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１ 神奈川
か な が わ

宿
しゅく

で生
う

まれた名物
めいぶつ

 

国道
こくどう

15号
ごう

から宮前
みやまえ

商店街
しょうてんがい

を通
とお

って青木
あ お き

橋
ばし

、台町
だいまち

、浅間
せんげん

町
ちょう

へと続
つづ

く道
みち

は昔
むかし

の

東海道
とうかいどう

のルートでした。 

江戸
え ど

時代
じ だ い

（1603 年～1868 年）の東海道
とうかいどう

は江戸
え ど

（いまの東京
とうきょう

）と京都
きょうと

を結
むす

ぶと

ても重 要
じゅうよう

な道路
ど う ろ

で、長
なが

い道
みち

のりを旅
たび

する人
ひと

のために途中
とちゅう

に宿場（しゅくば）とよば

れる町
まち

が置
お

かれていました。宿場
しゅくば

では旅人
たびびと

が泊
と

まる宿
やど

や 休
きゅう

けい所
じょ

、人
ひと

や物
もの

の運送
うんそう

にあ

たる問屋場（といやば）とよばれる施設
し せ つ

のほか

様々
さまざま

なお店
みせ

が道
みち

ぞいに並
なら

んでいました。

東海道
とうかいどう

では 53 の宿場
しゅくば

があり、東海道五十三

次（とうかいどうごじゅうさんつぎ）とよばれていま

した。 

東海道
とうかいどう

の江戸
え ど

での出発点
しゅっぱつてん

・日本橋
にほんばし

から数
かぞ

えて３番目
ば ん め

の宿場
しゅくば

が神奈川区
か な が わ く

にあっ

た神奈川宿（かながわしゅく、かながわじゅく）です。 

とくに幸ケ谷
こ う が や

小学校
しょうがっこう

のある滝
たき

の橋
はし

あたりは神奈川
か な が わ

宿
しゅく

の中心
ちゅうしん

で、幕府（ばくふ）

の役人
やくにん

や大名
だいみょう

などの身分
み ぶ ん

の高
たか

い人
ひと

たちが泊
と

まる本陣（ほんじん）とよばれた宿
やど

が２

軒
けん

あったほか、橋
はし

のたもとには幕府
ば く ふ

の命令
めいれい

や決
き

まりを掲
けい

示
じ

した高札場（こうさつば）

がありました。 

今日
き ょ う

は滝
たき

の橋
はし

近
ちか

くで生
う

まれた地元
じ も と

の名物
めいぶつ

・亀の甲せんべい（かめのこうせんべい）

のお話
はなし

をしてみたいと思
おも

います。 

 

 

 

 

 

資料出典：(1)『神奈川砂子（三井本）』 

資料(1)青木町
あおきまち

にあった本陣
ほんじん
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資料(2)首都
し ゅ と

高速
こうそく

道路
ど う ろ

の建設
けんせつ

が進
すす

む国道
こくどう

15号
ごう

（神奈川 2丁

目、1965 年） 

 

資料(3)宮前
みやまえ

商店街
しょうてんがい

（青木町、 

1984 年） 

 

資料(4)台町
だいまち

の風景
ふうけい

（台町、

1955 年～1965 年ころ） 

資料出典：(2)(3)横浜市神奈川図書館、(4)横浜市中央図書館 
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２ せんべいの種類
しゅるい

と歴史
れ き し

 

