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七
回
平
成
十
六
年
七
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十
九
日

【
発
表
】

青
木
直
己
「
津
軽
藩
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
菓
子
の
饗
応
Ｉ
上
菓
子
大
成
期
を
中

心
に
ｌ
」

お
菓
子
が
饗
応
の
場
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
時

期
を
区
切
っ
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
的
な
問
題
で

言
う
と
、
近
世
初
期
か
ら
後
期
ま
で
ず
っ
と
日
記
は
あ
る
の
で
す
が
、
最
も
使

い
や
す
い
の
は
元
禄
期
で
す
。
和
菓
子
の
歴
史
で
見
ま
す
と
、
元
禄
期
は
大
き

な
変
化
の
時
期
で
あ
り
、
元
禄
期
に
和
菓
子
が
大
成
し
ま
す
。
そ
の
大
成
し
た

後
、
公
家
や
武
家
社
会
、
特
に
大
名
家
で
ど
の
よ
う
に
お
菓
子
の
使
用
が
変
化

し
て
い
く
か
、
ま
た
お
菓
子
そ
の
も
の
の
変
化
が
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

日
記
を
読
ん
で
い
く
と
結
構
ク
リ
ア
ー
に
出
て
く
る
よ
う
で
す
。
デ
ー
タ
に
入

力
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
か
ら
今
日
は
三
点
ほ
ど
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
御
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
菓
子
の
中
で
も
上
菓
子
と
い
う
分
野
が
あ
り
ま
す
が
、
き
れ
い
な
上
等
の

お
菓
子
で
あ
る
上
菓
子
が
元
禄
期
に
完
成
し
ま
す
。
上
菓
子
の
語
源
は
通
説
で

は
献
上
菓
子
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
上
等
な
お
菓
子
と
い
う
意
味

か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
中
菓
子
と
い
う
言
葉
も
出

て
来
て
、
上
中
下
の
ラ
ン
ク
付
け
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
上
菓
子
を
後

に
菓
子
屋
が
献
上
菓
子
と
読
み
か
え
て
由
緒
を
誇
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。ま

ず
一
番
目
に
上
菓
子
が
京
都
で
生
ま
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
江
戸
へ
移
っ
て

行
っ
た
の
か
、
上
菓
子
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
お
菓
子
な
の
か
と
い
う
こ
と

を
お
話
し
ま
す
。
そ
し
て
、
二
に
、
津
軽
藩
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
菓
子
の
饗
応

と
い
う
こ
と
で
、
特
に
操
・
歌
舞
伎
芝
居
を
上
演
し
た
時
に
ど
の
よ
う
に
お
菓

子
が
出
さ
れ
て
い
た
の
か
を
延
宝
か
ら
元
禄
ま
で
見
て
い
っ
て
、
そ
の
変
化
を

追
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
は
附
録
な
の
で
す
が
、
お
菓
子
の
用
語
な
ど
に

つ
い
て
簡
単
に
調
べ
ら
れ
る
参
考
文
献
に
つ
い
て
少
し
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

メ
を
御
覧
下
さ
い
。
今
日
は
お
菓
子
の
歴
史
を
述
べ
る
場
で
は
な
い
の
で
、
上

菓
子
が
生
ま
れ
た
時
に
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
上

菓
子
が
生
ま
れ
る
直
前
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
有
名
な
『
毛

吹
草
』
か
ら
見
て
行
き
ま
す
。
十
七
世
紀
京
都
菓
子
分
布
一
覧
と
い
う
表
を
合

わ
せ
て
御
参
照
下
さ
い
。
上
が
京
都
の
地
図
で
、
下
が
『
毛
吹
草
』
と
『
雍
州

府
誌
』
を
対
比
さ
せ
た
も
の
で
す
。
十
七
世
紀
京
都
の
菓
子
事
情
な
の
で
す
が
、

洛
中
型
と
洛
外
型
と
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
洛
中
を
取
り
巻
く
形
で
洛

外
と
の
境
界
上
に
お
菓
子
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
寺
社
門
前
の
お
菓
子

と
し
て
成
立
し
て
い
ま
す
。
洛
中
の
人
間
が
洛
外
へ
、
あ
る
い
は
祇
園
社
な
ど

に
参
詣
し
た
時
に
有
名
な
二
軒
茶
屋
で
憩
っ
て
あ
ぶ
り
餅
を
食
べ
る
と
い
っ
た

形
で
す
。
こ
う
い
っ
た
境
界
型
の
菓
子
が
後
に
大
福
と
か
庶
民
的
な
お
菓
子
へ

と
流
れ
て
行
き
ま
す
。

表
で
Ａ
か
ら
Ｉ
ま
で
の
南
蛮
菓
子
、
ミ
ズ
カ
ラ
、
煎
餅
、
醒
井
分
餅
、
編
笠

団
子
、
州
浜
、
お
こ
し
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
が
洛
中
で
作
ら
れ
て
い
た
菓
子
で

す
。
こ
れ
が
上
菓
子
の
基
本
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
洛
中
の
菓
子
が
発
展
し

て
上
菓
子
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
何
を
以
て
上
菓
子
が
大
成
し
た
か
と
言
い
ま

す
と
、
お
菓
子
に
デ
ザ
イ
ン
が
加
え
ら
れ
、
名
前
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
主
要

な
要
素
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
編
笠
団
子
」
と
い
う
の
は
正
し
く
お
菓
子
を
編

笠
の
形
に
す
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
性
を
付
与
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
『
毛
吹
草
』

を
見
た
段
階
で
は
、
資
料
の
性
格
に
も
よ
る
の
で
す
が
、
菓
子
屋
の
名
前
が
出

で
は
、
ま
ず
一
番
目
の
上
菓
子
大
成
期
の
京
都
と
江
戸
に
つ
い
て
の
レ
ジ
ュ
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て
来
ま
せ
ん
。
出
て
く
る
の
は
川
端
道
喜
の
内
裏
綜
ぐ
ら
い
で
す
。

で
は
こ
の
時
期
に
菓
子
屋
は
ど
の
よ
う
な
菓
子
を
売
っ
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
も
検
討
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
十
七
世
紀

前
期
に
菓
子
を
売
っ
て
い
た
記
録
は
虎
屋
に
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
記
録
を

も
と
に
レ
ジ
ュ
メ
の
方
の
②
に
書
い
て
お
い
た
の
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
け

る
菓
子
屋
の
販
売
菓
子
で
す
。
『
毛
吹
草
』
が
出
さ
れ
る
三
年
前
の
寛
永
十
二

年
の
記
録
で
す
。
薄
皮
饅
頭
、
大
饅
頭
、
羊
葵
、
落
雁
、
さ
ん
餅
、
南
蛮
餅
、

雪
餅
、
か
す
て
ら
、
け
さ
ち
い
な
、
か
る
め
ら
、
は
る
て
い
す
、
有
平
糖
。
け

さ
ち
い
な
か
ら
有
平
糖
ま
で
は
南
蛮
菓
子
で
す
。
そ
し
て
、
高
麗
煎
餅
、
豆
飴
、

こ
れ
は
す
は
ま
の
こ
と
で
す
。
み
つ
か
ら
と
い
う
の
は
昆
布
で
作
る
お
菓
子
で

す
ね
。
今
で
も
遠
州
流
が
よ
く
使
っ
て
い
ま
す
。
水
栗
、
砂
糖
か
や
、
煎
り
か

や
、
な
ん
め
ん
と
う
、
り
ん
、
昆
布
、
結
び
の
し
、
杉
楊
枝
、
縁
高
楊
枝
。
こ

の
一
冊
の
帳
簿
で
売
っ
て
い
た
の
が
こ
れ
だ
け
で
す
。
ま
ず
、
こ
こ
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
菓
銘
が
「
雪
餅
」
と
か
「
さ
ん
餅
」
ぐ
ら
い
で
、

