サ
イ
ズ
の
こ
と

で
、「
大
粒
の
梅
干
し
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ

や
か
ら
」。生
菓
子
と
し
て
は
や
や
小
ぶ
り
で
あ

る
理
由
は
、そ
の
誕
生
の
い
き
さ
つ
に
あ
り
ま
し

た
。今
を
遡
る
こ
と
50
年
前
、当
時
は
和
菓
子
の

卸
業
を
営
ん
で
い
た
初
代
の
嘉
勝
さ
ん
が
、店

舗
を
持
つ
に
あ
た
り
何
か
看
板
商
品
を
作
ろ
う

と
、赤
紫
蘇
に
包
ま
れ
た
寿
司
を
ヒ
ン
ト
に
し

そ
餅
を
考
案
。ご
近
所
さ
ん
に
食
べ
て
も
ら
っ
た

と
こ
ろ
、意
外
に

も
お
酒
好
き
の
男

性
か
ら
も
好
評
で
、

「
も
っ
と
小
さ
く
」と
い

う
求
め
に
応
じ
て
こ
の

大
き
さ
に
。2
年
後
、現
在

の
場
所
に
店
を
構
え
て
以
来
、し

そ
餅「
梅
」は
こ
の
店
の
看
板
を
担
っ
て

き
ま
し
た
。

　

嘉
寛
さ
ん
が
京
都
の
和
菓
子
店
で
の
修
行
を

経
て
店
を
継
い
で
か
ら
は
、自
家
製
餡
の
食
感
に

独
自
の
工
夫
を
凝
ら
し
、餅
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
調

整
。甘
さ
も
控
え
、よ
り
洗
練
さ
れ
た
味
わ
い
と

な
り
ま
し
た
。気
温
に
よ
っ
て
食
感
が
変
動
し
や

す
い
道
明
寺
餅
は
天
候
を
見
な
が
ら
水
分
を
調

整
。「
そ
れ
以
上
に
気
を
使
う
の
は
赤
紫
蘇
の
葉

で
、発
色
良
く
、香
り
高
く
、菓
子
の
邪
魔
を
し

な
い
薄
さ
が
大
事
な
ん
で
す
」と
嘉
寛
さ
ん
。

　

時
間
が
経
つ
と
香
り
が
失
わ
れ
、紫
蘇
の
葉

が
黒
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
賞
味
期
限
は
２
日

間
。こ
こ
で
し
か
手
に
入
ら
な
い
、日
持
ち
も
し

な
い
、繊
細
な
生
菓
子
特
有
の
特
別
感
が
、フ
ァ

ン
の
心
を
よ
り
深
く
捉
え
ま
す
。

　

さ
て
、持
ち
帰
っ
た
し
そ
餅
の
箱
を
開
く
と
、

ふ
わ
り
と
立
つ
紫
蘇
の
香
に
、思
わ
ず
深
呼
吸
。

常
温
で
頂
く
と
、塩
気
の
あ
る
赤
紫
蘇
と
餅
、

あ
っ
さ
り
し
た
こ
し
餡
が
口
中
で
渾
然
一
体
と

な
り
、そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
妙
に
二
つ
、三
つ
と
止
ま

ら
な
い
美
味
し
さ
で
す
。残
り
を
冷
蔵
庫
で
一

晩
冷
や
す
と
、や
や
シ
ャ
キ
ッ
と
し
た
道
明
寺
餅

の
粒
感
と
冷
た
い
餡
、紫
蘇
の
風
味
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
よ
り
ク
リ
ア
に
な
り
、暑
い
夏
に
は
い
か

に
も
好
適
。最
後
に
、ご
主
人
が
常
連
さ
ん
か
ら

聞
い
た
と
い
う
内
緒
の
食
べ
方
を
試
し
て
み
る

と…

！ 

生
菓
子
に
対
し
て
邪
道
だ
と
は
思
い
な

が
ら
も
、し
そ
餅
の
持
ち
味
が
生
か
さ
れ
た
ア

イ
デ
ア
に
膝
を
打
っ
て
感
嘆
。こ
の
食
べ
方
は
ぜ

ひ
、店
頭
で
直
接
お
尋
ね
あ
れ
。

あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
目
で

閻
魔
様
が
見
て
ご
ざ
る

　

