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但馬の隠れた逸品  Ippin

　

肌
寒
く
な
っ
て
き
た
こ
の
季
節
、
ホ
カ
ホ

カ
の
中
華
ま
ん
が
恋
し
く
な
っ
て
く
る
。
そ

ん
な
時
に
オ
ス
ス
メ
し
た
い
逸
品
が
香
住
ガ
ニ

の『
か
に
み
そ
ま
ん
』だ
。

　

ず
っ
し
り
大
き
な
か
に
み
そ
ま
ん
が
香
住

ガ
ニ
の
甲
羅
の
中
に
ド
ン
っ
と
鎮
座
し
て
お

り
、
見
た
目
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
十
分
。
ほ
ん
の

り
甘
い
フ
ワ
フ
ワ
の
生
地
は
も
っ
ち
り
口
溶
け

が
よ
く
、
そ
れ
だ
け
で
も
美
味
し
い
。
生
地

を
割
る
と
、
ふ
わ
っ
と
上
が
る
湯
気
と
と
も

に
カ
ニ
の
香
り
が
食
欲
を
刺
激
す
る
。
中
に

は
香
住
ガ
ニ
の
身
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
て
、

カ
ニ
み
そ
の
風
味
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
。

　

こ
の
か
に
み
そ
ま
ん
は
香
美
町
香
住
で

■中華料理 白龍
［所］兵庫県美方郡香美町香住区香住1456-1 
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［時］11 〜14 時、17 〜 20 時   ［問］0796-36-2967
＊地元で長年愛されている中華料理店。目の前には香住海岸
が広がり、観光客やリピーターで賑わう。かにみそまんはお持
ち帰り用もあり。提供期間：香住ガニのシーズン中
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関西では香住漁港だけで水揚げされるベニズワイガニ。地元では「香住
ガニ」と呼ばれている。カニの甲羅を使うことで生地にカニの香りが移
り、蒸し上げた際にカニみそが噴火して流れ出ても受け皿になる。

店では香住ガニメニューで
人気の「かにみそ坦々麺」も
楽しめる。カニの身とカニ
みそ＆ラー油と豆板醤の風
味が絶妙にマッチ。

愛
さ
れ
る
創
業
42
年
の
中
華
料
理
店
「
白

龍
」で
提
供
さ
れ
て
い
る
。

　
「
香
住
ガ
ニ
そ
の
も
の
が
美
味
し
い
の
で
そ

こ
が
魅
力
。
手
作
り
に
こ
だ
わ
っ
て
作
っ
て
い

ま
す
」
と
は
、
か
に
み
そ
ま
ん
を
開
発
し
た

髙
野
真
由
美
さ
ん
。

　

数
年
前
に
店
を
経
営
す
る
両
親
が
体
調

を
崩
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
頃
か
ら
店
を

手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
香
住
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
商
品
が
作
り
た
い
と
開
発
を
始
め
る
。

　

髙
野
さ
ん
は
神
戸
の
豚
ま
ん
専
門
店
で

働
い
て
い
た
兄
か
ら
生
地
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
学
ん
だ
。
発
酵
時
の
湿
度
や
分
量
に
よ
っ

て
蒸
し
上
が
っ
た
時
の
食
感
が
変
わ
る
た
め
、

香
住
ガ
ニ
ぎ
っ
し
り
！
カ
ニ
の
香
り
が
湯
気
立
つ
名
物
中
華
ま
ん

感
覚
を
掴
む
ま
で
が
大
変
だ
っ
た
そ
う
。
料

理
人
で
あ
る
父
は
厳
し
く
、
厨
房
へ
は
立
た

せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
自
宅
で
の
試
作
づ
く

り
の
日
々
。
何
度
も
何
度
も
却
下
さ
れ
て

は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
完
成
さ
せ
た
。

　

中
身
の
餡
は
父
が
作
る
。
カ
ニ
を
湯
が
い

て
身
を
取
り
出
し
、
42
年
の
歴
史
が
誇
る
秘

伝
の
中
華
ス
ー
プ
と
カ
ニ
み
そ
を
合
わ
せ
、８

時
間
も
の
時
間
を
か
け
て
作
ら
れ
て
い
る
。

　
「
自
分
た
ち
で
作
っ
た
料
理
で
笑
顔
に
し

た
い
」
と
の
想
い
を
詰
め
、
親
子
で
作
り
上

げ
た
香
住
の
名
物
。
あ
っ
た
か
い
湯
気
と
幸

福
感
に
包
ま
れ
る
か
に
み
そ
ま
ん
を
ぜ
ひ
口

い
っ
ぱ
い
に
頬
張
っ
て
ほ
し
い
。
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大
粒
で
実
が
よ
く
し
ま
り
、
豊
か
な
香

り
が
食
欲
を
そ
そ
る
純
白
色
の
に
ん
に
く
。

　