後
は
商
品
名
に
由
来
し
て
い
る
段
階
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
だ
菓
銘
は
成
立

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
上
菓
子
が
大
成
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
一
つ
に

は
京
都
と
い
う
町
の
特
殊
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
一
番
目
に
伝
統
で
す
ね
。
三

千
家
の
家
元
が
あ
る
よ
う
に
茶
道
、
そ
し
て
立
花
な
ど
各
伝
統
芸
能
の
家
元
が

京
都
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
宮
中
や
寺
社
を
中
心
に
し
た
伝
統
行
事
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
二
番
目
に
御
所
と
か
、
二
条
城
の
京
都
所
司
代
と
い
っ
た
権
威

が
町
の
中
に
あ
り
ま
す
。
続
い
て
経
済
力
と
い
う
点
で
も
こ
の
時
代
は
圧
倒
的

に
強
く
て
、
大
名
貸
し
を
す
る
商
人
の
数
も
非
常
に
多
い
。
次
に
技
術
力
で
も
、

生
産
技
術
の
高
さ
に
お
い
て
他
の
都
市
か
ら
隔
絶
し
て
い
ま
す
・
西
陣
、
友
禅
、

京
焼
と
い
っ
た
技
術
が
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

最
後
に
信
仰
の
町
で
あ
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
信
仰
の
町
と
い
う
の
は
お

菓
子
の
需
要
が
多
い
の
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
前
提
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

中
で
鳳
林
承
章
や
後
水
尾
院
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
寛
永
文
化
か
ら
サ
ロ
ン
文

化
が
発
展
し
、
や
が
て
琳
派
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
元
禄
文
化
が
京
を
中
心
に

花
開
き
ま
す
。

そ
の
中
で
銘
を
求
め
る
と
い
う
嗜
好
性
が
出
て
来
ま
す
。
友
禅
の
型
染
め
な

ど
も
カ
タ
ロ
グ
を
作
り
ま
す
が
、
そ
の
図
柄
に
も
龍
田
の
錦
と
か
古
今
集
か
ら

取
っ
た
銘
を
付
け
る
よ
う
に
な
り
、
市
民
層
に
気
に
入
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う

経
緯
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
流
れ
が
お
菓
子
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
入
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
頃
の
お
菓
子
屋
の
状
況
に
つ
い
て
、
『
雍
州
府
誌
』
を
参
考
に
見
て
お
き

ま
す
。
先
程
の
表
を
御
覧
下
さ
い
。
菓
子
名
・
菓
子
屋
の
欄
を
見
て
い
き
ま
す

と
、
渡
辺
道
喜
、
道
和
と
い
う
の
は
有
名
な
糘
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
方
広
寺

の
大
仏
餅
。
そ
し
て
塩
瀬
、
虎
屋
、
松
屋
、
亀
屋
、
二
口
屋
、
宝
来
屋
と
い
っ

た
菓
子
屋
が
出
て
き
て
、
『
毛
吹
草
』
で
は
門
前
の
菓
子
屋
だ
っ
た
の
が
饅
頭

と
か
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
虎
屋
で
は
餡
純
や
興
米
な
ど

で
も
有
名
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
菓
子
屋
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
大
き
な
状
況
の
変
化
で
す
。

有
力
な
菓
子
商
人
が
こ
の
時
期
に
出
揃
う
の
で
す
ね
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
菓
銘
が
出
て
き
た
か
と
言
い
ま
す
と
、

レ
ジ
ュ
メ
に
載
せ
ま
し
た
元
禄
六
年
『
男
重
宝
記
』
、
こ
れ
は
男
の
嗜
み
を
記

し
た
本
で
す
が
、
当
時
茶
道
も
男
の
嗜
む
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
お
菓
子
も
た

く
さ
ん
出
て
く
る
の
で
す
が
、
菓
銘
二
五
○
種
、
図
が
二
四
種
出
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
図
柄
と
銘
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
お
菓
子
が
普
通
に
作
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
刊
本
の
類
か
ら
も
わ
か
る
わ
け
で
す
。

次
に
菓
子
屋
の
側
か
ら
見
て
い
く
と
、
別
紙
コ
ピ
ー
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ

は
中
山
圭
子
氏
が
茶
道
学
大
系
四
「
懐
石
と
菓
子
」
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
。

元
禄
八
年
の
見
本
帳
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
菓
子
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の
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で
す
。
コ
ピ
ー
に
は
宝
永
頃
の
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
種
類
が
多
く
て
、
な

お
か
つ
材
料
名
が
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
お
菓
子
の
歴
史
を
見
る
上
で
よ
い
資

料
で
す
。
「
や
う
か
ん
」
が
棹
物
で
は
な
く
て
す
は
ま
の
形
に
な
っ
て
た
り
し

ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
色
木
の
実
」
と
い
う
の
は
、
尾
形
光
琳
が
中
村
内
蔵
助
に

お
菓
子
を
送
っ
た
時
に
指
定
し
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
お
菓
子
の
見
本
帳

が
こ
の
時
期
に
完
成
し
ま
す
。

見
本
帳
を
ど
う
い
っ
た
使
い
方
を
し
た
か
と
言
う
と
、
今
で
も
実
は
虎
屋
で

は
見
本
帳
を
使
っ
て
い
て
、
宮
内
庁
の
大
膳
課
に
一
冊
、
虎
屋
の
製
造
と
営
業

に
各
一
冊
あ
っ
て
、
そ
れ
で
や
り
と
り
し
て
い
ま
す
。
当
時
も
同
じ
で
お
客
様

の
手
元
に
も
虎
屋
側
に
も
一
冊
あ
っ
て
、
指
定
し
て
い
ま
し
た
。
店
頭
販
売
は

し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
虎
屋
か
ら
見
本
を
持
っ
て
行
っ
て
見
せ
る
か
、
あ
る
い

は
使
い
が
来
て
こ
れ
と
い
う
指
定
を
す
る
と
い
っ
た
や
り
と
り
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
カ
タ
ロ
グ
販
売
の
先
駆
け
で
す
。
「
友
千
鳥
」
と
か
「
藤
は
か
ま
」
と
か
、

そ
れ
ら
し
い
名
前
が
あ
り
ま
す
ね
。
他
に
「
井
出
の
里
」
と
か
「
嵯
峨
野
」
と

か
地
名
も
あ
り
ま
す
し
、
歌
枕
も
あ
り
ま
す
。
結
構
古
今
集
が
多
い
で
す
ね
。

こ
の
見
本
帳
が
出
来
上
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
菓
子
が
大
成
し
た
こ
と
の
指

標
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
こ
ち
ら
の
研
究
会
で
は
、
江
戸
の
お
菓
子
を
話
題
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
す
か
ら
、
京
で
大
成
し
た
お
菓
子
が
ど
の
よ
う
に
江
戸
に
伝
わ
っ
た

か
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
饅
頭
屋
町
に
、
奈
良
に
本
店
が
あ

っ
た
塩
瀬
が
店
を
持
ち
ま
す
。
そ
し
て
寛
政
年
間
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の

塩
瀬
が
最
も
早
く
江
戸
に
進
出
し
た
菓
子
屋
で
、
江
戸
に
三
店
を
持
ち
ま
す
。

そ
れ
か
ら
元
禄
十
一
年
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
仙
台
に
も
出
店
を
持
ち
ま
す
。

仙
台
に
玉
屋
と
い
う
菓
子
屋
が
い
て
、
そ
れ
に
自
分
の
息
子
か
弟
を
養
子
に
す

る
形
で
進
出
し
ま
す
。
江
戸
に
出
店
し
て
、
そ
れ
を
足
が
か
り
に
東
北
に
ま
で

と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
ま
す
。

。
も
う
一
つ
は
、
寛
文
年
間
に
熊
本
藩
の
細
川
綱
利
が
京
菓
子
を
好
ん
で
、
禁

裏
御
用
の
虎
屋
の
弟
子
庄
野
市
郎
右
衛
門
を
呼
ん
で
、
藩
御
用
の
浜
田
七
蔵
に

菓
子
の
製
法
を
教
え
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
細
川
綱

利
は
参
勤
交
代
の
途
中
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
虎
屋
の
菓
子
を
注
文
す
る
の
で
す