京
都
市
の
西
部
を
南
北
に
貫
く「
千
本
通
」。

か
つ
て
船
岡
山
西
麓
に
あ
っ
た
葬
送
の
地「
蓮
台

野
」へ
至
る
こ
の
道
に
、供
養
の
た
め
の
塔
婆
や
石

仏
が
無
数
に
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、そ
の
名

の
由
来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
恐
ろ
し
げ

な
い
わ
れ
を
持
つ
通
り
の
一
角
に
、平
安
時
代
の

役
人
、小
野
篁
が
開
い
た
と
い
わ
れ
る
引
接
寺

と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。通
称
は〝
千
本
ゑ
ん

ま
堂
〞。そ
の
名
の
通
り
、迫
力
の
あ
る
閻
魔
様

が
お
ら
れ
る
と
い
う
お
堂
を
訪
ね
る
と
、住
職
の

戸
田
妙
昭
さ
ん
が
気
さ
く
な
笑
顔
で
出
迎
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
こ
の
辺
り
は
平
安
京
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
、朱
雀
大
路
の
北
の
端
で
、こ
の
世
と
あ
の
世

の
境
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。当
時
は
風
葬
の
時
代

で
す
か
ら
、人
が
亡
く
な
る
と
皆
、亡
骸
を
運
ん

で
き
て
は
置
い
て
いっ
た
の
だ
そ
う
で
す
。そ
の
た

め
、界
隈
は
衛
生
的
に
も
治
安
的
に
も
次
第
に

荒
廃
。そ
れ
を
何
と
か
し
よ
う
と
思
っ
た
の
が
、

小
野
篁
さ
ん
な
ん
で
す
」

　

昼
は
宮
中
に
、夜
は
閻
魔
庁
に
仕
え
て
い
た

と
い
わ
れ
る
小
野
篁
は
、現
世
を
浄
化
す
る
た

め
に
、塔
婆
を
用
い
て
亡
き
先
祖
を
再
び
こ
の
世

へ
迎
え
る「
精
霊
迎
え
の
法
」を
閻
魔
様
か
ら
伝

授
。そ
の
根
本
道
場
と
し
て
、篁
が
自
ら
閻
魔
様

の
お
姿
を
刻
ん
で
祠
を
建
立
し
た
の
が
、こ
の
お

寺
の
始
ま
り
な
の
だ
そ
う
で
す
。そ
し
て
、こ
の

法
儀
が
元
と
な
り
、京
の
お
盆
行
事
へ
融
合
発

展
し
て
いっ
た
の
だ
と
か
。

　

８
月
７
日
か
ら
15
日
に
か
け
て
、境
内
の
池
に

水
塔
婆
を
流
し
、迎
え
鐘
を
つ
い
て
先
祖
の
霊

を
迎
え
、
16
日
に
送
り
鐘
で
お
見
送
り
を
す
る

│
そ
ん
な
昔
な
が
ら
の
先
祖
供
養
は
、千
年
以

上
の
時
を
超
え
て
今
に
受
け
継
が
れ
、宗
派
を

超
え
た
参
拝
者
が
毎
年
数
多
く
訪
れ
ま
す
。

　
「
篁
さ
ん
の
こ
と
を
、私
は『
風
の
祖
』と
呼
ん

で
い
ま
す
。こ
の
世
と
あ
の
世
の
間
に
風
を
起
こ

し
、も
と
も
と
道
教
思
想
だ
っ
た
閻
魔
様
を
招

来
し
て
神
道
と
仏
教
の
間
を
つ
な
ぎ
、平
安
の

世
に
先
祖
供
養
と
い
う
新
し
い
風
を
起
こ
し
た

人
。当
寺
に
伝
わ
る
篁
さ
ん
の
像
も
、袖
を
ひ
る

が
え
し
て
風
を
ま
と
う
お
姿
を
さ
れ
て
い
ま

す
」と
語
る
妙
昭
さ
ん
は
、自
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な

ア
イ
デ
ア
で
、千
年
の
古
刹
に
独
自
の
風
を
起
こ

し
て
お
ら
れ
ま
す
。毎
月
16
日
の
縁
日
に
は
、

先
代
住
職
が
遺
し
た
閻
魔
大
王
の
紙
芝

居
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
し
、プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
を
使
って
上
演
。７
月
に
行
う
体
験
型

