
と
し
て
法
人
化
、
柿
の
葉
す
し
専
門
店
と

し
て
出
発
し
ま
し
た
。

　

奈
良
・
和
歌
山
は
全
国
有
数
の
柿
の
産

地
。
し
か
し
柿
の
葉
す
し
を
年
中
製
造
販

売
す
る
に
は
、
柿
の
葉
が
な
い
冬
か
ら
春

に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
柿
の
葉
を
調
達
す

る
の
か
、
柿
の
葉
の
保
存
方
法
の
研
究
が

不
可
欠
で
す
。
祖
父
は
何
度
も
試
行
錯
誤

を
重
ね
て
柿
の
葉
の
塩
漬
け
技
術
を
確
立

し
、
今
で
は
年
中
当
た
り
前
の
よ
う
に
柿

の
葉
す
し
が
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

―
そ
の
後
、
多
店
舗
展
開
を
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

法
隆
寺
の
隣
に
中
宮
寺
と
い

う
皇
室
ゆ
か
り
の
尼
寺
が
あ
り
ま
す
。

１
９
７
９
年
に
昭
和
天
皇
、
皇
后
両
陛
下

が
奈
良
県
下
に
御
幸
洛
の
際
、
中
宮
寺
御

門
跡
さ
ま
を
通
じ
て
当
社
の
柿
の
葉
す
し

を
献
上
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同
じ

頃
、
東
京
百
貨
店
で
の
す
し
催
事
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

高
島
屋
さ
ま
か
ら
出
店
の
お
話
を
い
た
だ

き
、
１
９
８
０
年
に
百
貨
店
初
の
直
営
店

舗
を
大
阪
な
ん
ば
に
開
店
し
ま
し
た
。

　

１
９
８
４
年
に
は
五
條
新
町
に「
五
條

本
店
」
を
移
転
し
、
そ
こ
で
柿
の
葉
す
し

専
門
店
と
し
て
は
初
と
な
る
通
信
販
売
事

業
を
立
ち
上
げ
、
全
国
発
送
を
開
始
し
ま

し
た
。
柿
の
葉
す
し
は
馴
れ
す
し
の
一
種

で
、
で
き
た
て
よ
り
も
一
晩
寝
か
せ
た
翌

日
が
食
べ
頃
で
す
。
こ
の
特
徴
を
活
か
し

て
配
送
中
に
熟
成
さ
れ
た
食
べ
頃
の
柿
の

葉
す
し
が
全
国
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
限
ら
れ
た
地
域
の
郷
土
料
理
だ
っ
た

柿
の
葉
す
し
が
奈
良
名
物
と
し
て
次
第
に

認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
２
０
１
１
年
、
近
鉄
奈

良
駅
前
に「
な
ら
本
店
」
を
開
店
、「
五
條

本
店
」
と
二
つ
の
本
店
を
構
え
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
五
條
か
ら
40
キ
ロ
離
れ
た

