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お
菓
子
の

風
景
を

　
旅
行
く

江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
菓
子
店
「
長
門

屋
」。
近
年
、
羊
羹
の
概
念
を
覆
す
斬
新
的

で
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
和
菓
子
「Fly 

M
e to The M

oon

羊
羹
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
」

が
数
々
の
賞
を
受
賞
し
、
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。
会
津
嶺
新
春
公
開
講
座
で
は
、
長

門
屋
五
代
目
の
鈴
木
隆
雄
氏
を
お
招
き
し
、

古
の
昔
か
ら
人
々
の
身
近
に
あ
っ
た
お
菓
子

の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
お
い
し
さ
の

原
点
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
話
は
、
長
門
屋
の
菓
子
づ
く
り
へ
の
挑

戦
と
そ
の
情
熱
に
も
及
び
ま
す
。

好
評
を
博
し
て
い
る
会
津
嶺
新
春
公
開
講

座
の
内
容
を
お
届
け
し
ま
す
。

講 師
株式会社長門屋本店 代表取締役会長

鈴木 隆雄 氏

会
津
嶺 

　
　
新
春
公
開
講
座
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老
舗
菓
子
屋
と
し
て

会
津
の
新
時
代
を
担
う

　
昨
今
、
福
島
の
日
本
酒
は
全
国
新
酒

鑑
評
会
で
七
年
連
続
金
賞
に
輝
い
て
い

ま
す
。
特
に
会
津
の
お
酒
は
海
外
で
も

評
判
が
高
く
、
非
常
に
目
覚
ま
し
い
活

躍
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
伝
統
野
菜
を

は
じ
め
、
会
津
に
昔
か
ら
あ
っ
た
健
康

に
い
い
も
の
、
お
い
し
い
も
の
、
家
族

み
ん
な
で
楽
し
く
食
べ
ら
れ
る
も
の
、

そ
う
い
っ
た
も
の
に
も
う
一
度
光
を
当

て
直
そ
う
と
い
う
動
き
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
歴
史
と
文
化
と
伝
統

あ
る
会
津
に
、
今
新
し
い
息
吹
が
芽
生

え
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

　
私
ど
も
も
菓
子
屋
と
し
て
、
新
し
い

会
津
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
、
い
ろ
い

ろ
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
、
今
回
は
「
お
菓
子
の
風
景

を
旅
行
く
」
と
い
う
演
題
を
掲
げ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
菓
子
と

い
う
も
の
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
あ

ま
り
に
も
身
近
な
も
の
で
、
い
ろ
い
ろ

な
表
情
を
持
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

お
菓
子
と
歳
時
記
。
お
正
月
に
は
お
餅

を
食
べ
、
お
節
句
に
は
豆
を
ま
き
、
五

月
に
は
菱
巻
き
団
子
を
い
た
だ
く
。
こ

の
よ
う
に
一
年
二
十
四
節
に
深
く
ち

な
ん
だ
お
菓
子
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

健
康
と
の
関
わ
り
、
器
と
の
関
係
も
あ

り
ま
す
。
夏
は
涼
し
く
ガ
ラ
ス
の
器

で
、
冬
は
朱
塗
り
の
器
で
い
た
だ
く
。

食
べ
る
前
に
目
で
楽
し
め
れ
ば
、
も

っ
と
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
お
菓
子
は
、
私
た
ち
の
暮

ら
し
と
深
く
結
び
付
い
て
い
ま
す
。

幼
い
頃
の
お
い
し
い
思
い
出
が

幸
せ
の
記
憶
と
な
る

　
こ
れ
は
私
が
子
供
の
頃
の
話
で
す

が
、か
つ
て
当
店
で
は
「
山
鹿
あ
ら
れ
」

と
い
う
お
菓
子
を
つ
く
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
お
菓
子
は
小
麦
粉
を
こ
ね
て

ホテルニュパレスで行なわれた公開講座には
多くの読者が足を運んだ
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か
ら
多
少
発
酵
さ
せ
た
後
、
中
に
少
し