の
夜
間
拝
観「
風
祭
」は
、新
た
な
年
中
行

事
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
「
閻
魔
様
は
決
し
て
地
獄
の
大
将
で
は

な
く
、人
を
見
守
り
、導
い
て
く
だ
さ
る
存

在
。そ
の
慈
悲
の
風
に
触
れ
て
い
た
だ
け
る

機
会
を
、こ
れ
か
ら
も
作
っ
て
い
け
た
ら
と

思
い
ま
す
」

さ  
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今
回
は
、冷
や
し

て
お
い
し
い
夏
の
と

う
ふ
ス
イ
ー
ツ
と
い

う
こ
と
で
、抹
茶
を

使
っ
た
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ

を
作
っ
て
み
ま
し
た
。

　

ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
生
地
に
と
う
ふ
を
加
え
る
こ
と
で
、し
っ
と
り
し

た
食
感
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。良
質
な
タ
ン
パ
ク
質
が
豊
富
な
と

う
ふ
と
、カ
テ
キ
ン
た
っ
ぷ
り
の
抹
茶
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

栄
養
的
に
も
と
っ
て
も
ヘ
ル
シ
ー
。季
節
の
フ
ル
ー
ツ
な
ど
を
添
え

れ
ば
、ご
来
客
時
の
お
も
て
な
し
に
も
喜
ば
れ
ま
す
よ
。ロ
ー
ル

ケ
ー
キ
型
が
な
い
場
合
は
、オ
ー
ブ
ン
の
天
板
で
も
代
用
可
能
で

す
。ぜ
ひ
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。
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と
も

ひ
で

真
夏
の
夜
の
登
山
で
千
日
分
の
ご
利
益
を

　
私
は
学
生
時
代
に
山
岳
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。当
時
は
京
都
か
ら

若
狭
へ
続
く
鯖
街
道
を
2
泊
3
日
か
け
て
歩
き
通
す
と
い
う
荒
行
？
に

挑
ん
だ
こ
と
も
。昔
の
人
が
大
荷
物
を
背
負
っ
て
あ
の
行
程
を
往
復
し
て

い
た
こ
と
を
思
う
と
、本
当
に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　
さ
て
、京
都
市
内
か
ら
気
軽
に
行
け
る
山
の
一
つ
、愛
宕
山（
標
高

9
2
4m
）
山
頂
に
火
伏
せ
の
神
が
鎮
座
す
る
信
仰
の
山
で
す
が
、、7
月

31
日
の
深
夜
に
参
拝
す
る
と
千
日
分
の
功
徳
を
い
た
だ
け
る「
千
日
詣

り
」が
行
わ
れ
ま
す
。深
夜
と
い
え
ど
も
一
年
で
一
番
暑
い
時
期
。お
詣

り
の
際
は
、く
れ
ぐ
れ
も
熱
中
症
対
策
を
万
全
に
…
。そ
し
て
暑
さ
に
負

け
な
い
滋
養
を
つ
け
る
た
め
に
も
、ぜ
ひ
名
物
ゆ
ど
う
ふ
を
味
わ
い
に
い
ら

し
て
く
だ
さ
い
。お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

お
盆
に
ご
先
祖
の
お
仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ

せ
る
時
、チ
ー
ン
と
鳴
ら
す「
お
り
ん
」。京
都
市

の
南
部
、上
鳥
羽
の
一
角
に
あ
る「
り
ん
よ
工
房
」

は
、天
保
14（
１
８
４
３
）年
の
創
業
、お
り
ん
専

門
の
鳴
金
物
工
房
で
す
。当
主
の
白
井
克
明
さ

ん
は
、こ
の
工
房
の
５
代
目
に
当
た
り
ま
す
。

　
「
お
り
ん
は
鋳
物
で
す
か
ら
、う
ち
は
武
骨
な

鋳
物
工
房
で
す
。し
か
し
一
方
で
は
、お
り
ん
の

〝
音
〞を
作
り
込
む
と
い
う
、と
て
も
繊
細
な
作

業
を
す
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
」

　