奈
良
を
目
指
し
て
約
40
年
、五
条
名
物「
た

な
か
の
柿
の
葉
す
し
」と
し
て
、
全
国
・
世

界
の
お
客
さ
ま
を
迎
え
る
奈
良
の
玄
関
口

に
本
店
を
構
え
る
こ
と
は
、
祖
父
、
母
と

私
の
親
子
三
代
の
夢
で
あ
り
、
実
現
で
き

た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

―
柿
の
葉
す
し
に
は
、
ど
の
よ
う
な

ル
ー
ツ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

柿
の
葉
す
し
は
、
も
と
も
と
海
か

ら
遠
く
離
れ
た
奈
良
・
和
歌
山
山
間
部
、

吉
野
川（
紀
の
川
）
流
域
地
域
の
郷
土
料

理
で
す
。
現
在
の
よ
う
な
冷
蔵
冷
凍
設
備

や
物
流
網
の
な
い
時
代
、
航
路
を
利
用
し

こ
だ
わ
り
の
素
材
と
製
法
で

�

独
自
の
味
を
追
求

吉
野
杉
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
川
下
の

和
歌
山
に
運
ば
れ
、
そ
の
帰
り
に
海
産
物

が
持
ち
帰
ら
れ
ま
し
た
。
海
で
獲
れ
た
魚

を
塩
漬
け
し
、
酢
で
〆
て
薄
く
そ
ぎ
切
り

に
し
、
す
し
飯
と
合
わ
せ
、
身
近
に
あ
っ

た
柿
の
葉
で
包
ん
で
作
っ
た
柿
の
葉
す
し

は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な

珍
品
で
、
古
く
か
ら
夏
祭
り
の
ご
ち
そ
う

と
し
て
各
家
庭
で
作
ら
れ
、
母
か
ら
娘
に

代
々
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

―
味
の
こ
だ
わ
り
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

田
中　

柿
の
葉
す
し
は
江
戸
前
す
し
と

は
違
い
魚
の
旨
み
と
柿
の
葉
の
香
り
が
染

み
込
ん
だ
ご
飯
を
味
わ
う
お
す
し
で
す
。

当
社
で
は
す
し
飯
に
は
特
に
こ
だ
わ
っ

て
お
り
、
味
の
ベ
ー
ス
で
あ
る
す
し
酢
の

配
合
は
今
も
祖
母
の
代
よ
り
受
け
継
い

だ
秘
伝
の
も
の
で
す
。
米
は
酢
を
打
ち
、

し
て
い
ま
す
。
鯖
の
身
の
厚
み
は
す
し
飯

と
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
な
る
よ
う
調
整

し
、
そ
れ
ら
を
柿
の
葉
で
包
ん
で
木
桶
に

詰
め
、
最
後
に
し
っ
か
り
と
重
石
を
し
ま

す
。
こ
の
重
石
が
味
の
決
め
手
で
、
鯖
の

身
と
す
し
飯
を
圧
着
さ
せ
、
余
分
な
空
気

を
抜
く
こ
と
で
熟
成
が
始
ま
り
、
柿
の
葉

の
香
り
が
染
み
込
ん
だ
柿
の
葉
す
し
が

完
成
し
ま
す
。

―
１
９
９
２
年
に
本
社
工
場
を
五
條
市

の
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
・
な
ら
工
業
団
地
に
新

柿
の
葉
す
し
を

全
国
の
お
客
さ
ま
に

�

届
け
る
た
め
の
近
代
化

重
石
を
し
て
も
負
け
な

い
日
本
晴
と
い
う
品
種

を
滋
賀
県
東
近
江
市
で

特
別
栽
培
し
た
も
の
を

使
用
し
て
い
ま
す
。
鯖

は
、
日
本
近
海
で
獲
れ

る
脂
の
の
っ
た
寒
鯖
を

厳
選
し
、
自
社
の
基
準

で
塩
漬
け
加
工
し
た
も

の
を
一
枚
ず
つ
手
す
き

―
創
業
の
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中
社
長　

当
社
の
創
業
は
明
治
後
期
、

１
９
０
３
年
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時

は
大
工
の
棟
梁
を
生
業
と
し
て
お
り
、
多

く
の
職
人
に
賄
い
の
食
事
を
提
供
す
る
傍

ら
、
国
鉄
五
条
駅
前
の
商
店
街
で
食
堂
を

営
ん
で
お
り
ま
し
た
。
五
條
市
は
奈
良
南

西
部
、
大
阪
・
和
歌
山
と
の
県
境
に
位
置

し
、
古
く
か
ら
人
や
物
資
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
行
き
交
う
交
通
の
要
衝
地
。
こ

の
五
条
駅
前
の
食
堂
で
柿
の
葉
の
採
れ
る

夏
場
に
だ
け
提
供
し
て
い
た
柿
の
葉
す
し

が
当
社
の
原
点
で
す
。

　

そ
の
後
、
食
堂
は
父
を
早
く
に
亡
く
し

た
祖
父
田
中
修
司
に
引
き
継
が
れ
、
祖
母

孝た
か

が
作
る
柿
の
葉
す
し
は
次
第
に
評
判

を
呼
び
、
遠
方
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
お
客

さ
ま
が
訪
れ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
祖
父
は
柿
の
葉
す
し
に
商
機