塩
味
を
入
れ
、
熱
々
の
油
で
揚
げ
て
こ

ん
が
り
焼
き
ま
す
。
そ
こ
に
黒
砂
糖
を

か
け
る
。
ド
ー
ナ
ツ
と
揚
げ
か
り
ん
と

う
の
中
間
の
よ
う
な
お
菓
子
で
す
。

　
子
供
の
頃
、
学
校
が
終
わ
る
と
、
友

だ
ち
だ
け
で
な
く
上
級
生
も
下
級
生

も
、
み
ん
な
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
私
の
後
ろ
を

つ
い
て
く
る
。
俺
っ
て
人
気
が
あ
る

ん
だ
な
、
な
ん
て
考
え
て
い
た
の
で
す

が
、
実
は
全
く
の
見
当
外
れ
。
み
ん
な

は
お
菓
子
の
出
来
損
な
い
を
食
べ
た
く

て
つ
い
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
後

で
聞
い
て
、
な
る
ほ
ど
、
と
ん
だ
勘
違

い
を
し
て
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
油
で
揚
げ
た
山
鹿
あ
ら
れ
の
中
に

は
売
り
物
に
な
ら
な
い
も
の
も
混
じ

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
熱
い
う

ち
に
砂
糖
袋
を
切
っ
た
粗
末
な
紙
に

包
ん
で
、
お
店
の
人
が
「
は
い
、
あ

な
た
」、「
は
い
、
あ
な
た
」、
と
い
っ

て
子
供
た
ち
に
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。

学
校
が
終
わ
っ
て
、
遊
ん
だ
後
の
お
や

つ
で
す
か
ら
、
と
て
も
お
い
し
い
。
首

の
上
の
舌
が
お
い
し
い
の
で
は
な
く
、

お
な
か
が
お
い
し
い
わ
け
で
す
。

　
た
わ
い
も
な
い
話
で
す
が
、
実
は
こ

れ
が
味
、
お
い
し
さ
の
原
点
と
い
え
る

も
の
な
の
で
す
。
幼
い
頃
に
生
理
的
に

お
い
し
い
と
思
っ
た
も
の
は
、
無
条
件

に
も
っ
と
食
べ
た
い
と
い
う
思
い
の
原

点
で
あ
り
、
食
べ
る
と
幸
せ
に
な
る
と

い
う
印
象
が
成
長
の
過
程
で
育
ま
れ
て

い
く
。
お
菓
子
は
、
お
い
し
い
も
の
を

食
べ
た
と
き
の
幸
福
感
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

甘
味
の
始
ま
り
は

木
の
実
や
果
物
だ
っ
た

　「
お
菓
子
」
の
「
菓
」
は
、
草
か
ん

む
り
に
「
果
」
と
書
き
ま
す
。
草
か
ん

む
り
を
取
る
と
果
物
の
「
果
」
に
な
り

ま
す
。
そ
も
そ
も
お
菓
子
は
木
の
実
や

果
物
の
こ
と
で
し
た
。
甘あ
ま
づ
ら

葛
煎
と
い
う

草
の
実
を
切
る
と
中
か
ら
樹
液
が
出

て
く
る
の
で
す
が
、
こ
の
樹
液
を
煮
詰

め
る
と
、
糖
度
70
度
程
の
水
あ
め
に
近

い
も
の
が
出
来
ま
す
。
昔
の
高
貴
な
方

は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
甘
味
と
し
て

取
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
に
書

か
れ
た
『
延
喜
式
』
と
い
う
書
物
の
中

に
、
当
時
、
様
々
な
国
が
中
央
の
朝

廷
に
寄
進
し
た
も
の
が
、
ノ
イ
チ
ゴ
、

グ
ミ
、
ク
リ
、
カ
キ
な
ど
、
す
べ
て
自

然
の
木
の
実
、
果
物
で
あ
っ
た
と
い
う

記
述
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
会
津
で

も
秋
に
な
る
と
木
の
実
な
ど
を
食
べ
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て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
奈
良
・
平
安
時
代
に
は
遣
隋
使
や
、

遣
唐
使
が
中
国
か
ら
文
化
、
社
会
制

度
、
法
律
、
宗
教
、
建
築
技
術
な
ど
を

日
本
に
も
た
ら
し
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の

時
、
食
に
関
わ
る
も
の
も
持
ち
込
ま
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
代
表
的
な
も
の
に
神