り
ん
よ
工
房
の
お
り
ん
の
材
料
と
な
る
金
属

は
、「
砂
張
」と
よ
ば
れ
る
錫
と
銅
の
合
金
。そ
の

歴
史
は
古
く
、紀
元
前
３
０
０
０
年
〜
２
５
０
０

年
頃
の
イ
ン
ダ
ス
文
明
ハ
ラ
ッ
パ
遺
跡
か
ら
出
土

し
て
い
ま
す
。砂
張
は
や
が
て
ア
ジ
ア
各
地
に
伝

播
し
、わ
が
国
で
は
正
倉
院
の
御
物
に
も
。以

来
、日
本
に
お
い
て
砂
張
は
、お
り
ん
や
茶
道
具

と
し
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

　

工
房
に
展
示
さ
れ
て
い
る
砂
張
の
お
り
ん
を
鳴

ら
し
て
み
る
と
、そ
の
音
は
伸
び
や
か
に
澄
ん
で

響
き
、倍
音
の
う
ね
り
を
重
ね
な
が
ら
、え
も
い

わ
れ
ぬ
美
し
い
残
響
の
中
に
心
地
よ
く
溶
け
て
い

き
ま
す
。複
数
の
お
り
ん
を
聞
き
比
べ
て
み
る

と
、音
の
高
さ
も
響
き
方
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、

同
じ
も
の
は
二
つ
と
あ
り
ま
せ
ん
。「
砂
張
に
使

用
す
る
錫
の
純
度
は
99
・
9
％
。わ
ず
か
0
・
1
％

の
微
量
元
素
は
産
地
で
変
わ
り
、何
の
元
素
を
含

む
か
に
よ
っ
て
音
が
変
わ
り
ま
す
。鋳
型
に
使
う

土
の
良
し
悪
し
す
ら
音
に
影
響
す
る
ほ
ど
、繊

細
。し
か
し
、お
り
ん
の
音
を
左
右
し
て
い
る
の

は
、素
材
と
い
う
よ
り
も
技
法
な
ん
で
す
」と
語

る
白
井
さ
ん
に
工
房
を
案
内
し
て
い
た
だ
く
と
、

鋳
型
を
作
る
型
場
、溶
か
し
た
砂
張
を
鋳
型
に

流
し
込
ん
で
成
形
す
る
鋳
物
場
、型
か
ら
外
し
た

鋳
物
を
熱
処
理
し
て
ろ
く
ろ
に
掛
け
る
加
工
場

に
分
か
れ
て
い
て
、そ
の
工
程
数
は
何
と
１
８
０
に

も
及
ぶ
の
だ
と
か
。

　