せんべいは身近
み ぢ か

なお菓子
か し

ですが、じつは関東
かんとう

と関西
かんさい

ではちがいがあります。せ

んべいと言
い

うと関東
かんとう

ではお米
こめ

で作
つく

ったしょうゆ味
あじ

や塩味
しおあじ

のものを思
おも

いうかべま

すが、関西
かんさい

では小麦粉
こ む ぎ こ

で作
つく

った甘
あま

い味
あじ

のせんべいを指
さ

すそうです。よく知
し

られて

いる小麦粉
こ む ぎ こ

せんべいには、瓦せんべい（かわらせんべい）や南部せんべい（なんぶせんべ

い）のほか、今日
き ょ う

お話
はな

しする亀
かめ

の甲
こう

せんべいなどがあります。 

じつは小麦粉
こ む ぎ こ

で作
つく

ったせんべいはお米
こめ

で作
つく

った

せんべいより古
ふる

い歴史
れ き し

を持
も

っています。江戸
え ど

時代
じ だ い

のせんべいといえば、関東
かんとう

でも小麦粉
こ む ぎ こ

の甘
あま

いせん

べいでした。小麦粉
こ む ぎ こ

のせんべいは材料
ざいりょう

に小麦粉
こ む ぎ こ

を

使
つか

うほかに、型（かた）という小さな二枚
まい

の鉄
てつ

の皿
さら

で

せんべいの種
たね

を焼
や

くのが特 徴
とくちょう

です。 

  

資料(6)しょうゆせんべい（うるち米
まい

） 資料(7)柿
かき

の種
たね

（もち米
ごめ

） 

  

資料(8) 瓦
かわら

せんべい（小麦粉
こ む ぎ こ

） 資料(9)南部
な ん ぶ

せんべい（小麦粉
こ む ぎ こ

） 

資料出典：(5)横浜市神奈川図書館、(6)草加せんべい振興協議会、(7)浪花屋製菓、(8)亀井堂総本店、(9)巖手屋 

資料(5)型
かた

の写真
しゃしん
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３ 浦島
うらしま

太郎
た ろ う

と亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

浦島
うらしま

太郎
た ろ う

の伝説
でんせつ

は京都
きょうと

、香川
か が わ

など各地
か く ち

に伝
つた

わっています。ここ神奈川区
か な が わ く

にも

浦島
うらしま

丘
おか

、浦島
うらしま

町
ちょう

の町名
ちょうめい

があることからわかるように、浦島太郎（うらしまたろう）

の伝説
でんせつ

が伝
つた

わっています。浦島丘
うらしまおか

中学校
ちゅうがっこう

の近
ちか

くには江戸
え ど

時代
じ だ い

に観福寺（かんぷく

じ）というお寺
てら

があり、浦島寺
うらしまでら

ともよばれて有名
ゆうめい

な観光
かんこう

スポットでした。お寺
てら

に

は浦島
うらしま

太郎
た ろ う

とお父
とう

さんのものと信
しん

じられた

お墓
はか

があったほか、太郎
た ろ う

が竜 宮
りゅうぐう

から持
も

ちか

えったといわれる観音像
かんのんぞう

などもまつってあ

りました。観
かん

福寺
ぷ く じ

は明治
め い じ

時代
じ だ い

の初
はじ

めに火事
か じ

で

焼
や

けてしまって今
いま

はありませんが、観音像
かんのんぞう

は

火事
か じ

をのがれて、今
いま

は神奈川
か な が わ

本町
ほんちょう

にある慶

運寺（けいうんじ）にまつられています。 

神奈川
か な が わ

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいも浦島
うらしま

太郎
た ろ う

伝説
でんせつ

にちなんで作
つく

られるようになったも

のです。 

 

資料(11)江戸
え ど

時代
じ だ い

の観
かん

福寺
ぷ く じ

のようす（手前
て ま え

は東海道
とうかいどう

） 

資料出典：(10)慶運寺、(11)『金川砂子』（武相考古会） 

資料(10)浦島
うらしま

観世音像
かんぜおんぞう

（慶
けい

運寺
う ん じ

） 
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４ 亀
かめ

の甲
こう

せんべい元祖
が ん そ

・若菜屋
わ か な や

 