饌
菓
子
と
い
う
揚
げ
菓
子
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
が
食
べ
る
前

に
、
神
様
が
お
食
べ
に
な
る
も
の
で
、

宗
教
儀
式
で
使
う
道
具
に
似
せ
た
も

の
を
お
菓
子
と
し
て
お
供
え
し
て
い

た
そ
う
で
す
。

　
こ
の
時
代
、
会
津
に
は
徳
一
菩
薩

が
お
ら
れ
ま
し
た
。
徳
一
菩
薩
は
京

都
で
修
行
を
積
ま
れ
た
位
の
高
い
お

坊
さ
ん
で
す
。
こ
れ
は
私
の
個
人
的
な

推
測
で
す
が
、
中
央
に
な
ぞ
ら
え
て
神

饌
菓
子
に
似
せ
た
よ
う
な
も
の
を
お

作
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

恐
ら
く
こ
れ
が
、
会
津
に
お
け
る
最
初

の
お
菓
子
で
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

お
茶
の
伝
来
に
よ
り

多
様
化
す
る
お
菓
子

　
鎌
倉
時
代
に
は
中
国
の
宋
か
ら
栄

西
と
い
う
方
が
緑
茶
の
苗
木
を
持
ち

帰
り
、
そ
れ
を
煎
じ
て
飲
む
と
い
う
、

喫
茶
の
作
法
、
習
慣
が
新
し
く
始
ま
り

ま
し
た
。
こ
の
当
時
は
高
価
で
貴
重
な

物
で
し
た
の
で
、
お
茶
と
い
う
よ
り
は

薬
と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
う
ち
、
お
茶
と
一
緒
に
お
菓
子
を

食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
お
茶
の
渋

み
の
そ
ば
に
甘
い
お
菓
子
を
置
い
て

両
方
を
お
い
し
く
い
た
だ
く
と
い
う

喫
茶
と
い
う
も
の
が
始
ま
り
ま
す
。

　
十
六
世
紀
に
な
る
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

船
が
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
西

洋
の
文
化
が
入
っ
て
き
ま
す
。
主
に
イ

エ
ズ
ス
会
の
ザ
ビ
エ
ル
な
ど
が
布
教

の
た
め
に
来
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
布

教
活
動
に
お
菓
子
を
使
っ
た
の
で
す
。

長
崎
で
は
ミ
サ
が
始
ま
る
前
に
カ
ス

テ
ラ
を
食
べ
た
と
か
、
ミ
サ
に
参
加
し

た
後
、
金
平
糖
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
と

い
う
よ
う
な
記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
今
ま
で
口
に
し
た
こ
と
が

な
い
よ
う
な
甘
さ
を
経
験
し
て
、
こ
ん

な
お
い
し
い
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
驚
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
長
崎
に

出
島
が
出
来
ま
す
が
、
記
録
に
よ
る

と
、
出
島
砂
糖
と
言
わ
れ
る
砂
糖
の
一

年
間
の
消
費
量
が
三
千
五
百
ト
ン
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
短
期
間
で



12

大
量
の
甘
味
が
日
本
各
地
に
浸
透
し

て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
南
蛮
の
時
代
、
会
津
に
い
た

の
が
蒲
生
氏
郷
公
で
す
。
氏
郷
公
は

非
常
に
教
養
が
高
く
、
力
も
あ
っ
た
。

千
利
休
の
七
人
の
弟
子
、
利
休
七
哲
の

筆
頭
格
に
置
か
れ
て
い
る
ほ
ど
の
人

物
で
す
。
こ
の
方
が
近
江
の
日
野
か
ら

会
津
に
や
っ
て
き
て
、
い
ま
我
々
が
暮

ら
し
て
い
る
会
津
城
下
の
基
本
的
な

町
割
を
短
期
間
で
設
計
さ
れ
ま
し
た
。

利
休
は
豊
臣
秀
吉
に
切
腹
を
命
じ
ら

れ
非
業
の
死
を
遂
げ
ま
す
。
弟
子
た

ち
は
何
と
か
利
休
が
普
及
さ
せ
た
茶

の
湯
を
継
承
し
て
い
き
た
い
と
、
娘
婿

の
千
少
庵
を
会
津
に
か
く
ま
い
ま
す
。

千
少
庵
は
、
茶
室
「
麟
閣
」
を
建
て
、

茶
の
湯
を
会
津
に
広
め
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
こ
う
し
た
教
養
人
が
い
た
こ

