
萬寿神社を前にする５代目、

本名善兵衛代表取締役会長

家

訓

「

代

々

初

代

」

　

福

島

県

郡

山

市

。

こ

こ

に

本

社

を

構

え

る

薄

皮

饅

頭

で

有

名

な

柏

屋

。

そ

の

創

業

は

、

仙

台

藩

士

か

ら

、

当

時

旅

館

業

を

営

ほ

ん

な

ん

で

い

た

本

名

家

に

婿

入

り

し

た

初

代

善

兵

衛

（

尾

形

乙

次

）

が

、

旅

館

の

前

を

通

る

人

々

に

薄

皮

饅

頭

を

売

り

出

し

た

こ

と

に

始

ま

る

。

皮

が

厚

く

て

餡

子

の

少

な

い

も

の

が

普

通

で

あ

っ

た

時

代

に

、

餡

を

た

っ

ぷ

り

入

れ

、

薄

い

皮

で

包

ん

だ

饅

頭

は

革

新

的

な

商

品

で

評

判

と

な

っ

た

と

い

う

。

１

８

５

２

（

嘉

永

５

）

年

の

こ

と

で

あ

る

。

本

名

家

と

し

て

は

�

代

。

家

業

を

革

新

し

て

の

創

業

で

あ

っ

た

。

「

薄

皮

饅

頭

は

国

民

の

滋

養

で

あ

る

」

と

い

う

創

業

者

の

志

を

受

け

継

い

だ

２

代

目

（

以

後

、

当

主

は

善

兵

衛

を

名

乗

る

）

は

、

薄

皮

饅

頭

一

筋

に

、

商

品

と

し

て

の

完

成

度

を

向

上

さ

せ

た

。

　

３

代

目

は

中

興

の

祖

と

言

わ

れ

て

い

る

。

東

北

本

線

の

開

業

に

合

わ

せ

て

、

駅

前

に

店

を

移

転

し

、

駅

売

り

も

始

め

る

こ

と

で

、

首

都

圏

へ

の

お

土

産

と

し

て

の

地

位

を

築

い

た

。

戦

争

中

は

生

産

中

止

を

余

儀

な

く

さ

れ

、

戦

後

も

良

い

原

材

料

が

入

手

で

き

な

い

た

め

、

品

質

を

落

と

し

た

饅

頭

を

売

る

こ

と

を

拒

否

し

、

納

得

で

き

る

原

材

料

が

入

手

で

き

る

ま

で

の

３

年

間

、

販

売

を

中

止

し

た

。

薄

皮

饅

頭

の

品

質

、

ブ

ラ

ン

ド

を

守

っ

た

の

で

あ

る

。

　

４

代

目

は

、

工

場

の

近

代

化

を

進

め

た

。

順

調

に

伸

び

て

き

た

売

上

は

生

産

現

場

で

の

長

時

間

労

働

に

支

え

ら

れ

て

い

た

。

こ

の

状

況

を

改

革

し

よ

う

と

、

自

ら

生

産

工

程

の

自

動

化

に

取

り

組

み

、

包

餡

（

ほ

う

あ

ん

）

の

根

幹

と

な

る

技

術

を

発

明

し

た

。

レ

オ

ン

自

動

機

の

林

社

長

と

の

出

会

い

も

あ

っ

て

、

１

９

６

３

（

昭

和

�

）

年

、

世

界

初

の

自

動

包

あ

ん

機

を

開

発

し

た

。

成

形

部

門

の

効

率

は

一

挙

に

６

倍

に

向

上

し

、

生

産

現

場

は

長

時

間

労

働

か

ら

解

放

さ

れ

た

。

４

代

目

は

自

身

を

社

長

で

は

な

く

「

客

長

」

と

名

乗

り

、

薄

皮

饅

頭

を

時

代

に

合

わ

せ

適

応

さ

せ

る

と

と

も

に

、

顧

客

目

線

で

多

く

の

改

革

を

導

入

し

た

。

　