を
見
い
だ
し
、
１
９
７
３
年
に
株
式
会
社

地
元
の
郷
土
料
理
で
あ
る

�

柿
の
葉
す
し
を
商
品
化

お 客 さ ま
訪 問 レ ポ ー ト

― 

老
舗
企
業
に
学
ぶ 

―

先
人
か
ら
受
け
継
い
だ

奈
良
の
食
文
化
を
次
の
世
代
へ

株
式
会
社 

柿
の
葉
す
し
本
舗
た
な
か（
奈
良
県
五
條
市
）「柿の葉すし」は、奈良・五條の風土と先人の知恵が生み出した味わい深い逸品

　
株
式
会
社
柿
の
葉
す
し
本
舗
た
な
か
は
、
柿
の
葉
す
し
の
専
門
店
と
し
て
、
関

西
・
名
古
屋
・
東
京
に
34
店
舗
を
展
開
し
て
い
る
。
海
の
な
い
奈
良
県
南
部
地

域
の
郷
土
料
理
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
柿
の
葉
す
し
は
、
今
や
奈
良
名
物
と

し
て
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
よ
り
受
け
継
が
れ
る
地
元

の
食
文
化
を
未
来
に
伝
え
る
た
め
に
、
企
業
と
し
て
何
を
守
り
、
何
を
変
え
て
い

く
の
か
。
田
中
妙
子
代
表
取
締
役
社
長
に
お
話
を
伺
っ
た
。

伝統ある食文化を次世代へ伝えていくとともに、
時代に合わせて新たな「柿の葉すし」の魅力を発信
する田中妙子代表取締役社長
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―
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
伴

い
、
食
生
活
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
変
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

田
中　

奈
良
土
産
や
贈
答
品
と
し
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
柿
の
葉
す
し
で
す

が
、
夏
祭
り
の
ご
ち
そ
う
が
ル
ー
ツ
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
ハ
レ
の
日
や
・
年
末
年

始
な
ど
、
人
が
集
う
シ
ー
ン
に
は
大
変
喜

ば
れ
て
い
ま
す
。
ご
自
宅
用
・
お
弁
当
と

し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
ず
つ
が
柿
の
葉

で
包
ま
れ
て
お
り
、
お
箸
を
使
う
こ
と
な

く
、
手
軽
に
食
べ
ら
れ
る
一
口
サ
イ
ズ
の

「
ち
い
さ
な
ご
ち
そ
う
」
と
し
て
、
ホ
ー
ム

パ
ー
テ
ィ
や
お
花
見
・
ア
ウ
ト
ド
ア
な
ど
、

柿
の
葉
す
し
の
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
シ
ー

ン
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
お
す
す

め
の
食
べ
方
と
し
て
炙
り
柿
の
葉
す
し

や
、
三
輪
素
麺
や
奈
良
の
地
酒
と
の
組
み

合
わ
せ
な
ど
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
定
番
の
さ
ば
・
さ
け
・
た
い
以
外
に

も
、
穴
子
や
さ
ん
ま
・
え
び
な
ど
、
２
カ

月
毎
に
変
わ
る
季
節
の
柿
の
葉
す
し
の

販
売
や
、
百
貨
店
限
定
で
季
節
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
販
売
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
今
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
お
休
み
し
て
い
る
の
で