ね
。
大
名
は
京
都
に
入
れ
な
い
の
で
、
大
津
と
か
伏
見
あ
た
り
で
注
文
し
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
関
係
か
ら
虎
屋
の
人
間
を
呼
ん
だ
の
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
も
参
勤
交
代
と
い
っ
た
江
戸
を
基
点
と
し
た
都
市
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
よ
る
も
の
で
す
。
当
時
大
名
は
茶
の
湯
が
大
事
な
こ
と
で
し
た
か
ら
、

菓
子
と
も
関
係
が
深
い
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。

元
禄
五
年
の
『
買
物
調
方
記
』
に
は
、
江
戸
に
菓
子
屋
が
二
十
九
店
あ
る
こ

と
が
記
さ
れ
ま
す
。
饅
頭
屋
が
三
家
五
店
で
す
。
塩
瀬
が
二
店
舗
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
米
饅
頭
は
浅
草
の
鶴
屋
で
す
。
姫
饅
頭
、
棚
菓
子
、
大
仏
餅
屋
、

ふ
い
ご
焼
屋
、
ふ
の
や
き
屋
。
そ
し
て
、
注
目
し
た
い
の
が
下
り
京
菓
子
屋
が

四
軒
出
て
い
る
こ
と
で
す
。
桔
梗
屋
土
佐
は
禁
裏
御
用
を
勤
め
て
い
ま
す
。
同

和
泉
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
す
は
ま
や
に
関
し
て
は
、
『
毛

吹
草
』
で
す
は
ま
が
松
本
の
白
楽
天
町
で
名
物
に
な
っ
て
ま
し
た
。
き
な
粉
と

水
飴
を
使
っ
た
お
菓
子
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
前
の

三
軒
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
松
屋
山
城
は
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
松
屋
常

盤
で
す
。
松
屋
も
後
に
禁
裏
御
用
を
勤
め
ま
す
。
禁
裏
御
用
を
勤
め
た
と
い
う

の
は
虎
屋
と
二
口
屋
が
江
戸
時
代
の
初
め
か
ら
で
、
桔
梗
屋
は
元
禄
か
ら
始
め

て
途
中
で
や
め
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
に
松
屋
が
入
っ
て
き
て
最
後
ま
で
続

き
ま
す
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
京
の
中
で
も
有
力
な
菓
子
屋
が
江
戸
に
下
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
十
七
世
紀
後
半
に
京
で
成
立
し
た
上
菓
子
、
京
菓
子
と
い

う
の
は
、
公
家
だ
け
で
は
な
く
、
茶
の
湯
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
武
家
層
が

大
き
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
求
め
て
江
戸
に
進
出
し
て
い
っ
た
の
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そ
れ
に
対
し
て
す
ぐ
に
お
礼
の
お
菓
子
が
差
し
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
贈
答
が
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
あ
ま
り
な
い
記
録
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
菓
子
を
家
臣

で
取
り
分
け
た
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
珍
し

い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
記
事
か
ら
は
、
ま
ず
料
理
と
菓
子
の
関
係
が
窺
え
ま
す
。
『
懐
石
の
研

究
』
を
出
さ
れ
た
筒
井
紘
一
先
生
な
ど
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
お

菓
子
と
い
う
の
は
お
茶
に
付
き
物
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
料
理
に
付
い
て
い

だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
津
軽
藩
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
菓
子
の
饗
応
と
い
う
レ
ジ
ュ
メ
に
移
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
元
禄
期
に
和
菓
子
が
大
成
し
た
と
い
う
の
を
少
し

遡
っ
て
、
延
宝
期
か
ら
江
戸
で
は
菓
子
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
か
を
見
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
芝
居
興
行
の
と
こ
ろ
は
、
人
が
多
く
て
出
し
方
も
複
雑

で
華
や
か
な
の
で
、
そ
こ
に
絞
っ
て
お
話
し
ま
す
。

延
宝
四
年
二
月
三
日
の
操
興
行
で
は
、
土
井
と
か
久
世
と
い
っ
た
大
名
や
旗

本
ク
ラ
ス
の
人
が
客
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
勝
手
と
し
て
は
、
津
軽
家
側

の
人
た
ち
が
見
物
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
八
シ
時
に
来
て
、
略
式
の
二
汁
七
菜
を

出
し
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
場
所
を
変
え
て
お
座
敷
で
お
茶
を
出
し

ま
す
。
次
に
御
料
理
の
間
に
移
っ
て
濃
茶
を
出
し
ま
す
。
そ
し
て
面
々
に
御
菓

子
が
出
て
い
ま
す
。
ど
う
い
っ
た
お
菓
子
が
出
て
い
た
か
は
書
い
て
あ
り
ま
せ

ん
。
茶
の
湯
の
懐
石
の
順
番
に
沿
っ
た
茶
礼
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
浄
瑠

璃
が
始
ま
っ
て
、
三
段
済
ん
だ
時
に
桂
林
院
様
か
ら
御
菓
子
が
届
け
ら
れ
る
の

で
す
ね
。
浄
瑠
璃
が
終
わ
っ
た
後
に
小
座
敷
で
「
ち
よ
め
ん
」
、
こ
れ
は
山
芋

で
作
っ
た
薯
蘋
麺
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
食
べ
ま
す
。
吸
物
が
出
て
い
て
、

お
そ
ら
く
酒
も
一
緒
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
御
菓
子
が
出
て
薄

茶
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
お
客
様
が
帰
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、
即
刻
、

桂
林
院
様
に
御
菓
子
が
進
ぜ
ら
れ
ま
す
・
桂
林
院
様
か
ら
お
菓
子
が
届
け
ら
れ
、

る
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
確
か
に
お
料
理
が
出

て
お
菓
子
が
出
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
お
茶
と
お
菓
子
の
関
係

も
で
き
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
ね
・
料
理
と
菓
子
と
い
う
流
れ
で
来
た
も
の
が
、

茶
と
菓
子
と
い
う
関
係
も
並
行
し
て
入
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
状
況
だ
と
思
い

ま
す
。そ

れ
か
ら
、
菓
子
の
贈
答
と
返
礼
が
た
だ
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
お
も

し
ろ
い
で
す
。
当
時
は
予
定
調
和
で
す
か
ら
お
菓
子
が
来
る
こ
と
は
わ
か
っ
て

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
お
返
し
の
お
菓
子
を
用
意
し
て
い
た
と
思
う
の
で
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
お
菓
子
の
贈
答
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
記

事
で
す
。
さ
ら
に
先
程
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
贈
答
菓
子
の
処
置
が
こ
こ
で
わ

か
る
の
で
す
ね
。
京
都
の
朝
廷
な
ど
で
す
と
、
町
触
れ
を
見
る
と
大
き
な
儀
式

が
あ
っ
て
菓
子
屋
を
入
札
で
選
ぶ
の
で
す
が
、
次
に
ま
た
触
れ
が
出
て
、
い
っ

ぱ
い
菓
子
が
献
上
さ
れ
た
の
で
払
い
下
げ
る
か
ら
希
望
す
る
人
は
入
札
し
な
さ

い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

四
年
後
の
延
宝
八
年
四
月
十
六
日
の
記
事
に
な
る
と
、
少
し
お
菓
子
の
名
前

が
出
て
来
て
、
食
べ
方
な
ど
も
お
も
し
ろ
い
記
述
が
見
え
る
の
で
載
せ
て
み
ま

し
た
・
御
見
物
事
に
客
と
し
て
一
族
と
か
近
い
関
係
の
人
が
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
、
見
物
の
途
中
に
お
菓
子
が
出
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。