一

生

を

捧

げ

ら

れ

る

ほ

ど

の

饅

頭

と

い

う

テ

ー

マ

に

出

合

い

、

そ

れ

に

没

頭

す

る

こ

と

を

前

向

き

に

解

釈

し

、

「

饅

頭

で

一

生

を

棒

に

振

る

」

こ

と

を

信

条

と

し

た

。

ま

た

輸

入

チ

ョ

コ

レ

ー

ト

シ

ョ

ッ

プ

・

ア

ン

デ

ル

セ

ン

を

開

設

し

て

、

洋

菓

子

へ

の

進

出

も

果

た

し

て

い

る

。

　

５

代

目

の

就

任

は

、

突

然

の

出

来

事

で

あ

っ

た

。

１

９

８

６

（

昭

和

�

）

年

の

お

盆

、

工

場

団

地

の

近

く

を

流

れ

る

逢

瀬

川

の

堤

防

が

決

壊

し

、

工

場

１

階

が

天

井

近

く

ま

で

水

没

し

生

産

機

能

が

ス

ト

ッ

プ

し

た

。

復

旧

に

向

け

て

全

社

が

一

丸

と

な

っ

て

取

り

組

む

中

、

自

身

も

先

代

の

死

に

よ

り

突

然

、

若

く

し

て

代

を

受

け

継

い

だ

４

代

目

は

、

こ

れ

は

ピ

ン

チ

で

あ

る

が

、

む

し

ろ

新

た

な

出

発

に

向

け

た

チ

ャ

ン

ス

で

も

あ

る

と

考

え

、

次

世

代

に

任

せ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

と

決

断

し

た

。

５

代

目

、

�

歳

で

の

社

長

就

任

で

あ

っ

た

。

　

柏

屋

に

は

数

多

く

の

家

訓

が

残

る

が

、

そ

の

中

に

「

代

々

初

代

」

が

あ

る

。

こ

の

承

継

も

、

ま

さ

に

こ

れ

を

引

き

継

ぐ

も

の

で

あ

っ

た

。

実

像

か

ら

の

出

発

・

創

造

　

「

代

々

、

当

主

は

創

業

者

に

な

っ

た

つ

も

り

で

、

そ

の

時

代

そ

の

時

代

に

合

っ

た

新

し

い

喜

び

を

創

造

し

、

提

案

す

る

こ

と

が

役

割

に

な

っ

て

い

ま

す

。

実

際

、

私

が

社

長

を

引

き

継

い

だ

時

も

そ

う

で

し

た

。

父

、

叔

父

た

ち

が

兄

弟

３

人

で

経

営

に

あ

た

っ

て

い

た

の

で

す

が

、

私

が

社

長

に

な

っ

た

ら

、

経

営

に

関

し

て

は

一

切

口

を

挟

ま

な

く

な

り

ま

し

た

。

責

任

の

重

さ

を

感

じ

ま

し

た

」

（

柏

屋

・

本

名

善

兵

衛

代

表

取

締

役

会

長

）

　

新

た

な

創

業

に

向

け

て

歩

み

出

し

た

５

代

目

。

ま

ず

は

実

像

を

把

握

す

る

こ

と

が

出

発

点

に

な

る

と

考

え

た

。

組

織

を

「

じ

ょ

う

ご

型

組

織

」

に

変

え

、

「

客

伝

」

制

度

を

導

入

し

た

。

前

者

は

、

お

客

様

を

最

上

位

に

置

き

、

そ

れ

に

現

場

の

従

業

員

が

続

き

、

最

後

が

社

長

と

い

う

、

一

般

的

な

組

織

図

を

逆

さ

に

し

た

も

の

で

あ

る

。

ま

た

、

後

者

は

店

員

一

人

ひ

と

り

が

見

聞

き

し

た

お

客

様

の

苦

情

や

要

望

を

、

そ

の

ま

ま

の

言

葉

で

書

き

と

め

る

も

の

で

あ

る

。

自

分

た

ち

が

考

え

る

実

像

で

は

な

く

、

市

場

が

見

る

実

像

を

把

握

し

よ

う

と

い

う

の

で

あ

る

。

　