と
を
考
え
て
も
、
会
津
の
菓
子
の
文
化

レ
ベ
ル
は
相
当
高
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

会
津
藩
番
付
表

『
五
幅
對
』

　
こ
こ
に
『
五
幅
對
』
と
い
う
、
嘉

永
五
年
に
会
津
藩
で
編
纂
し
た
番
付

表
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
上

に
見
出
し
が
あ
り
、
そ
の
下
に
人
の

名
前
が
載
っ
て
い
ま
す
。
お
城
を
中

心
に
左
側
に
は
刀
鍛
冶
、
大
医
、
医
家
、

流
行
り
医
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
位
の
順
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
医
者
よ
り
も
刀
を
つ
く
る
人
の
方

が
上
位
に
位
置
す
る
時
代
で
し
た
。

　
右
側
に
は
町
方
の
者
が
載
っ
て
い

ま
す
。
呉
服
屋
、
味
噌
屋
、
醤
油
屋
。

名
前
だ
け
で
苗
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
芸

能
、
教
養
、
神
道
、
和
歌
、
儒
学
、
天

文
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
会
津

で
は
す
で
に
こ
の
時
代
に
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
分
類
さ
れ
成
立
し
て
い
ま

し
た
。

　
菓
子
屋
も
出
て
い
ま
す
。
真
ん
中
に

は
一
番
隆
盛
な
店
、
一
之
町
の
小
國
屋

さ
ん
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。
小
國
屋
さ

ん
は
京
都
に
修
行
に
行
か
れ
て
、
京
菓

子
の
お
免
状
を
も
ら
っ
て
き
た
お
菓

子
屋
さ
ん
で
し
た
の
で
、
お
祝
い
や
ハ

レ
の
日
の
お
菓
子
を
作
っ
て
お
城
に
出

入
り
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
お
城
に

出
向
い
て
お
菓
子
を
作
る
と
き
に
は
、

お
風
呂
に
入
っ
て
体
を
清
め
、
白
装
束

を
付
け
、
お
菓
子
を
作
る
部
屋
に
は
し

め
縄
を
張
り
、
そ
の
中
で
菓
子
作
り
を

し
た
と
い
う
よ
う
な
お
話
も
聞
い
て
い

ま
す
。
小
國
屋
さ
ん
の
隣
に
は
、
長
門
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屋
の
名
前
が
載
っ
て
い
ま
す
。

　「
名
産
」
の
中
に
「
む
き
胡
桃
」
が

あ
り
ま
す
。
私
ど
も
で
も
ク
ル
ミ
を
非

常
に
多
く
使
い
ま
す
の
で
、
と
て
も
気

に
な
る
記
述
で
す
。

　
ク
ル
ミ
は
木
に
な
っ
て
い
ま
す
。
九

月
半
ば
に
な
る
と
青
い
実
を
付
け
、
八

～
一
〇
個
で
一
房
に
な
り
ま
す
。
十
月

初
め
こ
ろ
に
な
る
と
、
次
第
に
熟
し
て

真
っ
黒
に
な
り
、
そ
の
後
、
外
皮
が
取

れ
て
、
中
か
ら
ク
ル
ミ
の
殻
だ
け
見
え

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
く
ら
い
に
な
る

と
少
し
揺
す
っ
た
だ
け
で
、
ぽ
ろ
っ

と
落
ち
る
。
表
面
の
果
肉
を
取
る
と
、

皆
さ
ん
が
よ
く
ご
覧
に
な
る
ク
ル
ミ

の
殻
が
出
て
き
ま
す
。
む
き
胡
桃
と
い

う
の
は
、
こ
の
殻
の
中
の
仁
と
呼
ば

れ
る
部
分
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
し
た
も
の
が

会
津
の
名
産
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

昭
和
初
期
の
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
む

き
胡
桃
は
喜
多
方
、
坂
下
、
会
津
若

松
を
含
め
て
三
十
四
、五
件
の
業
者
が

い
ま
し
た
。
一
つ
の
生
業
で
こ
れ
ほ

ど
の
軒
数
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
立

派
な
産
業
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
い
ま
は
、
会
津
で
二
軒
し
か