武
井
・
・
操
な
ど
で
は
一
段
が
終
わ
っ
た
ら
二
段
目
が
始
ま
る
前
に
、
間
狂
言
と

し
て
放
下
だ
と
か
小
歌
だ
と
か
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
を
幕
間
狂
言
と
し
て
上

演
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
飲
み
食
い
と
い
う
こ
と

は
割
合
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
本
編
の
浄
瑠
璃
の
上

演
中
に
飲
み
食
い
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。

こ
こ
の
記
事
で
は
「
御
見
物
之
内
御
菓
子
」
と
出
て
き
て
、
二
番
過
な
の
で
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す
が
、
き
う
ひ
、
く
ち
ん
と
う
、
み
と
り
を
銘
々
に
出
し
て
い
ま
す
。
次
に
四

番
過
に
寒
晒
団
子
、
こ
れ
は
お
米
の
粉
を
使
っ
た
団
子
で
す
が
、
そ
れ
と
豆
の

粉
、
砂
糖
、
煮
染
め
、
こ
れ
は
椎
茸
と
か
貝
類
と
か
で
す
が
、
そ
れ
と
香
の
物

も
お
菓
子
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
手
塩
が
皿
に
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
「
久
保
玄
貞
様
迄
は
向
詰
。
鈴
木
一
斎
よ
り
は
へ
き
に
て
出
す
。
御
銚

子
出
る
。
御
肴
二
種
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
盛
り
方
に
差
別
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
豆
の
粉
と
砂
糖
は
寒
晒
団
子
に
ま
ぶ
し
て
食

べ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
手
塩
を
使
っ
て
煮
染
め
な
ど
を
食
べ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
延
宝
で
す
か
ら
今
の
醤
油
は
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
味

は
付
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
中
入
ま
で
の
間
に
お
菓
子
を
二
度
出
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
見

物
が
終
わ
っ
て
か
ら
八
シ
半
頃
に
御
料
理
二
汁
七
菜
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
後
、
「
御
茶
く
は
し
」
と
い
う
言
い
方
で
、
ま
き
け
ん
ひ
、
山
の
い
も

を
出
し
て
、
さ
ら
に
「
銘
々
御
く
は
し
」
と
し
て
切
柿
と
煎
餅
が
出
て
い
ま
す
。

中
入
後
に
三
番
過
て
ま
た
お
菓
子
が
出
ま
す
。
「
や
う
か
ん
、
ふ
わ
餅
。
ふ
ち

高
、
向
詰
、
白
や
う
し
」
。
そ
し
て
「
一
斎
よ
り
庄
八
迄
は
ふ
ち
高
、
へ
き
」

と
記
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
も
盛
り
方
に
差
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
中
入
か
ら
夜

食
ま
で
の
間
に
も
一
度
菓
子
が
出
て
い
ま
す
。
今
度
は
、
後
段
と
し
て
虎
屋

餡
鈍
が
出
て
、
御
吸
物
、
御
肴
二
種
な
の
で
す
が
、
殿
様
と
小
左
衛
門
様
は
御

精
進
な
の
で
お
菓
子
は
あ
る
へ
い
と
か
す
て
ら
だ
っ
た
の
を
、
精
進
の
方
へ
は

か
す
て
ら
の
代
わ
り
に
き
う
ひ
を
出
し
た
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
随
分
長
い
間
見
物
を
す
る
の
だ
な
と
い
う
こ
と

と
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
菓
子
を
食
べ
て
い
た
の
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。

食
事
と
お
茶
が
あ
っ
て
お
菓
子
が
あ
る
と
い
う
形
で
す
ね
。
ま
ず
、
菓
子
の
盛

り
方
と
食
べ
方
が
想
像
で
き
る
の
が
お
も
し
ろ
い
で
す
。
寒
晒
団
子
は
ど
の
よ

う
に
食
べ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
盛
り
方
に
縁
高

と
か
片
木
と
か
分
け
隔
て
が
あ
る
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
室

町
時
代
の
資
料
に
出
て
く
る
縁
高
の
絵
を
載
せ
ま
し
た
・
三
段
に
重
ね
て
来
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
楊
枝
が
付
い
て
い
ま
す
。
縁
高
に
山
の
芋
と
か
金
柑
と
か
、
こ
の

よ
う
に
盛
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
菓
子
の
種
類
も
加
工
し
た
も
の
ま
で
い
ろ
い
ろ
記
し
て
あ
り
ま

す
。
最
後
に
は
虎
屋
鰡
鈍
も
出
て
い
ま
す
。
江
戸
に
も
虎
屋
三
左
衛
門
と
い
う

幕
府
の
御
用
菓
子
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
芝
居
町
に
も
虎
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
武
家
社
会
で
は
精
進
に
関
し
て
は
か
な
り
徹
底
し
て
い
た
よ
う
で

す
が
、
こ
こ
で
も
カ
ス
テ
ラ
が
卵
を
使
う
の
で
求
肥
に
代
え
た
と
あ
り
ま
す
。

芝
居
興
行
の
時
な
ど
人
を
招
く
際
に
、
お
菓
子
が
実
に
多
様
に
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
は
こ
の
時
期
、
菓
子
は
誰
が
作
っ
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
も
問
題
に
な
り
ま
す
。
延
宝
期
だ
と
菓
子
屋
が
作
っ
て
い
た
と
考
え

る
に
は
少
し
早
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
屋
敷
の
料
理
人

が
作
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
元
禄
期
に
な
る
と
菓
子
屋

が
増
え
て
来
ま
す
し
、
武
家
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
し
て
江
戸
に
進
出
し
ま
す
。

次
に
元
禄
期
、
和
菓
子
が
大
成
し
た
後
の
見
物
の
記
事
を
見
て
み
ま
す
。
元

禄
十
年
五
月
二
十
一
日
条
で
す
が
、
ま
ず
御
料
理
二
汁
七
菜
が
出
て
、
そ
れ
か

ら
す
ぐ
後
段
と
し
て
冷
麦
が
出
ま
す
。
そ
し
て
御
茶
菓
子
、
御
銘
々
御
菓
子
が

出
ま
す
。
次
の
記
述
は
時
間
の
経
過
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
御
座
之

間
で
二
汁
七
菜
の
料
理
、
御
茶
菓
子
、
銘
々
御
菓
子
を
出
し
た
と
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
家
中
へ
も
二
汁
五
菜
と
御
茶
菓
子
、
銘
々
御
菓
子
、
夜
食
ま
で
出
た

よ
う
で
す
。

狂
言
の
中
入
前
に
奥
と
表
と
も
に
お
菓
子
を
二
度
出
し
て
い
ま
し
て
、
羊
葵

と
梅
花
餅
、
桜
餅
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
今
の
よ
う
に
桜
の
葉
で
く
る
ん
だ

桜
餅
が
で
き
る
の
は
享
保
期
以
降
な
の
で
、
こ
の
桜
餅
は
違
う
形
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
中
入
後
に
は
く
れ
な
い
、
丸
山
も
ち
、
み
と
り
。
そ
し
て
中
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加
賀
・
・
覚
王
院
や
宝
光
院
と
い
っ
た
お
坊
さ
ん
が
見
物
の
席
に
も
残
り
ま
す
よ

ね
。
お
坊
さ
ん
が
同
席
し
た
こ
と
で
特
に
お
菓
子
が
豪
華
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

青
木
：
そ
う
で
す
ね
。
で
す
か
ら
①
の
御
料
理
と
②
の
御
料
理
と
は
分
け
て
考

え
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

加
賀
：
こ
の
時
は
御
祈
祷
が
あ
っ
た
の
で
す
よ
ね
。
御
祈
祷
の
後
に
ま
た
御
料

理
を
出
し
て
い
た
と
い
う
覚
え
が
あ
る
の
で
す
が
。

入
四
番
過
に
饅
頭
、
う
つ
ら
や
き
、
こ
れ
は
狂
言
の
間
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計