そ
の
中
で
、特
に〝
音
〞を
作
り
込
む
の
に
重
要

な
工
程
と
は
？

　
「
そ
れ
は
も
う
、全
部
で
す
わ
。数
千
年
前
か

ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
に
、先
祖
代
々
が
試
行
錯

誤
を
重
ね
て
、砂
張
の
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ

る
た
め
に
は
こ
れ
だ
け
の
工
数
が
か
か
る
、と
い

う
と
こ
ろ
に
行
き
着
い
て
い
る
ん
で

す
。私
も
若
い
頃
は『
何
で
こ
ん
な
作

業
が
要
る
ん
や
』と
思
い
ま
し
た
が
、

そ
こ
を
端
折
る
と
、や
っ
ぱ
り
鳴
ら

ん
の
で
す
」。中
に
は
理
屈
の
分
か
ら

な
い
工
程
も
た
く
さ
ん
あ
る
そ
う

で
、例
え
ば
１
０
０
％
新
し
い
地
金
で

は
な
く
、必
ず
３
分
の
２
は
鋳
型
に

残
っ
た
古
い
地
金
を
混
ぜ
る
こ
と
で
、

よ
り〝
鳴
る
〞お
り
ん
が
で
き
る
と
の

こ
と
。理
屈
を
超
え
た
経
験
と
技
の

蓄
積
こ
そ
が
、こ
の
工
房
が
誇
る
唯
一

無
二
の〝
音
〞の
個
性
を
生
み
出
し
て

い
ま
す
。

【焚合】
賀茂なすの素揚げを器に、鰻の
印籠煮、車海老、夏野菜などを取
り合わせた、目にも華やかな一
品。題して「賀茂なすの夏祭」。

【造里】
淡路産の鱧、まぐろ、鱸の
洗い、アイナメ、アオリイ
カを氷の器に盛り込み、涼
やかな風情で。

【焼物】
安曇川の天然鮎とアマゴの一夜
干し、沢蟹を備長炭で炙ってご
賞味いただく趣向。笹の葉で燻
すようにして香りを添えます。

と
う
ふ
は
水
切
り
す
る
。卵
は
卵
黄
と
卵
白
に

分
け
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
ボ
ウ
ル
に
入
れ
て
お
く
。

オ
ー
ブ
ン
を
1
8
0
度
に
予
熱
し
て
お
く
。

1
の
卵
黄
に
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
を
加
え
て
泡
立
て

器
で
よ
く
混
ぜ
、薄
力
粉
を
入
れ
て
ダ
マ
に
な

ら
な
い
よ
う
混
ぜ
る
。そ
の
後
、水
切
り
し
た

と
う
ふ
を
加
え
て
崩
し
な
が
ら
混
ぜ
る
。

1
の
卵
白
を
泡
立
て
器
で
ピ
ン
と
角
が
立
つ
ま

で
し
っ
か
り
泡
立
て
る
。

3
の
半
量
を
2
に
加
え
て
よ
く
混
ぜ
、残
り
の

半
量
を
ゴ
ム
べ
ら
で
泡
を
つ
ぶ
さ
な
い
よ
う

さ
っ
く
り
と
混
ぜ
る
。

ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
型（
ま
た
は
オ
ー
ブ
ン
の
天
板
）

に
ク
ッ
キ
ン
グ
シ
ー
ト
を
敷
い
て
4
を
流
し

入
れ
、型
ご
と
2
〜
3
回
ト
ン
ト
ン
と
落
と

し
て
空
気
を
抜
く
。

予
熱
し
て
お
い
た
オ
ー
ブ
ン
で
15
分
間
焼
く
。

焼
き
上
が
っ
た
ら
シ
ー
ト
を
は
が
し
て
ラ
ッ
プ
で

包
み
、冷
ま
す
。

■A
を
ボ
ウ
ル
で
泡
立
て
て
水
溶
き
抹
茶
を
加

え
、長
方
形
に
カ
ッ
ト
し
た
6
に
適
量
を
乗
せ

て
巻
き
簀
で
巻
く
。巻
き
簀
の
ま
ま
1
時
間
冷

蔵
庫
で
冷
や
し
、カ
ッ
ト
す
れ
ば
出
来
上
が
り
。

お
好
み
で
ゆ
で
小
豆
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

い　

も
の

さ 

は
り

ぎ
ょ
ぶ
つ

す
ず

は　

し
ょ

じ 

が
ね

れ
ん
だ
い

の

と
う  

ば

お   

の
の
た
か
む
ら

え
ん  

ま

な
き
が
ら

か
ぜ

そ

か
ぜ
ま
つ
り

じ  

そ

い 

が
た
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御菓子処 嵯峨嘉 当主

島田 嘉寛さん

「しそ餅は通年商品だから
こそ、いかに同じ味を安定
して作っていくかが難しい。
日々、勉強中です」と嘉寛
さん。すでに「後継ぎ宣言」
をしてくれているという息
子さんは現在小学5年生。
50年後、この店の看板商品
の物語には、どんな逸話が
加わっているのか楽しみで
す。

引接寺（千本ゑんま堂）

住職

戸田 妙昭さん

「中学卒業と同時に仏門
に入り、17年前、亡く
なった父の跡を継ぎまし
た。閻魔様とは幼い頃か
らずっと一緒、怖いと
思ったことはありませ
ん。大好きな閻魔様の周
りに、人と人とのご縁を
結んでいきたい」

白井さんのもとで、若い職人
さんたちも日々おりん作りに
精を出しています。「彼女たち
は楽器演奏経験者で、耳が良
い。検品の際、私には聞き取れ
ない高周波の“揺れ”を指摘し
てくれることもあります」

しま　　だ        よし    ひろ

しら　い     かつ   あき

りょう  すけ

A

と　 　だ       みょう しょう


