
　

昭
和
中
期
に
生
ま
れ
、
大
津
に
根
差

し
て
三
代
続
く
「
叶 

匠
壽
庵
」。
創
業

し
た
の
は
、
初
代
・
芝
田
清
次
さ
ん
で

し
た
。
も
と
は
公
務
員
と
し
て
働
い
て

い
ま
し
た
が
、
39
歳
の
時
に
「
こ
だ
わ

り
の
材
料
で
和
菓
子
を
つ
く
り
た
い
」

と
一
念
発
起
し
、
菓
子
づ
く
り
の
世
界

へ
と
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。
菓
舗
と
し

て
の
地
盤
を
固
め
て
い
く
な
か
、
和
菓

子
に
使
う
小
豆
の
味
を
よ
り
楽
し
み
た

い
と
考
案
し
た
の
が
、
今
や
同
店
の
代

表
銘
菓
と
な
っ
た
「
あ
も
」
で
し
た
。

　
「
あ
も
」
と
は
、
宮
仕
え
の
上
級
女

官
が
用
い
る
女
房
言
葉
で
「
餅
」
を
意

味
し
ま
す
。
羽
二
重
餅
（
求
肥
）
を
、

丹
波
大
納
言
小
豆
と
特
注
の
糸
寒
天
を

混
ぜ
合
わ
せ
た
粒
餡
で
包
ん
だ
逸
品
で

す
。
職
人
の
手
炊
き
に
こ
だ
わ
り
、
小

豆
を
蒸
気
釜
で
柔
ら
か
く
炊
き
上
げ
て

一
晩
蜜
漬
け
し
た
後
、
銅
釜
で
じ
っ
く

り
と
炊
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
日
の
小

豆
の
状
態
や
気
温
、
湿
度
に
合
わ
せ
て

炊
き
方
を
加
減
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、長
年
の
経
験
が
も
の
を
言
い
ま
す
。

全
国
展
開
す
る
和
菓
子
屋
の
な
か
で
、

自
社
で
手
炊
き
を
す
る
菓
舗
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
な
い
そ
う
で
す
。

　

季
節
に
よ
っ
て
、「
あ
も
」
の
餅
の
種

類
を
桜
、
ヨ
モ
ギ
、
梅
酒
、
ク
リ
に
換

え
て
製
造
・
販
売
。
年
末
に
は
、
白
雪

大
納
言
小
豆
を
使
用
し
た
「
あ
も
（
白

小
豆
）」
を
期
間
限
定
で
店
頭
に
並
べ

ま
し
た
。「
あ
も
」
誕
生
50
周
年
の
節

目
に
「
あ
も
（
こ
し
あ
ん
）」
を
開
発
す

る
な
ど
、
銘
菓
は
今
な
お
進
化
し
続
け

て
い
ま
す
。

　

1
9
8
2
年
か
ら
代
表
取
締
役
社
長

に
就
任
し
た
二
代
目
・
芝
田
清
邦
さ
ん

は
、
先
代
の
思
い
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら

も
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
菓
子
づ

く
り
を
し
よ
う
と
決
意
し
ま
す
。
菓
子

の
原
料
の
一
部
に
使
う
梅
や
ユ
ズ
を
自

分
た
ち
で
栽
培
す
る
た
め
、
大
津
市
大

石
龍
門
の
丘
陵
地
を
開
墾
し
て
「
寿
長

生
の
郷
」
を
築
き
ま
し
た
。

　
「
寿
長
生
の
郷
」
で
現
在
育
て
て
い
る

梅
の
木
は
、
9
品
種
お
よ
そ
1
0
0
0

本
。
う
ち
約
7
0
0
本
が
城
州
白
と
い

う
食
用
加
工
に
適
し
た
品
種
で
す
。
開

花
が
始
ま
る
2
月
下
旬
か
ら
3
月
上
旬

に
は
「
花
の
宴　

梅
ま
つ
り
」
を
開
催

し
ま
す
。
梅
の
菓
子
や
ジ
ュ
ー
ス
な
ど

を
販
売
し
た
り
、
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
い
た
り
と
例
年
、
人
気

を
集
め
て
い
ま
す
。

　

自
然
の
恩
恵
に
感
謝
し
な
が
ら
菓
子

づ
く
り
を
続
け
る「
叶 

匠
壽
庵
」で
は
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）

に
関
す
る
宣
言
を
掲
げ
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
例
え
ば
、
製
造
工
程
で
使
う

水
は
山
の
谷
水
を
採
用
し
、
工
場
排
水

は
一
定
以
上
き
れ
い
に
し
て
か
ら
流
し

ま
す
。
ま
た
、
こ
し
餡
づ
く
り
の
際
に

出
る
小
豆
の
皮
は
、
脱
水
・
発
酵
さ
せ

た
後
、
お
が
く
ず
や
飼
育
し
て
い
る
ヤ

ギ
の
ふ
ん
と
混
ぜ
て
堆
肥
に
し
、
農
作

物
を
育
て
る
た
め
に
利
用
し
ま
す
。
里

山
で
出
た
間
伐
材
は
焼
い
て
木
炭
に

し
、
い
ろ
り
や
茶
室
の
場
で
活
用
し
て

い
ま
す
。

　
「
食
、
地
域
、
人
材
、
環
境
の
各
観

点
か
ら
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に

向
け
て
努
力
し
て
い
き
ま
す
」
と
、
現

代
表
取
締
役
社
長
で
三
代
目
の
芝
田
冬

樹
さ
ん
は
先
を
見
据
え
ま
す
。

　
「
あ
も
」
や
最
中
、
ど
ら
焼
き
な
ど
、

多
種
多
様
な
菓
子
を
つ
く
り
続
け
て
き

た
「
叶 

匠
壽
庵
」
は
、
新
商
品
開
発
に

も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　

本
誌
の
表
紙
を
飾
る
「
心
よ
せ 

結
」

は
、
草
花
や
生
き
物
を
フ
ル
カ
ラ
ー
印

刷
し
た
最
中
種
に
、
抹
茶
・
き
な
粉
の

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
挟
ん
で
味
わ
う
菓
子

で
、
目
で
も
舌
で
も
楽
し
め
る
と
人
気

を
博
し
て
い
ま
す
。
期
間
限
定
（
2
月

中
旬
ま
で
）
販
売
の
た
め
、
購
入
し
た

い
人
は
お
早
め
に
。

　