こ
の
に
ん
に
く
を
作
っ
た
の
は
図
書
館
製

本
を
行
う
技
術
者
た
ち
だ
。
図
書
館
製
本

と
は
、
複
数
の
雑
誌
や
資
料
な
ど
を
ま
と

め
て
一
冊
の
本
に
仕
立
て
直
す
合
冊
製
本

や
壊
れ
た
本
の
修
理
な
ど
を
行
う
製
本
業

の
こ
と
。
養
父
市
大
屋
町
に
あ
る
ナ
カ
バ
ヤ

シ
株
式
会
社
で
は
製
本
業
と
農
業
、“
畑
違

い
”の
事
業
を
両
立
し
て
い
る
。

　

図
書
館
製
本
業
は
繁
忙
期
と
閑
散
期
の

差
が
激
し
く
、
こ
の
差
を
埋
め
る
こ
と
が
創

業
以
来
の
課
題
だ
っ
た
。
近
年
は
デ
ジ
タ
ル

化
や
紙
媒
体
の
縮
小
か
ら
仕
事
量
も
減
少
。

今
ま
で
以
上
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。

　
「
製
本
は
ナ
カ
バ
ヤ
シ
の
魂
で
す
。
こ
の

技
術
は
ま
さ
に
職
人
の
技
。
身
に
つ
け
る
に

は
年
月
が
必
要
な
ん
で
す
」
と
工
場
長
の

小
谷
英
輔
さ
ん
。
仕
事
量
の
減
少
と
と
も

に
人
を
減
ら
す
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
熟
練

の
技
術
者
が
い
な
け
れ
ば
繁
忙
期
は
対
応

で
き
な
い
。
雇
用
を
維
持
し
な
が
ら
問
題

を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

２
０
１
５
年
、
農
機
具
メ
ー
カ
ー
の
ヤ
ン

マ
ー
と
の
出
会
い
が
あ
り
、に
ん
に
く
の
栽
培

に
注
目
。
に
ん
に
く
の
栽
培
も
製
本
業
と

同
じ
で
繁
忙
期
と
閑
散
期
の
差
が
激
し
く
、

そ
の
繁
閑
の
山
と
谷
が
う
ま
く
合
致
し
た
。

　

栽
培
を
始
め
た
頃
は
あ
ま
り
に
畑
違
い

な
た
め
、
社
員
に
も
驚
き
の
声
が
広
が
っ
た
。

し
か
し
意
外
に
も
や
っ
て
み
た
ら
お
も
し
ろ

い
。
そ
れ
な
ら
「
自
分
た
ち
で
も
や
っ
て
み

よ
う
」
と
農
業
特
区
の
制
度
を
利
用
し
農

地
を
購
入
。「
ナ
カ
バ
ヤ
シ
は
本
気
だ
」
と

周
囲
に
も
そ
の
決
意
が
伝
わ
っ
た
。

　
「
活
字
の
情
報
や
文
化
を
未
来
へ
残
す
こ

と
が
私
た
ち
製
本
職
人
の
使
命
。
紙
媒
体

が
減
っ
て
も
や
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」

と
小
谷
さ
ん
。
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
日

本
の
大
学
・
公
共
図
書
館
の
８
～
９
割
の
製

本
が
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
理
由

だ
。
製
本
の
技
術
を
守
る
た
め
、
覚
悟
を

持
っ
て
慣
れ
な
い
農
業
へ
参
入
し
た
と
語
る
。

　
「
製
本
は
お
客
様
か
ら
本
を
お
預
か
り

し
、
仕
立
て
直
し
て
か
ら
お
返
し
す
る
顔
の

見
え
る
仕
事
な
の
で
一
層
気
持
ち
が
込
も

る
。
に
ん
に
く
に
対
し
て
も
そ
の
丁
寧
さ
を

大
切
に
し
た
い
」。

　

仕
事
の“
二
毛
作
”と
そ
の
覚
悟
に
よ
っ
て
、

匠
の
技
が
未
来
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

事業の「二毛作」で
匠の技を未来へ
ナカバヤシ株式会社

［所］養父市大屋町笠谷111（兵庫工場）  TEL.079-669-0227

◎アルバムの製造販売や製本業で有名。図書館製本の主力

工場として昭和 48 年に兵庫工場が新設された。製本業と農

業の「二刀流事業」を行っている。

製本の繁忙期は年度末の1 〜 3月、夏休みの7 〜 9月に集中する。閑散期である 4 〜 6月、10 〜12 月はちょう
どにんにくの収穫と植え付けの時期に合致。今後は加工品などの 6 次産業にも力を入れていく予定だ。
養父市大谷にある関宮工場ではリーフレタスなどの水耕栽培を行っている。

〜但馬が誇る企業の現場に密着〜
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DATA

年間 40 万冊もの製本を行
う。7 〜 8 年かけてやっと習
得できる技術もある。

気候・風土・標高差を利用し、
寒地系と暖地系両方のにん
にくを栽培することに成功。