ら
っ
て
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。
終
わ
っ
て
、
夜
食
と
し
て
「
寒
め
し
」
が
出
て
、

お
菓
子
が
さ
ざ
浪
・
い
く
世
の
友
・
小
ら
く
か
ん
が
出
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
菓
銘
が
は
っ
き
り
出
て
き
て
い
ま
す

ね
。
さ
ざ
浪
・
い
く
世
の
友
・
梅
花
も
ち
・
桜
も
ち
・
丸
山
も
ち
と
い
っ
た
菓

銘
で
出
て
く
る
の
は
、
元
禄
期
と
い
う
早
い
時
期
の
資
料
と
し
て
は
お
も
し
ろ

い
で
す
。
ま
た
、
種
類
の
多
様
性
も
す
ご
い
で
す
ね
。
家
中
に
も
出
し
て
い
る

の
で
、
用
意
す
る
数
も
大
変
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
狂
言
の
間

を
見
計
ら
っ
て
出
す
と
い
う
出
し
方
も
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
お
茶
は
ど

う
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
も
気
に
な
り
ま
す
。
こ
の
資
料
か
ら
は
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
お
茶
も
一
緒
に
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

元
禄
期
、
お
菓
子
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

贈
答
の
場
で
も
菓
子
の
や
り
と
り
を
す
る
と
か
、
精
進
を
意
識
し
て
か
す
て
ら

を
や
め
る
と
か
、
実
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
読
み
取
れ
ま
す
。
お
菓
子
の
多
様

性
と
誰
が
ど
の
よ
う
に
作
っ
て
い
た
か
も
わ
か
る
と
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
最
後
に
お
菓
子
の
記
録
に
つ
い
て
、
ど
う
い
っ
た
も
の
を
調
べ

た
ら
よ
い
か
を
本
当
に
簡
単
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
近
世
に
お
け
る
菓
子
文

献
で
は
、
製
法
書
が
結
構
便
利
か
な
と
思
い
ま
す
。
日
本
随
筆
大
成
に
所
収
さ

れ
て
い
る
随
筆
類
の
中
に
も
い
っ
ぱ
い
お
菓
子
が
あ
っ
て
、
索
引
な
ど
も
作
っ

た
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
手
を
広
げ
る
と
大
変
な
の
で
、
ま
ず
製

法
書
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
レ
ジ
ュ
メ
に
①
か
ら

④
ま
で
挙
げ
た
の
が
代
表
的
で
す
。
東
洋
文
庫
の
『
近
世
菓
子
製
法
書
集
成
』

に
所
収
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
文
が
あ
っ
て
、
解
釈
が
あ
っ
て
、
解
説
が
あ
る
と

い
う
形
な
の
で
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
鈴
木
晋
一
先
生
と
い
う
の
は
食
文

化
の
世
界
で
有
名
な
方
で
す
。
①
の
『
御
前
菓
子
秘
伝
抄
』
は
刊
本
の
和
菓
子

製
法
書
と
し
て
は
一
番
古
い
も
の
で
す
。
④
の
『
菓
子
話
船
橋
』
と
い
う
の
は

菓
子
製
法
書
の
最
高
峰
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
い
わ
ゆ
る

料
理
本
の
中
に
も
お
菓
子
の
製
法
は
載
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
『
日

本
料
理
秘
伝
集
成
』
な
ど
で
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
同
朋

社
か
ら
角
川
が
販
売
を
受
け
継
い
で
い
る
そ
う
で
す
。

後
、
菓
子
の
歴
史
を
簡
単
に
調
べ
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
中
村
孝
也
先
生
の
『
和

青
木
・
・
し
っ
か
り
し
た
も
て
な
し
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
す
ね
。
菓
子
を
食

べ
る
側
の
記
録
と
し
て
、
元
禄
と
い
う
時
期
に
こ
れ
ほ
ど
菓
銘
を
書
い
て
く

れ
て
い
る
の
は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。

青
木
．
．
特
に
そ
れ
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
時
期
の
他
の
記
事
で
も
こ
れ
ぐ
ら

い
の
菓
子
は
出
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

加
賀
・
・
後
段
が
付
く
の
は
格
式
と
し
て
は
上
の
方
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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次
に
羊
葵
に
つ
い
て
は
、
材
料
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
小
豆
の
漉
粉
と
砂

糖
、
葛
粉
、
小
麦
粉
を
入
れ
る
と
あ
っ
て
、
で
す
か
ら
蒸
し
羊
蕊
な
ん
で
す
ね
。

ま
た
、
「
か
す
て
ら
」
は
卵
五
十
個
を
使
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
日
本
人
は
鶏

卵
が
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
南
蛮
菓
子
以
降
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
紙
を
敷
い
て
流
し
入
れ
て
、
上
下
に
火
を
置
い
て
焼

き
ま
す
。
か
す
て
ら
鍋
と
言
っ
て
、
上
下
か
ら
焼
け
る
も
の
も
出
て
来
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
煎
餅
に
つ
い
て
は
、
ど
う
や
ら
小
麦
粉
か
ら
作
っ
た
甘
い
も
の
が

主
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
饅
頭
に
つ
い
て
も
甘
酒
を
使
っ
た
も
の
と
解
説
が
あ
り

ま
す
ね
。
塩
瀬
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
鎌
倉
時
代
に
饅
頭
を
食
べ

た
と
い
う
記
録
が
あ
る
以
上
、
鎌
倉
期
伝
来
説
を
取
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

菓
子
の
系
譜
』
。
そ
れ
か
ら
赤
井
達
郎
先
生
の
『
京
菓
子
』
で
す
。
こ
れ
は
絶

版
な
の
で
す
が
た
ま
に
古
書
で
出
ま
す
。
別
冊
太
陽
の
『
和
菓
子
歳
時
記
』
は

一
九
九
八
年
に
平
凡
社
か
ら
覆
刻
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
評
判
の
い
い
本
で
す
。

そ
れ
か
ら
珍
し
い
所
で
は
川
端
道
喜
さ
ん
の
書
い
た
『
和
菓
子
も
の
が
た
り
』

が
あ
り
ま
す
。
資
料
に
沿
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
は
、
同
僚
の
中
山
圭
子
氏
の

書
い
た
『
和
菓
子
も
の
が
た
り
』
と
私
の
書
い
た
『
図
説
和
菓
子
の
今
昔
』
な

ど
も
あ
り
ま
す
。

『
古
今
名
物
御
前
菓
子
秘
伝
抄
』
で
、
今
日
の
話
に
出
て
き
た
菓
子
に
つ
い

て
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
み
ど
り
」
は
小
麦
粉
と
砂
糖
を
混
ぜ
て
水
で
固

く
こ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
撰
ん
で
柔
ら
か
く
し
て
板
の
上
で
一
寸
ぐ
ら
い
に
細
か

く
切
っ
て
、
そ
れ
を
弱
火
に
か
け
て
、
煮
詰
め
た
砂
糖
を
何
度
も
か
け
る
、
か

け
も
の
菓
子
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
ね
。
「
有
平
糖
」
も
出
て
き
ま
し
た
ね
。

こ
の
鈴
木
先
生
の
本
の
い
い
の
は
、
現
在
を
踏
ま
え
た
解
説
を
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
、
こ
こ
で
も
「
現
在
で
は
砂
糖
と
水
飴
に
水
を
加
え
て
煮
つ
め
、
急
冷
し

て
固
い
飴
に
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
砂
糖
だ
け
で
つ
く
る
こ
と
が
多
か