実

際

、

効

果

は

商

品

に

現

れ

た

。

そ

れ

ま

で

「

ど

ら

焼

き

」

は

、

社

内

で

は

魅

力

の

な

い

商

品

と

受

け

止

め

ら

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

ど

ら

焼

き

に

魅

力

が

な

い

の

で

は

な

く

、

柏

屋

の

ど

ら

焼

き

に

魅

力

が

な

い

の

で

あ

る

。

最

高

の

材

料

で

、

ど

ら

焼

き

の

形

を

し

た

ふ

わ

ふ

わ

の

小

倉

ホ

ッ

ト

ケ

ー

キ

と

い

う

コ

ン

セ

プ

ト

で

、

新

商

品

「

柏

や

き

」

を

上

市

し

た

。

発

売

当

初

か

ら

驚

異

的

な

支

持

を

受

け

た

と

い

う

。

自

分

た

ち

の

思

い

込

み

が

事

実

を

見

え

な

く

さ

せ

、

革

新

を

阻

害

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

　

時

を

同

じ

く

し

て

、

も

う

一

つ

の

思

い

込

み

へ

の

挑

戦

が

始

ま

っ

た

。

「

や

っ

ぱ

り

手

作

り

の

薄

皮

は

美

味

し

い

」

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

先

代

が

進

め

た

機

械

化

で

生

産

効

率

は

飛

躍

的

に

向

上

し

、

企

業

成

長

を

後

押

し

し

た

。

し

か

し

、

お

客

様

だ

け

で

な

く

、

社

員

も

手

作

り

の

薄

皮

饅

頭

の

ほ

う

が

美

味

し

い

と

考

え

て

い

た

。

こ

れ

へ

の

挑

戦

で

あ

る

。

機

械

に

合

わ

せ

て

饅

頭

を

作

る

の

で

は

な

く

、

「

美

味

し

い

饅

頭

と

は

」

に

合

わ

せ

て

機

械

を

作

る

と

い

う

発

想

の

転

換

に

挑

ん

だ

。

レ

オ

ン

自

動

機

と

の

共

同

開

発

は

８

年

に

及

び

、

手

作

り

で

は

作

る

こ

と

が

で

き

な

い

美

味

し

い

饅

頭

製

造

ラ

イ

ン

、

カ

シ

ワ

ヤ

・

ド

リ

ー

ム

・

シ

ス

テ

ム

（

Ｋ

Ｄ

Ｓ

）

が

完

成

し

た

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

社

員

も

自

信

と

誇

り

を

も

っ

て

機

械

づ

く

り

の

薄

皮

饅

頭

を

提

供

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

「

薄

皮

饅

頭

の

柏

屋

」

に

も

挑

ん

だ

。

看

板

商

品

は

あ

り

が

た

い

、

し

か

し

他

の

商

品

が

見

え

て

こ

な

い

。

こ

の

矛

盾

を

克

服

し

よ

う

と

し

た

の

で

あ

る

。

商

品

群

を

、

お

み

や

げ

を

中

心

と

し

た

「

風

土

菓

（

ふ

う

ど

か

）

」

と

、

地

域

の

お

客

様

の

要

望

と

贈

る

心

に

応

え

る

「

彩

時

季

（

さ

い

じ

き

）

」

に

分

け

、

市

場

を

セ

グ

メ

ン

ト

化

し

た

。

そ

れ

ぞ

れ

の

ニ

ー

ズ

に

対

応

し

た

市

場

拡

大

を

目

指

し

た

の

で

あ

る

。

最

初

の

商

品

は

、

今

も

人

気

の

「

檸

檬

（

れ

も

）

」

で

あ

っ

た

。

新

た

な

変

革

に

向

け

て

　

