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よ
う
に
し
っ
か
り
と
こ
ね
た
硬
め
の
生
地
を
縄

状
に
ね
じ
っ
た
り
板
状
に
延
ば
し
、適
度
な
大

き
さ
に
切
り
、菜
種
油
で
じ
っ
く
り
と
時
間
を

か
け
て
揚
げ
ま
し
た
。揚
げ
立
て
に
砂
糖
蜜
を

掛
け
た
播
州
か
り
ん
と
う
は
、一
躍
、当
時
の

人
気
商
品
に
な
り
ま
し
た
。

播
州
か
り
ん
と
う
の
栄
枯
盛
衰

　

姫
路
城
の
南
西
に
位
置
し
て
い
る
姫
路
船

場
別
院
本
徳
寺
は
、東
本
願
寺
別
院
の
称
号

を
受
け
て
い
ま
す
。播
州
か
り
ん
と
う
は
、そ
の

門
前
に
並
ぶ
菓
子
屋
で
売
ら
れ
、参
詣
客
の
み

や
げ
も
の
と
し
て
人
気
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　

大
正
元
年
に
発
行
さ
れ
た『
姫
路
紀
要
』に

は
、「
天
保
の
頃
よ
り
需
要
を
増
し
、幕
末
の
頃

に
は
姫
路
城
下（
船
場
の
博
労
町
一
帯
）に
製

造
す
る
家
が
軒
を
連
ね
て
い
た
」と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。明
治
維
新
後
は
盛
況
を
極
め
、明
治

時
代
の
貨
幣
で
売
上
額
は
30
万
円
に
も
達
す

家
老
・
河
合
寸
翁
の
功
績

　　

播
州
か
り
ん
と
う
の
歴
史
は
、江
戸
時
代
後

期
に
遡
り
ま
す
。

　

姫
路
城
城
主・酒
井
忠
恭（
さ
か
い 

た
だ
ず
み
）

は
教
養
人
と
し
て
知
ら
れ
、茶
の
湯
に
精
通
し

城
下
の
文
化
を
大
き
く
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
、忠
恭
の
跡
を
継
い
だ
の
が
酒
井
忠
以

で
す
。忠
以
は
、藩
の
財
政
が
厳
し
く
な
る
中
、

家
老
だ
っ
た
河
合
寸
翁（
か
わ
い 

す
ん
の
う
）に
藩

政
改
革
を
託
し
ま
し
た
。

　

命
を
受
け
た
寸
翁
は
、各
地
の
物
産
を
城
下

に
集
積
さ
せ
、物
流
の
拠
点
と
し
て
賑
わ
い
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。寸
翁
自
身
も
忠
恭
、忠
以

に
な
ら
い
茶
の
湯
を
嗜
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
和

菓
子
作
り
を
推
奨
し
、江
戸
、京
都
、長
崎
へ
職

人
を
派
遣
し
製
造
技
術
を
習
得
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、長
崎
へ
派
遣
し
て
い
た
菓
子
職
人

が
、オ
ラ
ン
ダ
商
館
で
製
法
を
学
び
伝
え
た
の
が

播
州
か
り
ん
と
う
の
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
城
下
に
は
、播
州
か
り
ん
と
う
の

原
材
料
と
な
る
良
質
な
小
麦
粉
や
菜
種
油
、砂

糖
が
集
ま
って
い
ま
し
た
。そ
れ
ら
を
元
に
食
べ

応
え
の
あ
る
食
感
を
出
す
た
め
に
、う
ど
ん
の

る
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、明
治
45
年

に
は
、第
1
回
全
国
菓
子
大
博
覧
会
に
出
展

し
、全
国
に
播
州
か
り
ん
と
う
を
知
ら
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、第
二
次
世
界
大
戦
の
空
襲
で
、姫

路
市
内
の
菓
子
屋
の
多
く
が
消
失
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
が
、郊
外
で
米
菓
子
製
造
を
し
て
い

た
わ
が
家
は
戦
災
を
逃
れ
、避
難
し
て
く
る
菓

子
屋
の
職
人
た
ち
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。そ
の

時
、小
麦
粉
と
油
と
鍋
が
あ
れ
ば
な
ん
と
か
作

れ
る
だ
ろ
う
と
、か
り
ん
と
う
の
製
造
方
法
を

教
え
て
も
ら
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、播
州
か
り

ん
と
う
の
伝
統
の
技
を
、今
に
受
け
継
ぐ
こ
と

が
で
き
た
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

伝
統
の
味
を
伝
え
続
け
て

　