っ
た
」
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

青
木
・
・
そ
う
で
す
ね
。
友
禅
染
の
雛
型
に
遅
れ
て
出
て
き
ま
す
。
元
禄
八
年
と

い
う
の
が
虎
屋
に
残
っ
て
い
る
最
古
の
も
の
で
す
が
、
遡
っ
た
と
し
て
も
貞

加
賀
・
・
雛
型
み
た
い
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

青
木
．
．
一
番
古
い
の
が
元
禄
八
年
で
す
ね
。
上
菓
子
が
大
成
し
た
元
禄
期
か
ら

に
な
り
ま
す
。

【
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
】

加
賀
・
・
見
本
帳
と
い
う
の
は
い
つ
頃
か
ら
な
の
で
す
か
。

関
西
だ
と
丁
稚
羊
翼
と
い
っ
た
り
し
ま
す
が
、
あ
れ
が
羊
巽
の
原
型
で
す
。
寒

天
を
使
っ
た
練
り
羊
翼
と
い
う
の
は
一
八
○
○
年
前
後
に
江
戸
で
生
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
以
前
は
蒸
し
羊
葵
だ
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
す
。
豆
飴
は
さ
き
ほ

ど
の
州
浜
の
こ
と
で
す
ね
。
次
の
「
け
ん
び
ん
」
と
い
う
の
は
、
弘
前
藩
庁
日

記
で
は
「
ま
き
け
ん
ひ
」
と
出
て
き
て
い
ま
し
た
。
後
、
か
す
て
ら
の
代
わ
り

に
な
っ
て
い
た
求
肥
で
す
が
、
時
代
に
よ
っ
て
材
料
が
か
な
り
違
う
の
で
す
が
、

基
本
的
に
は
小
麦
粉
を
使
い
ま
す
。
『
本
朝
世
事
談
綺
』
と
『
武
江
年
表
』
が

よ
く
引
か
れ
ま
す
。
寛
永
期
に
中
島
浄
雲
と
い
う
人
が
京
か
ら
下
っ
て
来
て
、

求
肥
を
作
り
、
そ
れ
が
丸
屋
播
磨
と
い
う
有
名
な
江
戸
の
菓
子
屋
な
の
で
す
が
、

こ
れ
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
説
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
『
御
前
菓
子
秘
伝
抄
』
を
見
ま
す
と
、
大
体
の
お
菓
子
に
つ

い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
享
保
期
に
出
た
本
で
す
の
で
、
弘
前
藩
庁
日
記

の
元
禄
期
に
出
て
き
た
お
菓
子
も
ほ
と
ん
ど
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す

の
で
、
参
考
ま
で
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

－149－



～

青
木
：
さ
き
ほ
ど
略
式
と
言
い
ま
し
た
の
は
、
御
料
理
だ
け
を
目
的
と
し
て
儀

礼
で
の
七
五
三
な
ど
に
比
べ
て
の
話
で
す
の
で
、
二
汁
七
菜
と
い
う
の
は
そ

れ
な
り
に
し
っ
か
り
し
た
形
だ
と
思
い
ま
す
。
七
回
、
五
回
、
三
回
と
し
て

の
形
が
は
っ
き
り
出
る
の
は
将
軍
の
御
成
の
記
録
な
ど
で
す
ね
。
正
式
な
本

林
・
・
お
客
様
の
格
や
饗
応
の
種
類
に
よ
っ
て
ラ
ン
ク
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が

そ
れ
は
芝
居
の
演
目
な
ど
よ
り
は
料
理
の
種
類
な
ど
を
見
て
い
く
方
が
わ
か

る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

青
木
．
．
「
江
戸
自
慢
」
と
い
う
幕
末
の
紀
州
田
辺
藩
の
藩
医
が
書
い
た
本
に
、

武
井
：
芝
居
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
御
料
理
を
楽
し
む
と
い
う
宴
会
の
一
部

な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
ね
。
現
在
は
芝
居
を
見
な
が

ら
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
禁
じ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
。
本
来
は
見
物
と
食

べ
る
こ
と
は
セ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
一
番
残
し
て
い
る
の

は
相
撲
見
物
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

武
井
：
庶
民
の
お
菓
子
と
い
う
と
、
ど
う
い
っ
た
も
の
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

膳
料
理
と
し
て
出
し
て
い
ま
す
。

菓
子
は
上
方
に
限
る
と
書
い
て
あ
っ
て
、
た
だ
し
、
餅
菓
子
は
高
く
な
い
も

の
で
も
非
常
に
お
い
し
い
と
あ
り
ま
す
。
庶
民
の
菓
子
と
し
て
は
餅
菓
子
が

享
・
元
禄
ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。
時
代
が
下
っ
て
く
る
と
刊
本
に
簡
単
に

彩
色
し
て
お
客
様
に
配
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

青
木
・
・
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

木
・
・
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

加
賀
・
・
桂
林
院
様
に
お
菓
子
と
い
う
の
は
、
単
に
差
し
上
げ
た
の
で
は
な
く
、

返
礼
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

加
賀
・
・
桂
林
院
様
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
で

す
。

加
賀
：
こ
の
時
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
感
じ
で
、
男
性
客
ば
か
り
で
す
よ
ね
。
だ

加
賀
：
桂
林
院
様
は
御
隠
居
様
が
そ
れ
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
「
御
隠
居
様
御

林
・
・
大
和
守
の
お
母
さ
ん
は
鳥
越
の
下
屋
敷
に
住
ん
で
い
て
、
大
和
守
は
上
屋

武
井
：
大
名
の
お
母
さ
ん
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま

ま
で
す
ね
。
上
中
下
屋
敷
以
外
に
お
母
さ
ん
の
屋
敷
が
別
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
読
ん
だ
記
憶
も
あ
り
ま
す
。

武
井
：
御
所
で
は
女
院
か
ら
芸
能
を
か
け
ら
れ
て
、
女
御
が
そ
の
お
返
し
を
す

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
小
型
版
と
し
て
大
名
家
の
屋
敷
内
で

も
贈
答
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

敷
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
お
互
い
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

贈
答
に
片
道
と
い
う
場
合
は
あ
ま
り
な
く
て
、

必
ず
返
礼
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

屋
形
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
邸
内
の
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
が
わ

か
ら
な
い
の
で
す
。

－150－



青
木
・
・
か
な
り
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
場
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

林
：
こ
う
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
饗
応
で
あ
っ
た
か
、
ラ
ン
ク
を
窺
う
指
標

に
な
っ
た
り
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。

林
・
・
延
宝
五
年
九
月
十
六
日
条
で
も
「
上
る
り
の
内
、
御
女
中
様
方
へ
は
、
上

る
り
一
段
置
に
御
く
は
し
出
る
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
食
べ
な
が
ら
見
て
い
た

感
じ
が
し
ま
す
ね
。

青
木
・
・
延
宝
二
年
二
月
十
二
日
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
に
は
御
持
た
せ
の
お
菓
子

が
結
構
出
て
来
ま
す
よ
ね
・
御
持
参
の
お
菓
子
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
で
す
。

林
：
見
物
の
途
中
に
お
菓
子
を
出
す
と
い
う
の
は
結
構
記
述
が
あ
る
み
た
い
で

す
ね
。
間
狂
言
の
時
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
か
な
り
出
る
ん
で
す
ね
。

青
木
・
・
料
理
な
ん
か
は
ど
う
す
る
の
で
し
ょ
う
。
準
備
し
て
お
く
の
で
し
ょ
う

林
：
大
和
守
日
記
で
も
正
式
の
招
待
で
は
な
い
け
ど
、
押
し
掛
け
て
来
て
い
い

よ
と
い
う
記
述
が
出
て
来
て
い
ま
す
ね
。

青
木
・
・
押
掛
け
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
ね
。

ね
◎

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
ら
桂
林
院
様
も
こ
の
時
は
お
菓
子
だ
け
を
御
挨
拶
と
し
て
差
し
上
げ
た
の