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

戊
辰
戦
争
後
、い
ち
早
く

立
ち
上
が
っ
た
菓
子
屋

　
戊
辰
戦
争
を
経
て
、
明
治
時
代
が
や

っ
て
き
ま
す
。
明
治
政
府
の
元
で
様
々

な
職
業
が
自
由
化
さ
れ
ま
し
た
。
当

時
、
会
津
若
松
の
城
下
は
激
し
い
戦
い

に
よ
っ
て
町
割
り
が
崩
れ
た
ま
ま
で

し
た
が
、
自
然
発
生
的
に
お
菓
子
屋

さ
ん
が
出
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と

言
う
と
、
農
家
の
方
々
が
つ
く
る
豆
、

米
と
い
っ
た
穀
物
で
お
菓
子
が
出
来

る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
菓
子
屋
は
割

合
に
立
ち
直
る
の
が
早
か
っ
た
。
明
治

三
年
、
戊
辰
戦
争
か
ら
た
っ
た
三
年
で

菓
子
は
生
菓
子
と
雑
菓
子
の
二
つ
に

分
か
れ
ま
す
。
生
菓
子
は
位
の
高
い
人

に
納
め
ら
れ
た
り
、
お
金
持
ち
の
人
が

食
べ
た
り
、
ハ
レ
の
日
、
つ
ま
り
特

様々なジャンルのベスト５が記されていたという
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別
な
日
に
式
菓
子
と
し
て
使
う
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
、

穀
物
を
使
っ
て
簡
単
に
で
き
る
菓
子

を
作
る
菓
子
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　
明
治
十
年
に
は
会
津
に
菓
子
組
合

が
出
来
ま
す
。
こ
の
年
、
国
力
を
増
す

た
め
、
お
菓
子
に
も
国
税
を
課
す
と
い

う
法
律
が
出
来
ま
す
。
会
津
の
お
菓
子

屋
さ
ん
た
ち
は
、
今
ま
で
納
め
な
く
て

も
よ
か
っ
た
の
に
お
金
を
取
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
組
合
を
設
立

し
て
団
体
と
し
て
国
会
に
陳
情
し
よ

う
と
し
ま
す
。
結
束
を
高
め
る
た
め
、

違
反
者
に
は
違
約
金
を
課
す
と
い
う

厳
し
い
内
容
の
規
約
を
つ
く
っ
た
り

も
し
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
頃
「
砂
糖
縄
か
け
事
件
」
が
起

こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
菓
子
屋
が
砂

糖
を
扱
う
問
屋
か
ら
砂
糖
を
仕
入
れ

る
際
、
問
屋
さ
ん
が
砂
糖
の
目
方
を
計

る
の
で
す
が
、
何
と
縄
の
重
さ
ま
で
入

れ
た
重
さ
で
砂
糖
の
代
金
を
出
し
て

い
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ず
る

い
。
で
も
、
お
菓
子
屋
さ
ん
は
砂
糖
が

手
に
入
ら
な
い
と
困
る
の
で
黙
認
し

て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
考
え
て
も
お
か

し
い
と
み
ん
な
が
言
い
出
し
て
、
組
合

と
し
て
、
今
ま
で
の
縄
の
重
さ
を
引

け
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
交
渉
で
き
る
よ
う

な
状
態
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。令

和
の
時
代
は

美
味
し
さ
＋
機
能
性

　
戊
辰
の
役
か
ら
割
合
に
短
い
期
間
で

お
菓
子
屋
は
繁
盛
し
ま
し
た
。
と
い
う

こ
と
は
、
食
べ
る
方
も
、
結
構
食
べ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
活