職
人
か
ら
伝
授
さ
れ
た
播
州
か
り
ん
と
う

の
製
造
技
術
を
守
り
、祖
父
の
跡
を
継
ぎ
、伯

父
、父
、叔
父
と
受
け
継
が
れ
、私
は
5
代
目
で

す
。子
ど
も
の
頃
か
ら
父
た
ち
の
姿
を
見
て
育

ち
ま
し
た
が
、当
社
は
播
州
か
り
ん
と
う
の
製

造
で
は
後
発
だ
っ
た
た
め
、販
路
の
拡
大
に
奔

走
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

播
州
か
り
ん
と
う

日
本
を
旅
す
る

プ
レ
ミ
ア
ム
に

会
い
に
行
こ
う

常
盤
堂
製
菓
株
式
会
社

播
州
か
り
ん
と
う
は
、世
界
文
化
遺
産
・
国
宝
姫
路

城
の
お
膝
元
で
生
ま
れ
た
。創
業
80
年
を
迎
え
た
常

盤
堂
製
菓
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
の
天
野
治

さ
ん
に
、播
州
か
り
ん
と
う
の
伝
統
を
守
り
続
け
る
理

由
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。
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高
度
成
長
時
代
ま
っ
た
だ
中
の
昭
和
36
年

頃
に
、関
東
の
メ
ー
カ
ー
が
機
械
化
に
成
功
し

ま
し
た
。そ
の
か
り
ん
と
う
は
、播
州
か
り
ん

と
う
よ
り
も
柔
ら
か
く
食
べ
や
す
い
イ
メ
ー
ジ

が
先
行
し
、販
路
の
奪
い
合
い
も
あ
っ
た
よ
う

で
す
。戦
災
を
逃
れ
な
ん
と
か
継
続
し
て
い
た

姫
路
の
菓
子
製
造
業
に
は
大
き
な
痛
手
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

当
社
は
、大
量
生
産
に
は
着
目
せ
ず
、播
州

か
り
ん
と
う
の
伝
統
で
あ
る
職
人
の
手
作
り
に

こ
だ
わ
っ
て
き
ま
し
た
。そ
の
た
め
、常
に
消
費

者
が
求
め
る
声
に
耳
を
傾
け
、播
州
か
り
ん
と

う
の
製
造
技
術
を
頑
な
に
守
り
な
が
ら
、新
し

い
ア
イ
デ
ア
を
注
ぎ
商
品
化
を
繰
り
返
し
て
き

ま
し
た
。ま
た
、食
の
安
全
の
観
点
か
ら
、サ
ト

ウ
キ
ビ
を
自
社
で
栽
培
し
、自
家
製
砂
糖
を

使
っ
た
商
品
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

素
材
で
香
ば
し
い
風
味
を
楽
し
め
る
播
州

か
り
ん
と
う
は
、噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
味
わ
い
深
い

の
が
最
大
の
特
長
で
す
。

見どころスポット

史跡生野銀山
室町時代に銀石を掘り起し、その後、日本最大の鉱脈
が見つかり、当時の銀山日誌には「銀の出ること土砂
のごとし」と記述されていました。閉山した昭和４８年の
翌年には、観光施設として開設されました。平成23年
には、日本の鉱山採掘の貴重な資料を展示する生野
銀山文化ミュージアムがオープンしています。
住所　兵庫県朝来市生野町小野33－5
電話　079-679-2010（株式会社シルバー生野）
詳しくはhttps://www.hyogo-tourism.jp/spot/
（兵庫県公式観光サイト）
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【お問い合わせ】
常盤堂製菓株式会社
電話 0790-24-3000　
営業時間 9：30～18：00
定休日 毎週月曜日

国宝姫路城
姫路城は、平成5年12月に、奈良の法隆寺とともに日
本で初めて世界文化遺産に指定されました。ちょうど白
鷺が羽根を広げたような優美な姿から「白鷺城」の愛
称で親しまれています。現存する大天守は、慶長14年
（1609）に建築されたもので、400年以上も美しい姿を
見せています。（写真提供：姫路市）
住所　姫路市本町68番地
電話　079-285-1146（姫路城管理事務所）
詳しくはhttps://www.city.himeji.lg.jp/castle/
（姫路城公式サイト）

生野銀山

山陽新幹線

姫路駅

新神戸駅

生野駅
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国宝姫路城

常盤堂製菓 株式会社

摩耶山

神戸の夜景
日本三大夜景の一つである神戸の夜景は、「摩耶山」
の掬星台（きくせいだい）からの眺望がおすすめです。
「手で星が掬（すく）える」ぐらい標高が高いという名前
の由来のとおり星空に近く、かつて昭和天皇もご覧に
なられました。神戸市街、大阪市街、関西国際空港、大
阪湾に浮かぶ船舶の明かりが見渡せます。
住所　神戸市灘区麻耶山町
詳しくはhttps://www.hyogo-tourism.jp/spot/
（兵庫県公式観光サイト）
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1 温度、湿度に合わせて生地をのばすのも
職人の技。
江戸時代から伝わる「硬こね」された生地
シート状に延ばされた生地
収穫したサトウキビ。雑味の原因となる
余分な葉を取り除く。
煮詰めた糖を均一に冷却
形、色、風味など、多くのアイデアから商品
化された播州かりんとう。播州黒蜜、播州
白蜜、うず巻きかりんとう。
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