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え
び
せ
ん
べ
い
は
、
海
の
幸
を
そ
の
ま

ま
閉
じ
込
め
た
ぜ
い
た
く
な
菓
子
で
す
。

袋
を
開
け
た
瞬
間
漂
う
、
潮
の
香
り
。
一

枚
口
に
運
べ
ば
、
エ
ビ
の
う
ま
味
が
口
い

っ
ぱ
い
に
広
が
り
ま
す
。
こ
の
地
域
で
、

え
び
せ
ん
べ
い
を
製
造
・
販
売
す
る
店
舗

は
約
30
軒
。
一
色
町
に
そ
の
半
分
が
集
中

し
て
い
ま
す
。

え
び
せ
ん
べ
い
の
製
法
は
、
伝
統
的
な

「
手
焼
き
」
と
、
均
一
に
大
量
生
産
で
き

る
「
機
械
焼
き
」
の
二
つ
。
現
在
は
こ
の

地
域
の
生
産
量
の
約
７
割
を
機
械
焼
き
が

三
河
一
色

え
び
せ
ん
べ
い

特
集

一
枚
一
枚
に
、
心
を
込
め
て

占
め
て
い
ま
す
。

手
焼
き
も
機
械
焼
き
も
基
本
的
に
同
じ

手
順
で
製
造
し
ま
す
。
そ
の
製
法
は
シ
ン

プ
ル
そ
の
も
の
。
エ
ビ
の
す
り
身
と
デ
ン

プ
ン
な
ど
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
「
ネ
リ
」
を
、

２
枚
の
電
気
鉄
板
「
カ
タ
」
に
挟
ん
で
焼

き
上
げ
ま
す
。
独
特
の
甘
み
が
あ
る
エ
ビ

に
、
デ
ン
プ
ン
と
ほ
ん
の
少
し
の
塩
な
ど

を
足
す
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
ま

せ
ん
。

手
焼
き
は
職
人
が
手
作
業
で
ネ
リ
を
鉄

板
に
乗
せ
、
手
際
よ
く
丁
寧
に
焼
き
上
げ

ま
す
。
熟
練
の
技
が
要
求
さ
れ
、
え
び
せ

ん
べ
い
の
中
で
も
高
級
品
に
用
い
ら
れ
ま

す
。
職
人
は
長
年
の
経
験
と
勘
な
ど
を
頼

り
に
、
季
節
や
天
候
、
材
料
で
あ
る
エ
ビ

全
国
有
数
の
生
産
量
を
誇
る
「
三
河
一
色
え
び
せ
ん
べ
い
」
は
、

西
尾
の
特
産
品
で
す
。
１
０
０
年
以
上
前
に
誕
生
し
、
生
産
者
の

た
ゆ
ま
な
い
努
力
に
よ
っ
て
、
全
国
に
販
路
が
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
厳
選
し
た
材
料
か
ら
作
ら
れ
る
そ
の
素
朴
な
味
は
、
小
さ

な
お
子
さ
ん
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
世
代
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま

す
。
今
年
２
月
に
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
登
録
さ
れ
、
ま
す
ま
す
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
。

海
の
恵
み
を

ギ
ュ
ッ
と
凝
縮
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の
種
類
に
合
わ
せ
、
練
り
方
と
焼
き
方
を

工
夫
し
て
い
ま
す
。
数
あ
る
老
舗
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
味
が
受
け
継
が
れ
、
独
特
の

香
り
と
う
ま
味
を
堪
能
で
き
ま
す
。

機
械
焼
き
で
は
ほ
と
ん
ど
の
作
業
が
機

械
化
さ
れ
、
ム
ラ
の
な
い
均
一
な
味
の
え

び
せ
ん
べ
い
を
大
量
に
製
造
で
き
ま
す
。

新
し
い
設
備
の
開
発
や
製
法
の
研
究
で
、

多
く
の
新
商
品
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
材

料
を
大
量
に
仕
入
れ
る
た
め
、
値
段
が
安

く
、
良
質
な
え
び
せ
ん
べ
い
を
手
軽
に
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

各
店
舗
は
伝
統
的
な
製
法
を
守
り
な
が

ら
も
、
厳
選
し
た
材
料
を
使
用
す
る
な
ど
、

こ
だ
わ
り
の
商
品
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。

「
堅
い
も
の
が
食
べ
た
い
」「
も
っ
と
エ
ビ

が
多
い
方
が
い
い
」
な
ど
、
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
応
え
、
徐
々
に
種
類
が
増
え
た
そ
う