す
が
、
30
年
以
上
前
か
ら
毎
年
夏
に
は
柿

の
葉
す
し
の
手
作
り
講
習
会
を
実
施
し
、

秋
に
は
柿
の
木
の
里
五
條
へ
の
柿
狩
り
ツ

ア
ー
を
企
画
す
る
な
ど
、
お
客
さ
ま
と
触

れ
合
う
体
験
を
通
じ
て
、
奈
良
・
五
條
や

柿
の
葉
す
し
、
当
社
に
つ
い
て
知
っ
て
い

た
だ
く
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

―
公
庫
と
取
引
を
し
た
き
っ
か
け
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

田
中　

公
庫
と
は
現
本
社
工
場
を
建
設
す

る
際
に
融
資
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か
け

で
、
そ
れ
以
降
も
、
柿
の
葉
専
用
の
下
処

理
工
場
の
建
設
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面

で
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

若
手
経
営
者
の
会
に
も
入
会
し
、
同
じ
よ

う
な
悩
み
を
抱
え
る
同
世
代
の
仲
間
と
一

緒
に
勉
強
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
い
つ

も
心
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。

―
最
後
に
、
中
小
企
業
経
営
者
の
皆
さ

ん
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

田
中　

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
に
直
面
し
、
大

変
な
状
況
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う

な
状
況
下
で
も
当
社
の
商
品
を
お
買
い

求
め
い
た
だ
く
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ま
に

支
え
ら
れ
て
今
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
改

め
て
、
本
業
で
あ
る
柿
の
葉
す
し
の
味
と

伝
統
に
革
新
を
加
え

�

未
来
に
伝
え
る

品
質
、
店
舗
で
の
お
も
て
な
し
の
質
を
追

求
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
気

づ
け
た
貴
重
な
１
年
で
あ
り
ま
し
た
。
Ｓ

Ｎ
Ｓ
が
発
達
し
た
現
在
社
会
で
は
、
良
い

こ
と
も
悪
い
こ
と
も
お
客
さ
ま
が
み
ず

か
ら
発
信
し
、
広
め
て
く
だ
さ
る
時
代
で

す
。
お
客
さ
ま
が
自
然
と
発
信
し
た
く
な

る
よ
う
な
商
品
と
価
値
を
安
定
し
て
ご

提
供
で
き
る
よ
う
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら

も
日
々
精
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
こ
の
地
に
根
づ
き
、
地
域

と
と
も
に
成
長
し
貢
献
で
き
る
企
業
で

あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

�

（
聞
き
手　

ラ
イ
タ
ー�
山
際�

貴
子
）

築
移
転
し
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

背
景
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

先
代
で
あ
る
母
の
時
代
、
多
店
舗

展
開
が
進
む
に
つ
れ
、
日
々
の
製
造
数
は

増
加
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
炊

飯
成
型
工
程
な
ど
の
生
産
ラ
イ
ン
の
自

動
化
を
あ
る
程
度
は
進
め
て
い
ま
し
た

が
、
柿
の
葉
で
包
む
工
程
だ
け
は
機
械
化

が
難
し
く
、
従
来
通
り
の
手
作
業
を
続
け

て
い
ま
し
た
。
手
作
業
で
は
ベ
テ
ラ
ン
従

業
員
で
も
１
時
間
に
約
300
個
の
柿
の
葉

す
し
を
製
造
す
る
の
が
限
界
で
、
こ
の
先

も
同
じ
や
り
方
を
続
け
る
に
は
体
力
的

に
も
人
材
確
保
の
面
で
も
厳
し
い
と
判

断
し
た
母
が
、
新
工
場
へ
の
移
転
を
き
っ

か
け
に
機
械
メ
ー
カ
ー
と
共
同
で
人
の
手

の
動
き
を
再
現
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
機
械

の
開
発
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
導
入
当
初

は
新
し
い
機
械
を
使
い
こ
な
せ
ず
苦
労
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て