の
中
で
、
重
労
働
の
合
間
に
少
し
お
茶

を
飲
ん
で
お
菓
子
を
食
べ
る
と
か
、
お

世
話
に
な
っ
た
人
に
ま
ん
じ
ゅ
う
で
も

持
っ
て
い
こ
う
か
と
か
、
お
菓
子
は
生

活
に
深
く
広
く
根
付
い
て
い
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
大
正
・
昭
和
に
入
る
と
ド
ー
ナ
ツ
、

シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
、
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
、
今
で
も
な
じ
み
の

あ
る
お
菓
子
が
急
速
に
一
般
化
し
ま
す
。

シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存

じ
の
不
二
家
が
日
本
で
最
初
に
作
り
ま

し
た
。
キ
ャ
ラ
メ
ル
は
、
横
浜
の
森
永

キ
ャ
ラ
メ
ル
に
よ
っ
て
、
安
価
で
大
量

に
つ
く
ら
れ
、
急
速
に
普
及
し
ま
す
。

　
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
、
風
月
堂
で
す
。

「
千
代
古
齢
糖
」
と
い
う
名
前
で
初
め

て
世
に
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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近
年
は
、
冷
凍
の
技
術
が
非
常
に
発

達
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
外
旅
行
も

当
た
り
前
の
時
代
で
す
。
異
国
の
地
で

素
敵
な
お
菓
子
を
見
つ
け
る
と
い
っ

た
体
験
を
暮
ら
し
の
中
に
取
入
れ
る

状
況
も
増
え
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、

国
際
化
、
多
様
化
で
す
。
い
ま
や
誰

か
に
お
菓
子
を
贈
り
た
い
場
合
、
デ

パ
ー
ト
に
行
く
の
で
は
な
く
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
時
代
で
す
。

欲
し
い
な
と
思
う
と
、
翌
日
に
は
手
に

入
る
の
で
す
。
お
菓
子
を
取
り
巻
く
環

境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
、
お
菓
子
は
今
後
ど
ん
な
役
割

を
担
っ
て
い
く
の
か
。
ま
ず
、
栄
養
補

給
で
す
。
食
べ
る
と
体
に
い
い
と
い
う

こ
と
。
次
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ツ
ー
ル
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
地
域
な
ら

で
は
の
役
割
。
い
わ
ば
食
文
化
で
す
。

そ
し
て
お
い
し
い
心
の
栄
養
と
い
う

役
割
。
お
い
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
美
容
効
果
な
ど
の
機
能
性
を
う
た

っ
た
お
菓
子
へ
と
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

老
舗
の
精
神
を
隠
し
味
に

独
創
的
な
お
菓
子
を
生
み
出
す

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
お
菓
子
に
ま
つ

わ
る
外
側
の
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
こ
か
ら
は
、
私
ど
も
長
門
屋
に
つ
い

て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
私
ど
も
の
長
門
屋
も
先
ほ
ど
の
『
五

幅
對
』
に
名
前
が
載
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
あ
の
頃
は
駄
菓
子
と
か
、
雑
菓

子
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
は
…
、

最
近
と
い
う
の
に
は
明
確
な
ラ
イ
ン

が
あ
り
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
で
す
。

震
災
で
大
変
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。

皆
さ
ん
も
お
そ
ら
く
大
変
な
ご
苦
労

を
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
当

時
、
会
津
に
来
て
い
た
修
学
旅
行
生

が
震
災
後
九
割
来
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
風
評
被
害
が
起
こ
り
ま
し

た
。
福
島
の
も
の
と
い
う
と
、
駄
目
だ

と
い
わ
れ
て
し
ま
う
。
多
く
の
こ
と

会津若松市川原町にある長門屋本店
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が
一
八
〇
度
ひ
っ
く
り
返
り
ま
し
た
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
社
内
で
何
度
も

議
論
を
重
ね
て
、
よ
う
や
く
方
向
性
を

導
き
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
現
代
及

び
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
対
し
て
価
値

の
あ
る
創
造
的
な
お
菓
子
を
発
信
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で

の
伝
統
や
形
を
守
る
、
姿
か
た
ち
を

そ
の
ま
ま
継
承
す
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
そ
う
い
う
精
神
や
良
さ
を