で
す
。
形
や
大
き
さ
、
味
付
け
、
エ
ビ
の

含
有
量
な
ど
で
分
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
を
凝
ら
し
て
生
み
出
さ
れ
た
え
び
せ
ん

べ
い
は
２0
種
類
以
上
。
１
０
０
年
以
上
の

歴
史
の
中
で
、
職
人
が
研
究
と
努
力
を
積

み
重
ね
て
き
た
結
果
で
す
。

エ
ビ
の
他
に
イ
カ
や
タ
コ
、
小
魚
な
ど

を
材
料
に
し
た
商
品
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ち
の
販
売
店
を
巡
れ
ば
、
き
っ
と
好
み

の
え
び
せ
ん
べ
い
を
見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
。

「
こ
ん
な
え
び
せ
ん
べ
い
が
食
べ
た
い
」

と
い
う
希
望
が
あ
れ
ば
、
店
の
方
に
伝
え

て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

地
元
だ
か
ら
味
わ
え
る

「
半
生
焼
け
」
の
え
び
せ
ん
べ
い
を
ご

存
じ
で
す
か
。
エ
ビ
の
む
き
身
が
そ
の
ま

ま
使
わ
れ
、
柔
ら
か
い
の
が
特
徴
で
す
。

そ
の
食
感
は「
ぱ
り
っ
」で
は
な
く
、「
ぬ

し
っ
」
と
し
た
感
じ
。
初
め
て
食
べ
る
と

湿
気
っ
て
い
る
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
か
め
ば
か
む
ほ
ど
エ
ビ
の
風
味
が
あ

ふ
れ
出
し
、
鼻
か
ら
香
り
が
抜
け
て
い
き

ま
す
。
半
生
仕
上
げ
で
日
持
ち
し
に
く
い

た
め
、
こ
の
地
域
だ
か
ら
こ
そ
味
わ
え
る

一
品
で
す
。

贈
り
物
に
も
ど
う
ぞ

軽
く
て
日
持
ち
す
る
え
び
せ
ん
べ
い
は
、

贈
り
物
や
土
産
に
最
適
で
す
。
こ
の
地
域

の
味
を
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
や
遠
方
の

知
り
合
い
に
送
っ
て
み
て
は
ど
う
で
す
か
。

き
っ
と
喜
ば
れ
る
は
ず
で
す
。

楽
し
み
方
い
ろ
い
ろ

そ
の
ま
ま
食
べ
て
も
お
い
し
い
え
び
せ

ん
べ
い
で
す
が
、
料
理
に
ち
ょ
っ
と
足
す

の
も
お
薦
め
。
一
色
町
で
は
味
噌
汁
や
吸

い
物
、
湯
豆
腐
な
ど
に
え
び
せ
ん
べ
い
を

入
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
せ
ん
べ
い
か
ら
出

る
エ
ビ
の
う
ま
味
を
楽
し
む
そ
う
で
す
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
に
ト
ッ
ピ
ン
グ

し
て
も
合
う
そ
う
。
自
分
な
り
に
ア
レ
ン

ジ
す
る
の
も
楽
し
い
で
す
ね
。

種
類
が
た
く
さ
ん
！

自
分
好
み
を
探
す

小
花
を
揚
げ
て
、
塩

を
ま
ぶ
し
た
も
の
。

香
ば
し
い
エ
ビ
の
風

味
が
特
徴

厚
焼
き
揚
げ焼き上がった小ぶりのせん

べいをしょうゆなどで作っ
た調味液にくぐらせ、乾燥
させたもの

小花

焼き上がった花丸を一度湿らせてから、
丸めてのりで巻いたもの。筒状になって
いるので、食べた時に細かく砕け、エビ
とのりの風味を一緒に楽しめる

のり巻き

一
度
焼
い
た
せ
ん
べ
い
を
し
ょ
う

ゆ
な
ど
で
作
っ
た
調
味
液
に
く
ぐ

ら
せ
、
の
り
を
ま
ぶ
し
て
、
も
う

一
度
焼
い
た
も
の
。
堅
い
食
感
と

濃
い
味
付
け
が
特
徴

寄
せ
焼
き

最も伝統的な素焼きのえ
びせんべい。エビのうま
味を直接感じられる

花丸

えびせんべい、いろいろ。
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え
び
せ
ん
べ
い
の
始
ま
り