神奈川
か な が わ

宿
しゅく

名物
めいぶつ

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいを始
はじ

めて売
う

り出
だ

したのは若菜屋（わかなや）です。

若菜屋
わ か な や

は今
いま

から 300 年くらい前
まえ

に滝
たき

の橋
はし

近
ちか

くで商売
しょうばい

を始
はじ

めました。始
はじ

めた人
ひと

は

もと武士
ぶ し

で、鬼
おに

退治
た い じ

の伝説
でんせつ

もある有名
ゆうめい

な渡辺綱（わたなべのつな）という人
ひと

の子孫
し そ ん

だったそうですが、商売
しょうばい

を始
はじ

めるにあたり、橋
はし

の近
ちか

くということで名字
みょうじ

を渡辺
わたなべ

から橋本
はしもと

に変
か

えました。今
いま

では名前
な ま え

を変
か

えるのは簡単
かんたん

なことではありませんが、江戸
え ど

時代
じ だ い

までは一生
いっしょう

のうち

に何回
なんかい

も名前
な ま え

を変
か

えることがよくありました。渡辺
わたなべ

綱
のつな

の活
かつ

やくは、赤羽
あ か ば

末吉
すえきち

さんが『鬼
おに

のうで』という絵本
え ほ ん

にまとめています。きょうみのある人
ひと

は読
よ

んでみてく

ださいね。 

さて若菜屋
わ か な や

の主人
しゅじん

になる人
ひと

は、父
ちち

から子
こ

へ橋本治助（はしもとじすけ）の名前
な ま え

を受
う

けつぎました。今
いま

でも歌舞伎
か ぶ き

などでは、市川団十郎（いちかわだんじゅうろう）など代々
だいだい

同
おな

じ名前
な ま え

を受
う

けつぐことが見
み

られますね。 

ただし若菜屋
わ か な や

が亀
かめ

の甲
こう

せんべいを売
う

り出
だ

したのは、商売
しょうばい

をはじめてから 100

年ほどたった今
いま

から 200 年ほど前
まえ

のことであったと思
おも

われます。四代目
よんだいめ

の橋本

治助（はしもとじすけ）という人
ひと

が以前
い ぜ ん

に神奈川
か な が わ

宿
しゅく

で売
う

られていたことのある亀
かめ

の

甲
こう

せんべいを復活
ふっかつ

させ、熱心
ねっしん

に宣伝
せんでん

をおこないました。とてもおいしいせんべい

だったこともあり、神奈川
か な が わ

宿
しゅく

の名物
めいぶつ

として全国
ぜんこく

で評判
ひょうばん

になりました。 

資料
しりょう

(15)は若菜屋
わ か な や

の商 品
しょうひん

ラベルです。「本元
ほんもと

亀
かめ

の甲
こう

せんべい」という商品
しょうひん

の

名前
な ま え

とともに、「かな川
がわ

滝
たき

のはし 若菜屋
わ か な や

製
せい

」の文字
も じ

も見
み

えます。 

 

 

資料出典：(12)『鬼のうで』（赤羽末吉／文・絵 偕成社） 

資料(12)『鬼
おに

のうで』表紙
ひょうし
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資料(13)江戸
え ど

時代
じ だ い

の滝
たき

の橋
はし

あたりの町
まち

なみ（矢印
やじるし

のところが若菜屋
わ か な や

） 

  

資料(14)鬼
おに

を退治
た い じ

する渡 辺
わたなべの

綱
つな

 資料(15)若菜屋
わ か な や

の商 品
しょうひん

ラベル 

資料出典：(13)復刻版『御開港横浜之全図』（人文社）、(14)国立国会図書館、(15)早稲田大学図書館 
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５ ブームとなった亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