隠
し
味
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

全
く
独
創
的
な
お
菓
子
を
つ
く
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
ど
も
の
挑

戦
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
ま
ず
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
一
新
し
ま
し

た
。「
長
」
を
今
と
昔
を
つ
な
ぐ
橋
と

し
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
ま
し
た
。

　
最
初
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
お
茶
席
な

ど
で
使
わ
れ
る
「
和
三
盆
」
と
い
う
お

砂
糖
の
菓
子
で
す
。

こ
れ
を
コ
ー
ヒ
ー
用
マ
ド
ラ

ー
に
し
た
の
で
す
。
普
通
の
白
砂
糖
マ

ド
ラ
ー
で
は
な
く
、
和
三
盆
独
特
の
ま

ろ
や
か
さ
を
持
っ
た
も
の
に
し
た
点
、

こ
れ
が
昔
か
ら
の
伝
統
を
現
代
に
生
か

す
と
い
う
発
想
で
す
。

　
ま
た
、昔
か
ら
作
り
続
け
て
い
る「
と

り
飴
」
と
い
う
お
菓
子
が
あ
り
ま
す
。

飴
が
柔
ら
か
い
う
ち
に
鳥
の
形
に
す
る

わ
け
で
す
。
今
ま
で
は
赤
と
緑
の
色
の

お
菓
子
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
青

色
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
幸
せ
の
青

い
と
り
あ
め
」
と
い
う
名
前
が
付
き
ま

し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
童
話
に
基
づ
く

話
で
、
こ
う
す
る
こ
と
で
プ
チ
ギ
フ
ト

や
、
記
念
日
、
結
婚
式
な
ど
で
配
っ
て

い
た
だ
け
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
今

ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
需
要
が
発
生

「Fly Me To The Moon　羊羹ファンタジア」

プチギフトとして喜ばれる「とり飴」
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し
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
「Fly M

e To The M
oon

」

で
す
。
羊
羹
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
と
い
う
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
い
た
こ
の
お
菓
子

は
、
羊
羹
で
す
が
切
る
た
び
に
断
面

の
絵
が
変
わ
り
ま
す
。
翼
の
小
さ
い

鳥
が
だ
ん
だ
ん
羽
を
広
げ
て
大
き
く

羽
ば
た
く
。
月
は
三
日
月
か
ら
半
月
、

満
月
と
満
ち
て
い
く
。
切
る
た
び
に
模

様
が
変
わ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
始
ま
る

わ
け
で
す
。
し
か
も
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

で
す
。
切
る
場
所
で
味
も
違
い
ま
す
。

昔
の
羊
羹
は
、
万
葉
集
な
ど
に
文
学
性

を
見
出
し
た
お
菓
子
で
し
た
が
、
こ
の

お
菓
子
は
季
節
感
で
は
な
く
、
時
間
の

移
ろ
い
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
お

菓
子
は
二
〇
一
七
年
度
の
グ
ッ
ド
デ

ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

会
津
の
名
産
を
守
る
た
め

ク
ル
ミ
の
栽
培
に
着
手

　
長
門
屋
を
代
表
す
る
お
菓
子
に
「
香

木
実
」
と
い
う
ク
ル
ミ
の
お
菓
子
が
あ

り
ま
す
。
先
ほ
ど
む
き
胡
桃
に
つ
い
て

お
話
し
ま
し
た
が
、
ク
ル
ミ
は
か
つ
て

三
十
数
軒
あ
っ
た
業
者
が
い
ま
は
、
二

軒
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
も

従
事
し
て
い
る
方
が
非
常
に
高
齢
に

な
っ
て
い
ま
す
。

ク
ル
ミ
の
ア
ク

で
手
が
汚
れ
た

り
、
に
お
い
が

髪
の
毛
に
付
い

た
り
と
い
う
点

が
敬
遠
さ
れ
て

若
い
後
継
者
が

い
な
い
の
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
江
戸

時
代
か
ら
続
く
会
津
の
特
産
品
の
む

き
胡
桃
が
消
え
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う

危
機
感
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
ク
ル
ミ
を
取
り
巻
く
現
状

を
広
く
訴
え
、
仲
間
と
と
も
に
、
古

来
種
の
ク
ル
ミ
を
栽
培
す
る
事
業
を

始
め
て
い
ま
す
。
会
津
ク
ル
ミ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
と
い
う
の
で
す
が
、