１

月

を

除

く

、

毎

月

１

日

、

早

朝

６

時

、

本

店

前

に

人

だ

か

り

が

で

き

る

、

「

朝

茶

会

」

が

催

さ

れ

る

。

出

来

立

て

の

薄

皮

饅

頭

と

お

茶

が

無

料

で

提

供

さ

れ

る

。

訪

れ

た

人

た

ち

は

当

主

に

指

示

さ

れ

る

ま

ま

に

、

順

番

に

席

に

つ

き

、

見

知

ら

ぬ

人

と

同

席

し

朝

の

和

菓

子

を

楽

し

む

。

１

９

７

４

（

昭

和

�

）

年

か

ら

続

け

ら

れ

て

い

る

こ

の

会

は

、

「

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

」

、

「

い

っ

て

ら

っ

し

ゃ

い

」

の

掛

け

声

と

と

も

に

、

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

の

輪

づ

く

り

の

一

助

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

郡

山

を

明

る

く

希

望

の

持

て

る

街

に

し

よ

う

と

の

志

か

ら

１

９

５

８

（

昭

和

�

）

年

に

始

ま

っ

た

、

子

供

の

詩

を

集

め

た

詩

集

『

青

い

窓

』

も

、

店

頭

を

飾

り

続

け

て

い

る

。

地

域

と

の

つ

な

が

り

を

大

切

に

す

る

柏

屋

の

姿

勢

が

う

か

が

え

る

。

　

「

開

成

柏

屋

店

」

を

訪

ね

る

と

、

中

庭

に

は

萬

寿

神

社

が

祀

ら

れ

て

い

る

。

菓

祖

神

・

田

道

間

守

命

（

た

じ

ま

も

り

の

み

こ

と

）

、

饅

頭

の

菓

祖

神

・

林

浄

因

命

（

り

ん

じ

ょ

う

い

ん

の

み

こ

と

）

、

薄

皮

饅

頭

の

菓

祖

神

・

初

代

本

名

善

兵

衛

命

（

ほ

ん

な

ぜ

ん

べ

え

の

み

こ

と

）

が

合

祀

さ

れ

て

い

る

。

和

菓

子

、

饅

頭

、

そ

し

て

自

社

の

歴

史

と

い

っ

た

伝

統

を

重

視

し

て

い

る

。

　

地

域

と

伝

統

を

大

切

に

し

つ

つ

も

、

代

々

初

代

の

家

訓

を

受

け

て

、

変

革

に

挑

み

続

け

て

き

た

柏

屋

。

新

た

な

変

革

に

向

け

て

、

手

を

打

っ

て

い

る

。

「

日

本

の

ま

ん

じ

ゅ

う

文

化

を

世

界

に

発

信

し

、

未

来

に

つ

な

げ

た

い

」

と

の

思

い

か

ら

、

２

０

１

６

（

平

成

�

）

年

か

ら

「

日

本

三

大

ま

ん

じ

ゅ

う

サ

ミ

ッ

ト

」

を

開

催

し

て

い

る

。

東

京

の

塩

瀬

総

本

家

の

「

志

ほ

せ

饅

頭

」

、

岡

山

の

大

手

饅

頭

伊

部

屋

の

「

大

手

ま

ん

ぢ

ゅ

う

」

、

そ

し

て

柏

屋

の

「

薄

皮

饅

頭

」

が

日

本

三

大

ま

ん

じ

ゅ

う

と

称

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

各

社

の

歴

史

な

ど

を

含

め

て

、

和

菓

子

文

化

を

広

く

伝

え

、

和

菓

子

業

界

の

活

性

化

に

貢

献

し

よ

う

と

の

思

い

で

あ

る

。

（

聞

き

手

＝

神

田

良

・

明

治

学

院

大

学

経

済

学

部

名

誉

教

授

）