亀
かめ

の甲
こう

せんべいは東海道
とうかいどう

を行き来
ゆ  き

する旅人
たびびと

が故郷
こきょう

へのおみやげとして買
か

いも

とめました。保存
ほ ぞ ん

がきいて割
わ

れにくいのでおみやげに向
む

いていました。とくに参

勤交代（さんきんこうたい）といって１年おきに江戸
え ど

に出
で

かけなればならない各地
か く ち

の

大名
だいみょう

や江戸
え ど

城
じょう

で 働
はたら

く女性
じょせい

たちにも大人気
だいにんき

でした。そのころ貴重品
きちょうひん

だった砂糖
さ と う

をたっぷり使
つか

っていたので特
とく

に女性
じょせい

に人気
に ん き

があったようです。 

亀
かめ

の甲
こう

せんべいが評判
ひょうばん

となると、当時
と う じ

の小説
しょうせつ

や東海道
とうかいどう

の道中双六（どうちゅう

すごろく）にも登場
とうじょう

するようになります。東海道
とうかいどう

の道中
どうちゅう

双六
すごろく

とは江戸
え ど

の日本橋
にほんばし

を

出発
しゅっぱつ

してゴールの京都
きょうと

までの 53 の宿場
しゅくば

を双六
すごろく

で旅
たび

するゲームです。サイコロ

の目
め

に応
おう

じて宿場
しゅくば

のマスを進
すす

みます。各宿場
かくしゅくば

のマスではその土地
と ち

の名物
めいぶつ

や見
み

どこ

ろが紹 介
しょうかい

されています。 

若菜屋
わ か な や

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいが評判
ひょうばん

になると、神奈川
か な が わ

宿
しゅく

や近
ちか

くの宿場
しゅくば

でも亀
かめ

の

甲
こう

せんべいを売
う

る店
みせ

が多
おお

くあらわれました。でも元祖
が ん そ

の若菜屋
わ か な や

のせんべいの味
あじ

には、かなわなかったようです。 

  

資料(16)道 中
どうちゅう

双六
すごろく

の神奈川
か な が わ

宿
しゅく

 資料(17)道 中
どうちゅう

双六
すごろく

の神奈川
か な が わ

宿
しゅく

 

 

資料出典：(16)復刻版『東海道木曽路新版振分道中双六』（横浜市歴史博物館）(17)復刻版『東海道遊歴双六』（横浜市

歴史博物館） 
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６ 変
か

わる神奈川
か な が わ

 明治
め い じ

時代
じ だ い

の亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

1867 年に江戸幕府（えどばくふ）の世
よ

の中
なか

が終
お

わり、1868 年に明治
め い じ

という新
あたら

し

い時代
じ だ い

がはじまると、早
はや

いペースで時代
じ だ い

が変
か

わっていきます。神奈川
か な が わ

宿
しゅく

も宿場
しゅくば

としての役目
や く め

が終
お

わり、鉄道
てつどう

や馬車
ば し ゃ

などの 新
あたら

しい交通
こうつう

の手段
しゅだん

があらわれます。

東海道
とうかいどう

を行き来
ゆ き き

する人
ひと

や物
もの

の流
なが

れも大
おお

きく変
か

わっていきました。 

こうした中
なか

で神奈川
か な が わ

の亀
かめ

の
の

甲
こう

せんべいも売
う

り上
あ

げがへっていったようです。

亀
かめ

の甲
こう

せんべいを売
う

る店
みせ

は次第
し だ い

に少
すく

なくなり、最後
さ い ご

には元祖
が ん そ

の若菜屋
わ か な や

だけが残
のこ

りました。 

こうした 新
あたら

しい時代
じ だ い

の変化
へ ん か

に取
と

り残
のこ

されないために、若菜屋
わ か な や

は 1886 年に国
くに

が運営
うんえい

していた鉄道
てつどう

の神奈川駅前
か な がわ えき ま え

に支店
し て ん

を開
ひら

きました。神奈川駅
か な が わ え き

は今
いま

の横浜駅
よこはまえき

から青木
あ お き

橋
ばし

寄
よ

りにありました。資料
しりょう

(18)は 1909 年頃
ころ

の神奈川駅
か な が わ え き

の写真
しゃしん

です。左
ひだり

うしろに見
み

える山
やま

は高島
たかしま

台
だい

の方
ほう

です。 

 