庭
師
が
い
た
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
い

た
り
、
多
種
多
様
な
方
が
会
員
で
す
。

　
ク
ル
ミ
は
一
本
の
木
で
す
が
、
実
を

素材へのこだわりとともに、地域への貢献活動の一環として、鬼クルミの栽培に着手
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採
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
メ
ー
プ

ル
シ
ロ
ッ
プ
の
よ
う
に
非
常
に
お
い
し

い
、
甘
い
樹
液
が
採
れ
ま
す
。
さ
ら
に

皮
を
使
っ
て
編
み
製
品
も
出
来
ま
す
。

殻
は
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
に
使
え
ま
す
。
殻

を
細
か
く
粉
砕
し
て
ミ
リ
単
位
の
粒
子

に
す
る
と
研
磨
剤
や
住
宅
資
材
と
し
て

使
え
ま
す
。
一
本
の
木
で
無
駄
に
な
る

と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
津
の
ク
ル

ミ
は
極
上
品
で
す
。
実
が
付
く
ま
で
八

年
く
ら
い
か
か
り
ま
す
の
で
、「
志
だ

け
で
も
受
け
継
ぎ
、
次
世
代
に
つ
な
げ

て
い
け
る
よ
う
頑
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
」。

た
く
さ
ん
の
幸
せ
を
運
ぶ

「
美
は
微
な
り
」

　
最
後
に
、「
お
い
し
い
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
。
中
国
に
「
桃
李
物
言

わ
ざ
れ
ど
も
、
下
自
ら
径
を
な
す
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
桃

李
と
い
う
の
は
、
モ
モ
と
ス
モ
モ
の

こ
と
で
す
。
下
に
径
を
な
す
と
い
う

の
は
、
道
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
。

山
に
あ
る
モ
モ
や
ス
モ
モ
は
一
言
も

発
せ
ず
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
が
、

や
が
て
花
を
咲
か
せ
、
実
を
付
け
、

熟
し
、
い
い
香
り
を
出
す
と
、
そ
れ

に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
人
々
が
そ
の
魅

力
を
求
め
て
足
を
運
び
、
最
後
に
は

道
が
出
来
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　
お
い
し
い
も
の
は
人
を
魅
了
し
ま

す
。
そ
れ
は
、
幸
せ
感
を
持
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。「
お
い
し
い
」
と
い
う

言
葉
を
、「
あ
あ
、
幸
せ
だ
な
」
と
い

う
言
葉
に
置
き
換
え
て
も
、
半
分
以

上
は
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
お
い

し
い
」
と
は
、「
美
し
い
味
」
と
書
き

ま
す
が
、「
美
は
微
な
り
」
と
い
う
の

が
私
の
考
え
で
す
。
美
し
い
も
の
は
、

微
か
な
も
の
で
あ
る
。
お
い
し
い
も

の
と
、
ま
あ
ま
あ
お
い
し
い
も
の
は

微
か
な
差
な
の
で
す
。
少
し
の
手
間
、

少
し
の
工
夫
、
少
し
だ
け
順
番
を
変

え
た
つ
く
り
方
。
こ
う
い
う
、「
美
は

微
な
り
」
と
い
う
、
か
す
か
な
違
い

の
中
に
無
限
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

基
礎
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
我
々
の
勉
強
が
足
り
な

い
こ
と
だ
ら
け
で
、
毎
日
お
客
さ
ま

か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
な
の

で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
一
生
懸
命
に

会
津
の
味
、
会
津
の
お
菓
子
を
、
他

の
分
野
の
方
と
も
一
緒
に
練
り
上
げ
、

そ
れ
が
地
域
の
た
め
に
な
れ
れ
ば
菓

子
屋
の
幸
せ
、
と
の
思
い
で
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

写真提供 / 長門屋