昨
年
で
デ
ビ
ュ
ー
25
周
年
を
迎
え
た

T.M
.Revolution

（
西
川
貴
教
さ
ん
の

ソ
ロ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
と
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
和
菓
子
「
西
川
餅
」
も
必

見
で
す
。
白
（
粒
餡
）、
ヨ
モ
ギ
（
こ
し

餡
）、
金
ご
ま
（
こ
し
餡
）
の
3
種
類
を

取
り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。

　
「
今
後
も
失
敗
を
恐
れ
ず
に
、
社
員

み
ん
な
で
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
な
が

ら
、
良
い
原
料
や
趣
の
あ
る
菓
子
を
つ

く
っ
て
い
き
ま
す
」
と
意
気
込
む
冬
樹

さ
ん
。「
全
国
に
あ
る
『
叶 

匠
壽
庵
』

店
舗
の
ほ
か
、
四
季
折
々
の
景
観
を
堪

能
で
き
る
『
寿
長
生
の
郷
』
に
も
、
ぜ

ひ
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

非
日
常
の
空
間
で
英
気
を
養
え
ま
す

よ
」
と
ほ
ほ
笑
み
ま
す
。

ぎ
ゅ
う
ひ

は 

ぶ 

た 

え

じ
ょ
う
し
ゅ
う
は
く

エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

ゆ
い

テ
ィ
ー
・
エ
ム
・
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

﹁
叶 

匠
壽
庵
﹂は
︑1
9
5
8
年
に
大
津
市
長
等
で
創
業
し
ま
し
た
︒

や
が
て
全
国
各
地
に
販
路
を
拡
大
し
て
い
き
︑多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
る
菓
舗
へ
と
成
長
し
ま
す
︒

お
よ
そ
40
年
前
に
は
︑大
津
市
大
石
龍
門
の
丘
陵
地
を
開
墾
し
て﹁
寿
長
生
の
郷
﹂と
し
ま
し
た
︒

豊
か
な
自
然
の
中
で
︑い
ま
も
丁
寧
に
菓
子
を
つ
く
り
続
け
て
い
ま
す
︒

文／冨岡涼子　写真提供／株式会社 叶 匠寿庵　デザイン／影山実紀

過去に開催された「花の宴　梅まつり」の様子。一年を通して、
自然に親しむイベントを行っており、「とうもろこしまつり」や「夏
の里山生き物観察ツアー」、「秋の収穫まつり」などがあります

梅の実を餅で包んだ「梅大福」。梅まつりでしか味わうことがで
きません

す
　
な
　 

い

さ
と

和
菓
子
へ
注
ぐ
熱
き
思
い
が

代
表
銘
菓
を
生
み
出
す

自
然
に
あ
ふ
れ
る
里
山
に

﹁
寿
長
生
の
郷
﹂を
オ
ー
プ
ン

味
わ
い
︑ほ
っ
と
す
る

心
躍
る
菓
子
を
展
開

花の宴　梅まつり2022
2月23日～3月13日

「寿長生の郷」にて開催予定
菓子の原料に使われる梅（城州白）の実を

丸ごと一つ入れた「梅大福」、限定の食事やパンなどを販売。
また、地域住民と制作した「ふるさと絵屏風」の公開や、

江州音頭を披露するなどのスケジュールになっています。

information

発酵させた小豆の皮。これから堆肥に生まれ
変わります

株式会社 叶 匠寿庵
代表取締役社長

芝田冬樹さん

代表銘菓「あも」。年間でおよそ100万本生産されています

「あも」誕生50周年を記念し、期間限定でこしあんが販売されています
（4月中旬までを予定）

1/甘味も提供する食事処「梅窓庵」。窓からは梅林を眺めること
ができます　2/ベーカリー＆カフェ「野坐」。1階はベーカリーで、
毎日パンを焼き上げています。2階はカフェになっており、サイフォ
ンで淹れるコーヒーとデザートなどが楽しめると好評です

　「寿長生の郷」の広大な敷地に
は、食事処「梅窓庵」や、ベーカリー
＆カフェ「野坐」、茶室、菓子売り場、
陶房「十○地」など、魅力的なスポッ
トがたくさんあります。
　また、梅やユズ、花山椒などが育
てられており、菓子の原料に使わ
れるほか、イベント開催時には、来
場者向けに収穫体験が行われるこ
とも。子どもも楽しめて、大人もほっ
とできる、そんな癒やしの空間です。

寿長生の郷
ばいそうあん

の　 ざ

と　わ　ぢ

城州白の花が見ごろを迎えます。

1

2
所在地／大津市大石龍門4-2-1

問い合わせ／077-546-3131
　　　　　  （10時～17時、水曜日休み）

【叶 匠壽庵】  https://kanou.com/

寿長生の郷
information

約6万3千坪もの広さを誇る「寿長生の郷」。敷地内では、梅やユズ、花山椒のほか、ミツバツツジ、桜、ハスなどが育てられ、季
節ごとに異なる風景を見られます

※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
　開催内容を変更する場合があります。

ベテラン職人の手により、じっくりと
小豆が炊かれていきます

巻
頭
特
集