 

資料(18)1909 年ころの神奈川駅
か な が わ え き

前
まえ

のようす 

資料出典：(17)横浜市中央図書館 
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７ 関東
かんとう

大震災
だいしんさい

と神奈川駅
か な が わ え き

の廃止
は い し

 

1923 年の関東大震災（かんとうだいしんさい）では若菜屋
わ か な や

の建物
たてもの

は無事
ぶ じ

でしたが、

地震
じ し ん

の後
あと

に起
お

こった火事
か じ

で焼
や

けてしまいました。江戸
え ど

時代
じ だ い

から残
のこ

っていた記録
き ろ く

なども焼
や

けてしまいました。 

資料
しりょう

(19)は大震災
だいしんさい

の後
あと

に 新
あたら

しく建
た

てられた

若菜屋
わ か な や

の建物
たてもの

です。ショーウィンドウには大
おお

きな

亀
かめ

の甲
こう

らがかざってあり、通
とお

りを行
ゆ

く人
ひと

の目
め

を引
ひ

きました。 

1928 年には横浜駅
よこはまえき

が現在
げんざい

の場所
ば し ょ

に移
うつ

ることにな

り、近
ちか

くにあった神奈川駅
か な が わ え き

は廃止
は い し

されることにな

りました。これにともなって若菜屋
わ か な や

の駅前
えきまえ

支店
し て ん

も

閉
し

めることになりましたが、新
あたら

しくできた横浜駅
よこはまえき

の待合室
まちあいしつ

の売店
ばいてん

でおみやげとして販売
はんばい

できること

になりました。 

 

資料(20)震災
しんさい

でつぶれた横浜駅
よこはまえき

 

 

資料(21)震災
しんさい

のあとに 新
あたら

しく建
た

てられた

横浜駅
よこはまえき

 

資料出典：(19)横浜市神奈川図書館、(20)(21)横浜市中央図書館 

資料(19) 新
あたら

しい若菜屋
わ か な や

の建物
たてもの
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８ 若菜屋
わ か な や

の終
お

わり 

1937 年に中国
ちゅうごく

との戦争
せんそう

がはじまると、国
くに

の力
ちから

を戦争
せんそう

に集 中
しゅうちゅう

させるための

政策
せいさく

が次々
つぎつぎ

と 発 表
はっぴょう

されました。砂糖
さ と う

、塩
しお

、米
こめ

などの

食 料 品
しょくりょうひん

をはじめとする日
にち

用品
ようひん

もきっぷや通帳
つうちょう

で管理
か ん り

さ

れ、自由
じ ゆ う

に買
か

うことができなくなっていきます。とくにお

菓子
か し

はぜいたく品
ひん

として後回
あとまわ

しにされ、材料
ざいりょう

を手
て

に入
い

れ

るのが難
むずか

しくなっていきました。やがて 1941 年にアメリ

カ、イギリスとの戦争
せんそう

が始
はじ

まると状 況
じょうきょう

がさらにきびしく

なっていきました。若菜屋
わ か な や

でも若
わか

い職人
しょくにん

さんが戦場
せんじょう

に行
ゆ

くことになりました。こうして多
おお

くの菓子屋
か し や

は商売
しょうばい

を続
つづ

けていくことが難
むずか

しくなっていきました。 

ついに 1943 年には若菜屋
わ か な や

をはじめとする多
おお

くの菓子屋
か し や

が商売
しょうばい

をやめること

になりました。 

1944 年には幸
こう

ケ
が

谷
や

国民
こくみん

学校
がっこう

（幸ケ谷
こ う が や

小学校
しょうがっこう

の戦争中
せんそうちゅう

の名前
な ま え

）の建物
たてもの

の中
なか

に

神奈川
か な が わ

区役所
くやくしょ

が入
はい

ることになりました。幸
こう

ケ
が

谷
や

国民
こくみん

学校
がっこう

は関東
かんとう

大震災
だいしんさい

の後
あと

に建
た

てられた火事
か じ

に強
つよ

い建物
たてもの

だったからです。学校
がっこう

の建物
たてもの

を火事
か じ

から守
まも

るために

若菜屋
わ か な や

をふくめた周
まわ

りの建物
たてもの

は取
と

りこわされてしまいました。 

 