一
色
町
で
え
び
せ
ん
べ
い
の
生
産
が
始

ま
っ
た
の
は
、
今
か
ら
１
０
０
年
以
上
前

の
こ
と
。
こ
の
頃
の
一
色
町
は
、
今
と
同

様
に
豊
か
な
三
河
湾
の
幸
で
栄
え
た
半
農

半
漁
の
ま
ち
で
し
た
。
ち
く
わ
や
か
ま
ぼ

こ
の
製
造
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
た
「
か

ま
ぼ
こ
の
文
吉
」
が
、
三
河
湾
で
大
量
に

捕
れ
る
「
ア
カ
シ
エ
ビ
」
を
使
い
、
え
び

せ
ん
べ
い
を
作
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
ア
カ
シ
エ
ビ
は
国
内
で
の
需
要

が
伸
び
ず
、
乾
燥
さ
せ
て
中
国
な
ど
に
輸

出
。
中
国
で
え
び
せ
ん
べ
い
と
し
て
加
工

さ
れ
、
再
び
日
本
へ
運
ば
れ
て
い
た
の
で

す
。
そ
れ
は
庶
民
に
は
手
の
届
か
な
い
高

級
品
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
え
び
せ
ん

べ
い
を
口
に
し
た
文
吉
は
、
え
び
せ
ん
べ

い
の
製
造
を
決
意
。
地
元
産
の
え
び
せ
ん

べ
い
作
り
に
取
り
掛
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
や
伊
勢
湾
台
風