加
賀
．
．
煮
染
め
と
か
昆
布
だ
と
か
を
菓
子
と
呼
ぶ
の
は
い
つ
ぐ
ら
い
ま
で
で
す

か
。

青
木
．
．
「
御
茶
菓
子
」

木
．
．
「
御
茶
菓
子
」

武
井
：
翻
刻
す
る
時
に
は
料
理
や
お
菓
子
は
特
に
苦
労
し
ま
し
た
。
句
読
点
を

付
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
ね
。

林
・
・
私
な
ど
は
見
物
事
の
饗
応
ば
か
り
を
見
て
し
ま
う
の
で
、
他
の
席
で
は
ど

ん
な
だ
っ
た
の
か
も
知
り
た
い
で
す
。

青
木
．
．
調
べ
て
み
た
ら
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

か
「
御
茶
、
菓
子
」
か
と
い
う
話
で
し
た
が
、
延
宝
七

年
五
月
七
日
条
で
は
「
御
茶
菓
子
、
お
茶
、
銘
々
御
菓
子
上
る
」
と
い
う
記

述
が
出
る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
「
御
茶
菓
子
」
と
い
う
の
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

食
文
化
を
研
究
す
る
上
で
こ
の
資
料
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
お

歳
暮
の
贈
答
で
も
、
国
元
か
ら
塩
引
き
鮭
を
送
っ
て
く
る
と
、
相
手
先
に
よ

っ
て
三
尺
だ
と
か
き
っ
ち
り
量
を
分
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
国
元

か
ら
珍
し
い
魚
を
送
っ
て
く
る
と
、
ま
ず
お
殿
様
の
お
耳
に
入
れ
て
、
そ
う

す
る
と
殿
様
か
ら
明
日
の
夕
餉
に
し
ろ
と
い
う
指
示
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も

見
え
ま
す
。
大
名
の
食
生
活
は
普
段
は
質
素
で
す
が
豊
か
な
部
分
も
あ
り
ま

す
ね
。
普
段
は
将
軍
を
は
じ
め
武
家
は
質
素
だ
っ
た
よ
う
で
、
む
し
ろ
天
皇

家
や
公
家
の
方
が
豊
か
な
食
生
活
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
公

家
も
受
領
の
謝
礼
な
ど
が
か
な
り
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
し
、
意
外
と
豊
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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青
木
：
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
最
初
の
内
は
藩
の
料
理
人
が
菓
子
一

作
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
元
禄
頃
の
菓
子
屋
の
数
を
考
え
る
と
、

最
初
の
内
は
藩
の
料
理
人
が
菓
子
を

鈴
木
・
・
岡
山
藩
池
田
家
の
記
録
だ
と
年
始
や
代
替
わ
り
の
時
の
儀
礼
で
、
江
戸

藩
邸
に
出
入
り
す
る
町
人
の
名
前
が
一
覧
で
き
る
み
た
い
な
の
で
す
が
。
菓

子
屋
が
藩
邸
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
い
つ
頃
な
の
で
し
ょ

う
か
。

青
木
・
・
江
戸
時
代
の
前
期
ま
で
は
そ
う
で
す
ね
。
↓

関
し
て
、
だ
ん
だ
ん
移
行
し
て
く
る
よ
う
で
す
。
そ

武
井
・
・
論
文
で
は
見
た
と
思
い
ま
す
。
津
軽
の
藩
《

移
動
す
る
時
に
、
出
入
り
の
町
人
の
店
も
一
緒
』

書
い
て
い
た
論
文
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
と
思
い
ま
す
。
津
軽
の
藩
邸

鈴
木
・
・
「
弘
前
藩
庁
日
記
」
で
は
、
藩
邸
山

る
よ
う
な
箇
所
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

藩
邸
出

料
理
に
結
び
付
い
た
デ
ザ
ー
ト
と
し
て
の
菓
子
と
し
て
料
理
人
が
作
っ
て

い
た
の
か
ら
、
上
菓
子
が
大
成
し
て
、
菓
子
と
い
う
分
野
が
独
立
し
て
需
要

も
増
え
て
、
菓
子
屋
が
請
け
負
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
上
菓
子
の
大
成
期
以
前
と
以
降
と
で
は
作
り
手
も
違
っ
て
く
る
の
で
は

う
の
が
あ
っ
て
、

か
れ
て
い
ま
す
。

そ
ろ
そ
ろ
菓
子
屋
が
作
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
天

明
か
ら
文
化
文
政
に
か
け
て
、
江
戸
の
菓
子
屋
が
ど
こ
の
御
用
足
し
だ
っ
た

か
を
研
究
し
た
論
文
が
あ
っ
て
、
虎
屋
文
庫
の
機
関
誌
の
「
和
菓
子
」
と
い

う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
三
年
ぐ
ら
い
前
に
中
村
尚
美
さ
ん
と
い
う
方
が
書

が
小
川
橋
の
あ
た
り
か
ら

出
入
り
の
町
人
の
店
も
一
緒
に
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
を

入
り
の
商
人
の
名
前
が
一
覧
で
き

れ
か
ら
お
茶
の
お
菓
子
に

青
木
・
・
そ
う
で
す
ね
。
大
皿
に
出
す
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
て
、
個
人
個
人
に

林
：
向
詰
の
場
合
は
銘
々
に
出
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

青
木
・
・
茶
事
で
の
菓
子
と
い
う
の
は
だ
ん
だ
ん
淘
汰
さ
れ
て
き
ま
す
。
料
理
に

付
く
菓
子
と
い
う
の
は
比
較
的
早
く
か
ら
今
み
た
い
な
饅
頭
と
か
に
変
わ
っ

て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

加
賀
・
・
ど
こ
ま
で
を
菓
子
と
い
う
の
か
が
、
よ
く
理
解
し
き
れ
て
い
な
い
気
が

し
ま
す
。

出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
っ
き
の
話
で
、
御
用
商
人
が

わ
か
る
と
い
い
で
す
ね
。
白
砂
糖
は
長
崎
か
ら
直
接
買
っ
て
い
る
よ
う
で
す

ね
。
こ
れ
は
菓
子
と
し
て
使
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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上菓子大成期の京都と江戸