資料(23)幸ケ谷
こ う が や

小学校
しょうがっこう

付近
ふ き ん

の町
まち

なみ 

資料出典：(22)横浜市史資料室、(23)『半世紀のあしあと』（幸ヶ谷小学校創立五十周年記念事業実行委員会） 

資料(22)塩
しお

の購 入
こうにゅう

きっぷ 
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９ 戦後
せ ん ご

の亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

戦争
せんそう

が終
お

わってから４年後
ね ん ご

の 1949 年に反町
たんまち

で柳月堂（りゅうげつどう）というせ

んべい屋
や

さんが営業
えいぎょう

をはじめました。柳
りゅう

月堂
げつどう

の主人
しゅじん

である金高亭市（かねたかて

いいち）さんは若菜屋
わ か な や

で長
なが

く職人
しょくにん

をつとめた人
ひと

でした。金高
かねたか

さんの焼
や

く亀
かめ

の甲
こう

せ

んべいは若菜屋
わ か な や

で焼
や

いていたものと同
おな

じでした。やがて洲崎神社（すさきじんじゃ）

のとなりでお菓子屋
か し や

をやっていた伊藤
い と う

勝利
かつとし

さんという人
ひと

が自分
じ ぶ ん

の店
みせ

で 柳
りゅう

月堂
げつどう

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいを売
う

ることになりました。伊藤
い と う

さんの店
みせ

である「名代
な だ い

亀
かめ

の甲
こう

せ

んべい」で亀
かめ

の甲
こう

せんべいが本格的
ほんかくてき

に復活
ふっかつ

しました。 

伊藤
い と う

さんは 1959 年ころから西区
に し く

の富士屋（ふじや）の原勇一郎（はらゆういちろう）

さんという職人
しょくにん

さんが焼
や

くちがうタイプの亀
かめ

の甲
こう

せんべいも仕入
し い

れることに

しました。２種類
しゅるい

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいを売
う

ることになったわけです。 

若菜屋
わ か な や

の伝統
でんとう

を受
う

けつぐ 柳
りゅう

月堂
げつどう

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいと後
あと

から登場
とうじょう

した富士屋
ふ じ や

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいのちがいを見
み

てみましょう。資料
しりょう

(25)（26）を見てください。 

一番
いちばん

わかりやすいちがいは、そのデザインです。柳
りゅう

月堂
げつどう

のせんべいは丸
まる

いせ

んべいに反
そ

りをつけただけですが、富士屋
ふ じ や

のせんべいは甲
こう

ら模様
も よ う

や頭
あたま

もありま

すね。また材料
ざいりょう

をくらべると、柳
りゅう

月堂
げつどう

は小麦粉
こ む ぎ こ

と砂糖
さ と う

、水
みず

とシンプルな材料
ざいりょう

のみで作
つく

っていますが、富士屋
ふ じ や

はそれに加
くわ

えて 卵
たまご

や 油
あぶら

なども使
つか

っています。

卵
たまご

を使
つか

わない 柳
りゅう

月堂
げつどう

のせんべいは富士屋
ふ じ や

のせんべいに比
くら

べ歯
は

ごたえがありま

した。 

柳
りゅう

月堂
げつどう

は 1976 年にご主人
しゅじん

が亡
な

くなり店
みせ

を閉
し

めることになりました。これで

江戸
え ど

時代
じ だ い

から続
つづ

いた昔
むかし

ながらの亀
かめ

の甲
こう

せんべいの製造
せいぞう

は終
お

わりました。その後
ご

は富士屋
ふ じ や

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいが神奈川
か な が わ

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいとして残
のこ

りました。 
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資料(24)名代
な だ い

亀
かめ

の甲
こう

せんべいの店
みせ

 