な
ど
幾
多
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
ピ
ー
ク

時
に
は
、
１
０
０
以
上
の
業
者
が
こ
の
地

域
で
え
び
せ
ん
べ
い
を
製
造
し
て
い
ま
し

た
。
現
在
は
、
一
色
町
を
中
心
に
3６
の
事

業
者
が「
三
河
一
色
え
び
せ
ん
べ
い
組
合
」

に
所
属
し
、
地
域
全
体
で
伝
統
の
味
を
受

け
継
い
で
い
ま
す
。

今
年
の
２
月
９
日
、「
三
河
一
色
え
び
せ

ん
べ
い
」
が
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
登
録

さ
れ
ま
し
た
。
地
域
ブ
ラ
ン
ド
は
地
域
経

済
の
活
性
化
を
支
援
す
る
た
め
に
特
許
庁

が
創
設
し
た
制
度
。
地
域
名
と
商
品
名
を

組
み
合
わ
せ
た
呼
称
が
登
録
さ
れ
ま
す
。

同
組
合
は
平
成
２0
年
ご
ろ
に
登
録
を
試

み
ま
し
た
が
、
当
時
の
法
律
下
で
は
出
願

の
条
件
を
満
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
２６
年

に
法
律
が
改
正
さ
れ
、
商
工
会
な
ど
の
出

願
が
可
能
に
な
る
と
、
一
色
町
商
工
会
は

地
場
産
業
の
保
護
と
え
び
せ
ん
べ
い
の
ブ

ラ
ン
ド
化
を
目
指
し
、
２８
年
１２
月
に
同
組

合
と
協
力
し
て
「
三
河
一
色
え
び
せ
ん
べ

い
」
を
出
願
。
今
年
、
同
組
合
に
と
っ
て

念
願
の
登
録
と
な
っ
た
の
で
す
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
登

録
さ
れ
た
「
三
河
一
色

え
び
せ
ん
べ
い
」
の
定

義
は
、
一
色
町
と
そ
の

周
辺
で
製
造
さ
れ
て
い

る
え
び
せ
ん
べ
い
で
あ

る
こ
と
。
今
回
の
登
録

で
、
味
や
品
質
な
ど
の

信
用
が
高
ま
り
、
他
地

域
の
商
品
と
の
差
別
化

が
期
待
で
き
ま
す
。

市
内
の
地
域
ブ
ラ
ン

ド
へ
の
登
録
は
「
西
尾

の
抹
茶
」「
一
色
産
う
な

ぎ
」
に
続
き
、
三
つ
目
。

市
で
は
地
域
ブ
ラ
ン
ド

へ
の
登
録
を
追
い
風
に
、

「
三
河
一
色
え
び
せ
ん

べ
い
」
を
全
国
に
広
め

る
と
と
も
に
、
三
つ
の

特
産
品
を
連
携
さ
せ
、

西
尾
の
魅
力
を
全
国
へ

発
信
し
て
い
き
ま
す
。

地
域
の
味
を
守
る

「
三
河
一
色
え
び
せ
ん
べ
い
」
の
生
産

者
は
互
い
に
仲
が
良
く
、
困
っ
た
こ
と
が

あ
れ
ば
助
け
合
っ
て
い
ま
す
。
エ
ビ
の
種

類
に
合
わ
せ
た
練
り
方
や
焼
き
方
の
こ
つ

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
生
産
者
同
士

で
解
決
。
ま
さ
に
、
地
域
で
え
び
せ
ん
べ

い
を
守
り
、
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
す
。

若
い
世
代
に
も
地
域
の
特
産
品
に
親
し

ん
で
も
ら
お
う
と
、
昨
年
度
、
市
内
の
小

学
校
を
卒
業
す
る
全
て
の
児
童
に
え
び
せ

ん
べ
い
が
記
念
品
と
し
て
初
め
て
贈
ら
れ

ま
し
た
。「
一
昔
前
は
、
紅
白
ま
ん
じ
ゅ

う
が
卒
業
記
念
品
だ
っ
た
け
ど
、
こ
の
地

域
特
産
の
え
び
せ
ん
べ
い
を
贈
れ
ば
、
面

白
い
と
思
い
企
画
し
た
」
と
当
時
同
組
合

長
を
務
め
て
い
た
鈴
木
茂
樹
さ
ん
（
桜
町

／
写
真
の
左
か
ら
二
人
目
）。
自
分
た
ち

の
住
む
ま
ち
の
特
産
品
を
知
っ
て
も
ら
い
、

大
人
に
な
っ
た
時
に
誇
り
を
持
っ
て
ほ
し

い
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
一
色
西
部
小
学
校
で
は
、
毎
年
え
び

昭和初期のえびせんべい作りの様子

地域ブランドの登録を市長に報告

地
域
ブ
ラ
ン
ド

登
録
ま
で
の
道
の
り
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一色西部小学校の手焼き体験

せ
ん
べ
い
の
工
場
で
手
焼
き
を
体
験
し
、

地
域
の
産
業
を
学
ん
で
い
ま
す
。
若
い
世

代
が
え
び
せ
ん
べ
い
に
親
し
む
こ
と
で
、

地
域
の
味
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
す
。

一
回
、
食
べ
て
み
り
ん

海
の
恵
み
か
ら
作
ら
れ
る
菓
子
・
え
び

せ
ん
べ
い
は
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
か
ら
大

人
ま
で
幅
広
い
世
代
に
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
ぱ
り
っ
と
い
う
歯
応
え
に
、
口
い
っ

ぱ
い
に
広
が
る
エ
ビ
の
う
ま
味
。
素
朴
だ

か
ら
こ
そ
飽
き
な
い
そ
の
味
は
、
多
く
の

人
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
地
域
ブ
ラ

ン
ド
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
追
い
風
に
、

ま
す
ま
す
注
目
が
集
ま
り
ま
す
。

心
を
込
め
て
作
ら
れ
る
地
元
の
味
「
三

河
一
色
え
び
せ
ん
べ
い
」。
ぜ
ひ
、
一
度

食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

三河一色えびせんべいキャラクター
えびらぶちゃん

「今は勉強することばかり。伝統の味を
守りながら、魅力的で新しい商品を作って
いきたい」と貴文さん。今は、エビのだし
を使った商品や薄くて堅い商品の開発を手
掛けているそうです。
「三河一色えびせんべい」のこれからに
ついて聞くと、「西尾に来たら、うなぎを食
べて、抹茶を飲んで、
えびせんべいをお土
産に買って帰る。
そんな観光のモ
デルができたら
いい。市民の皆さ
んにも、市内の
店舗を巡っ
て、お気に
入りのえ
びせんべい
を探しても
らいたい」と
力強く語って
くれました。

材料であるエビの価格の高騰など、えび
せんべいを取り巻く環境には多くの課題が
あります。後継者不足もその一つ。大正８
（１９１９）年創業で、来年１００周年を迎える㈲
丸源えびせんべい（一色町）は、市内で最
も古くからある老舗です。店の５代目・稲
垣貴文さん（３１歳）は、社長である母・充
子さんや勤続３０年以上のベテラン従業員に
支えられながら、日々腕を磨いています。
貴文さんは３年前、長年務めていた職人
が店を辞めるのをきっかけに、それまでの
仕事を辞め、店を継ぐことを決意。小さな
頃から店の手伝いをしていたので、あまり
抵抗はなかったそうです。「近所の人は小さ
い頃からかわいがってくれていた。継ぐこ
とをみんな喜んでくれた」とうれしそうに
話してくれました。早朝の材料の仕入れな
ど大変なことが多い中、おいしいと言って
もらえることにやりがいを感じているそう。
贈り物でもらったえびせんべいがおいしか
ったと、遠くからわざわざ買いに来てくれ
る方もいるそうです。
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稲垣貴文さん
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