1．江戸時代初期の菓子

①京都の菓子事情（別紙

．『毛吹草』（寛永15

17世紀京都菓子分布一覧）

1638序）

②江戸時代初期における菓子屋の販売菓子

・寛永12年「院御所様行幸之御菓子通」 （虎屋黒川家文書）

薄皮饅頭大饅頭羊葵落雁さん餅南蛮餅雪餅かすてらけさちいな

かるめらはるていす有平糖高麗煎餅豆飴みつから水栗砂糖かや

煎りかやなんめんとう りん昆布結びのし杉楊枝縁高楊枝

2．上菓子大成期の菓子

①上菓子大成期の京都菓子屋

．『雍州府志』（貞享元年： 1684）

②意匠と菓銘

．『男重宝記』（元禄六年： 1693）

菓銘250種図24種

・元禄8年「御菓子之画図」 （虎屋割ll家文書) :別紙

■
ｑ

●

■
■
■
■
■
■
８
■
■
、
Ⅱ
０

里重零記

3．下り京菓子屋と江戸菓子屋

．『買物調方記』にみる江戸の菓子屋

菓子所29店饅頭屋3家5店米饅頭姫饅頭棚菓子大仏餅屋

ふいご焼屋ふのやき屋下り京菓子屋（桔梗屋土佐・同和泉・すはまや。松屋山

城）

･参勤交代と茶の湯を媒介として全国へ伝播
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胃縄2

舗
郵
噛
轍
雑

■市原
X

■愛宕神社
M

了が

1毛吹草｣(1638｝
－

菓子名
南疲菓子
ミズカラ

煎餅
穂弄秀阿言
編笠団子

諏演一一一一
おこし

内裏鯨
一

畦炎
雇爾一一一一
茶屋ノ粟餅

襄騨
爾享孫同字一一
祇園甘餅

清水坂炎餅
大仏餅
一

地黄煎門前
染団子
一

茶屋ノ菌餅
面面一一一一
聞餅
一醸嬢笹

『雍州府誌、恋丁
菓子名･菓子屋

渡辺道喜

渡辺道和
大仏餅
粟餅

塩瀬

虎屋

松屋

亀屋

二口屋

宝来屋

飴糖･地黄煎
洲浜飴(豆飴）
麩焼
焼餅
焼餅

御手洗団子
清水団子

六条煎餅

鬼煎餅(醒ヶ井片餅）

六条打豆

壷T唇菌＝
祇面こがし

房宣頑壷戸
厨栗餅

》
一
》
詞

桝
一
緬
一
蝿
一
鋒
一
群
一
鋒
壼
言
一
蝕
毒
榊
蹄
一
一
｜
》
｜
酔
一
錘
一
礎
誇
言
一
蹄
一
需
桔
一
酎
毒

備考 一

冷泉通のち夷川通
所在･菓子屋
餅･稼

餅･鯨･焼餅

方広寺
北野茶店

鰻晒他菓子

鰻頭他菓子･値鈍･興米

鰻頭他菓子

鰻頭他菓子

鰻頭他菓子･阻鈍･典米
鰻頭他菓子

菊一文字屋
松本町

所々
滑水坂
京極:清浄華院前

(下葛神社）
清水坂

六条
六条 ． ，

六条(本願寺内）

桂

祇園
北野

龍
一
幟
一
一
率
一
癖
一
》
｜
諦
一
一
一
》
一
袖
》
｜
榊
一
鋼

Ａ
－
Ｂ
ｌ
Ｃ
－
Ｄ
一
旦
Ｆ
－
Ｇ
－
Ｈ
了
一
Ｊ
ｌ
Ｋ
－
Ｌ
ｌ
Ｍ
－
Ｎ
ｌ
Ｏ
ｌ
Ｐ
一
旦
Ｒ
ｌ
Ｓ
－
Ｔ
ｌ
Ｕ
ｌ
Ｖ
－
Ｘ

１
－
２
－
３
－
４
－
５
－
６
－
７
－
８
－
９
－
ｍ
一
過
一
Ｍ
｜
賄
一
躯
一
Ⅳ
一
肥
一
姐
一
釦
一
創
一
翠
一
麹
一
別
一
濁
一
坊

認
悪認

一
認
一
睡

塾
有
宥

些
有』。

のち醤願寺

P。

洛中の稼に使う 塾
墾
心

7世紀京都菓子分布一 ”埠毒
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う69-『茶湯献立指南』と虎屋の菓子

や
う
か
ん

し
ら
認

藤
は 友
か
ま

千
鳥 １

ｍ
ｍ
［
Ｉ

藤
の
花
餅

鰯鐵
毛
子
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040719

大名屋敷におけるサロン文化研究会

津軽藩江戸藩邸における菓子の饗応一上菓子体制期を中心に一

虎屋文庫 青木直己

1．延宝4年2月3日 （繰興業）

客：土井能登守・久世出雲守（御押懸） ・本多美作守・本多備前守・中根平十郎・ （安

藤次右衛門）・中西図書・岡部外記・矢部四郎兵衛。（諏訪部彦兵衛） （ ）は不参

勝手：延寿院・津軽左京・津軽伊左衛門・鈴木宗清・高橋道貞・山本道勺・福田五郎助

・吉村宗利

①8ツ御出料理二汁七菜→御座敷にて御茶出→御料理之間上之間にて濃茶上る（面々

御菓子出之）

②（八ツ過ぎより浄瑠璃始まる）

③浄瑠璃三たん済み「桂林院様より之御菓王、久保田一郎左衛門御使者にて、持出之口

上は道勺申継候」

④（浄瑠璃五つ半過済み、小座敷にて）後段ちよめん（薯蘋麺力)上る。御吸物、避墓
子、御薄茶、 召上（早速、能登守・出雲守御立座）

⑤（御客様御立後）即刻桂林院さまへ御菓子被進。 御使者北村藤九郎、御口上。能登守

様へ、

由也。

桂林院さまより被進候御菓子、被仰付御上ケ成候、則取分け被成候て、被進候

･料理と菓子の関係

･御茶と菓子の関係

･菓子の贈答一返礼

･贈答菓子の処置

2．延宝8年4月16日 （御見物）

客：津軽左京・西尾小左衛門・西尾左大夫・小野吉兵衛・久保玄貞・鈴木一斎・岡崎宗

貞・木や庄八

①（御見物之内御菓子）二番過きうひ（求肥） 。くちんとう・みとり、銘々に上る。

②四番過かんさらしたんこ（寒晒団子） ・まめのこ（豆の粉） ・さとう （砂糖） 。にし

め（煮染め)、かうの物（香の物)、手塩、皿。

「久保玄貞様迄は向詰。鈴木一斎よりはへき（片木）にて出す。御銚子出る。御肴二

種」

③御中入迄之内、御菓子二度出す。

④（八ツ半頃）御料理二汁七菜、御吸物、御肴。

御茶くはし、まきけんひ（巻餅） ・山のいも

銘々御くはし、切柿、せんへい（煎餅）

⑤（中入已後三番過）御菓子、やうかん（羊葵)、ふわ餅。ふち高、向詰、白やうし（楊
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枝)。 「一菜より庄八迄は、ふち高、へき」

⑥御中入後御夜食迄之内に、御くはし壱度出る

⑦後段、とらやうんとん（虎屋鰡蝕)、御吸物、御肴二種、殿様、小左衛門様、御精進。

御くはし、あるへい（有平糖)、かすてら・御精進へはあるへい、きうひ。

･菓子の盛り方、食べ方

縁高・片木・楊枝

･菓子の種類

･虎屋餡鈍

･精進とかすてら

3．元禄10年5月21日 （御見物事）

①今朝（五ツ時）御料理二汁七菜、御吸物、御肴二種。付後段、御冷麦、御茶菓子、御
銘々御菓子。幟様・与一様・覚王院・宝光院）

②於御座之間、二汁七菜之御料理、御吸物、御肴二種、 御茶菓子銘々御菓子上之 慨

様・若殿様・与一様・覚王院・釆女・主税・宝光院）

③（家中へ）二汁五菜之御料理、御吸物、御肴二種、御茶菓子、銘々御菓董､御夜食迄
被下。

④狂言御中入前、御奥御表ともに。御菓子二度やうかん・梅花もち・桜もち

⑤御中入以後御菓子二度くれない・丸山もち・みとり

⑥御中入四番過まんちう・うつらやき。右は狂言之内間ヲ見合、御菓子段々差上之。

⑦御夜食、御寒めし。

⑧御菓子さ宣浪・いく世の友・小らくかん。

・菓銘の登場

・幕間の菓子

（
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近世における菓子文献

①『御前菓子秘伝抄』 （享保3年： 1718）

②『御前菓子図式』（宝暦11年： 1761）

③『餅菓子即席手製集』(文化2年： 1805）

④『菓子話船橋』（天保12年： 1841）

①～④鈴木晋一『近世菓子製法書集成1』 （2003年東洋文庫）所収

①最初の和菓子製法書刊本。④は近世の菓子製法書の到達点。

そのほか、料理本などに見られる菓子に関する記述は、『日本料理秘伝集成』 （同朋社）

が詳しい。現在『日本食文化史料集成』 （仮）準備中。

菓子参考図書

中村孝也『和菓子の系譜』（1967年淡交社→国書刊行台

赤井達郎『京菓子』 （1978年平凡社）

別冊太陽36『和菓子歳時記』（1981年平凡社98年〈

川端道喜『和菓子の京都』 (1990岩波新書）

中山圭子『和菓子ものがたり』（1993年新人物往来社）

青木直己『図説和菓子の今昔』 (2000年淡交社）

(1967年淡交社→国書刊行会

981年平凡社98年復

）

刻）
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