 

 

資料(25) 柳
りゅう

月堂
げつどう

の亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

 

資料(26)富士屋
ふ じ や

の亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

 

資料出典：(24)横浜市中央図書館、(25)『神奈川の名菓を訪ねて』（川崎新聞社）、(26)『神奈川区歴史あらかると』（神

奈川区地域問題研究会） 
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10 さいごの亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

1989 年になると亀
かめ

の甲
こう

せんべいを販売
はんばい

していた伊藤
い と う

さんも店
みせ

を閉
し

めることに

なりました。同じ商店街
しょうてんがい

のお菓子屋
か し や

さんである浦志満（うらしま）の和田一郎（わ

だいちろう）さんが 1990 年から亀
かめ

の甲
こう

せんべいを引
ひ

きついで売
う

ることになりまし

た。 

ところが 1991 年には、残
のこ

った亀
かめ

の甲
こう

せんべいを焼
や

いていた富士屋
ふ じ や

もご主人
しゅじん

の

高齢
こうれい

のためせんべい作
づく

りを止
や

めてしまいました。販売
はんばい

を引きついだばかりの

和田
わ だ

さんは伝統
でんとう

を守
まも

るため代
か

わりの亀
かめ

の甲
こう

せんべいを焼
や

いてくれるせんべい屋
や

さんをさがすことにしました。和田
わ だ

さんが選
えら

んだのは磯子区
い そ ご く

の紅梅堂（こうばいど

う）の池田啓一（いけだけいいち）さんが焼
や

く亀
かめ

の甲
こう

せんべいでした。これが最後
さ い ご

の 3

代目
だ い め

亀
かめ

の甲
こう

せんべいです。 

さて紅梅堂
こうばいどう

のせんべいを見
み

てみましょう。資料
しりょう

(29)を見てください。 

甲
こう

ら模様
も よ う

や 頭
あたま

もありますが、ちょっとひかえめで富士屋
ふ じ や

とは少
すこ

しちがうデザ

インですね。ただし材料
ざいりょう

や作
つく

り方
かた

は少
すこ

しのちがいはありますが、富士屋
ふ じ や

のせん

べいとほぼ同
おな

じです。 

この 3代目
だ い め

の亀
かめ

の甲
こう

せんべいが消
き

えたのは 2005 年のことです。くわしい事情
じじょう

はわかりませんが、紅梅堂
こうばいどう

のご主人
しゅじん

も高齢
こうれい

だったので長
なが

く続
つづ

けていくのは難
むずか

し

かったのだと思
おも

います。 

こうして江戸
え ど

時代
じ だ い

からつづいた神奈川
か な が わ

の名物
めいぶつ

せんべいの歴史
れ き し

が終
お

わりました。

私
わたし

たちは、亀
かめ

の甲
こう

せんべいを愛
あい

する多
おお

くの地元
じ も と

の人々
ひとびと

の思
おも

いが、伝統
でんとう

をささえ

ていたことを忘
わす

れてはいけないと思
おも

います。 

皆
みな

さんもおせんべいを食
た

べる機会
き か い

があったら、今日
き ょ う

の話
はなし

を思
おも

い出
だ

してもらえ

たらうれしいです。 
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資料(27)浦
うら

志
し

満
ま

の店
みせ

 

 

 

資料(28)紅梅堂
こうばいどう

の店
みせ

 

 

 

資料(29)紅梅堂
こうばいどう

の亀
かめ

の甲
こう

せんべい 

 

資料出典：(27)～(29)横浜市神奈川図書館 