今
で
は
労
働
環
境
も
改
善
さ
れ
一
人
当
た

り
の
製
造
数
は
約
２
倍
と
な
り
、
１
日
平

均
５
万
個
以
上
の
柿
の
葉
す
し
を
製
造
し

て
い
ま
す
。

―
２
０
１
０
年
に
入
社
、
そ
の
後
代
表

取
締
役
に
就
任
さ
れ
た
時
の
思
い
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中　

私
は
大
学
進
学
を
機
に
地
元
を

離
れ
、
就
職
も
自
身
が
希
望
す
る
建
築
業

界
に
進
み
ま
し
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
の
田

舎
暮
ら
し
と
、
あ
ま
り
に
も
身
近
に
あ
っ

た
柿
の
葉
す
し
の
存
在
で
、
当
時
は
少
し

で
も
都
会
に
出
た
い
、
家
業
と
距
離
を
置

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
し
か
し
月
日
が
経
ち
、
都

会
で
会
社
員
と
し
て
働
く
う
ち
に
、
生
ま

れ
故
郷
で
あ
る
五
條
や
地
元
の
食
文
化
で

あ
る
柿
の
葉
す
し
、
家
業
に
対
し
て
の
懐

か
し
い
気
持
ち
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
本

来
の
魅
力
に
改
め
て
気
づ
け
る
よ
う
に
な

り
、
入
社
を
決
意
、
２
０
１
５
年
に
代
表

取
締
役
に
就
任
し
ま
し
た
。

―
就
任
さ
れ
て
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
に
取
り
組
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

祖
父
や
母
は
会
社
設
立
当
初
か
ら

社
業
全
般
に
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、
会
社

経
営
に
つ
い
て
も
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
進

め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
当
社
も
成
長

期
と
あ
っ
て
、
店
舗
数
や
製
造
数
、
従
業

員
の
増
加
も
著
し
く
、
そ
れ
が
ベ
ス
ト
の

や
り
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
対
し
て
、

私
は
中
途
入
社
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
業

務
に
精
通
し
た
担
当
者
が
た
く
さ
ん
い
る

中
で
、
経
験
の
浅
い
私
に
で
き
る
こ
と
に

は
限
り
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
ま

ず
、
私
が
ど
ん
な
人
間
で
何
を
考
え
て
い

る
の
か
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
自

身
の
経
営
方
針
を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ

と
に
注
力
し
、
毎
年
実
施
し
て
い
た
目
標

発
表
会
を
全
社
員
参
加
型
に
変
更
し
ま
し

た
。
ま
た
、
２
０
２
３
年
の
創
業
120
周
年

に
向
け
て
、
原
点
回
帰
を
図
り
、
祖
父
・

母
の
時
代
か
ら
受
け
継
ぐ
社
是
や
経
営
理

念
と
、
私
が
社
員
と
一
緒
に
創
っ
た
未
来

へ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ビ
ジ
ョ
ン
・
バ
リ
ュ
ー

を
ま
と
め
た
ク
レ
ド
を
配
付
し
、
繰
り
返

し
共
有
す
る
こ
と
で
社
内
風
土
の
改
革
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
社
員
教
育
に

も
力
を
入
れ
、
一
人
ひ
と
り
の
気
づ
き
に

よ
る
改
善
提
案
活
動
の
推
進
や
業
務
の
見

え
る
化
、
属
人
化
・
複
雑
化
の
見
直
し
と

そ
こ
か
ら
の
標
準
化
・
シ
ン
プ
ル
化
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

柿の葉すし本舗 たなか
に学ぶ
つのポイント3

1
Point

2
Point

3
Point

伝
統
と
革
新
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

こ
だ
わ
り
の
商
品
と
お
も
て
な
し
を
追
求

地
元
に
根
づ
き
、専
門
性
と
独
自
性
を
高
め
る

ブ
ラ
ン
ド
ス
ト
ー
リ
ー
を
共
有
し
、

フ
ァ
ン
づ
く
り
と
担
い
手
づ
く
り
に
取
り
組
む

より多くの方に柿の葉すしをお届けするために近代化された工場。衛生的に品質管理
された生産ラインの中にも代々継承されたノウハウが活かされている

本 社：奈良県五條市住川町1490番地
代表者名：�代表取締役社長　田中�妙子
資 本 金：4,800万円
従 業 員：256名（2021年６月現在）
事業内容：柿の葉すし・五条楽・その他すしの製造・卸・販売
会社創業：1903年
ホームページ：https://www.kakinohasushi.co.jp

株式会社 柿の葉すし本舗たなか

「たなかの味とおもてなし」を
体感いただける「なら本店」

「味は心」を社是に、「心がこもっていなければ
『たなかのおすし』とは言えない」と語る田中社長

お客さま訪問レポート

10 JFC 中小企業だより 2021.9


