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板
橋
春
夫

　
満
1
歳
の
誕
生
日
が
、
初
誕
生
で
す
。
明
治
以
前
に
毎
年
、

誕
生
日
の
祝
い
を
し
て
い
た
の
は
天
皇
家
や
公
家
、
大
名
な
ど

だ
け
で
、
一
般
の
国
民
は
誕
生
日
を
祝
う
習
慣
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。し
か
し
、こ
の
初
誕
生
の
祝
い
だ
け
は
、一
般
の
人
た

ち
も
昔
か
ら
満
年
齢
で
祝
い
ま
し
た
。

　
初
誕
生
で
は
近
親
者
が
集
ま
っ
て
子
ど
も
の
成
長
を
に
ぎ

や
か
に
祝
い
ま
す
が
、
昔
も
今
も
赤
ち
ゃ
ん
に「
一
升
餅
」を
背

負
わ
せ
る
家
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
一
升
餅
は
、
米
の「
一
升
」

と
人
生
の「
一
生
」の
語
呂
合
わ
せ
で
、
赤
ち
ゃ
ん
が
一
生
裕
福

に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
満
年
齢
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
以
降
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
正
月
元
旦
に
国
民
が
一

斉
に
年
を
取
る「
数
え
年
」を
用
い
て
い
ま
し
た
。
満
年
齢
で
数

え
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
た
現
在
で
も
、
子
ど
も
の
成
長
祝
い

や
厄
年
、
葬
式
の
享
年
に
は
数
え
年
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
か
で
も
七
五
三
は
、
日
本
中
で
見
ら
れ
る
通
過
儀
礼
で
す
。

3
歳
で
髪
置
き（
男
女
）、5
歳
で
袴は

か
ま
ぎ着（
男
）、7
歳（
女
）で
帯お

び
と解

き
の
祝
い
を
し
た
中
世
の
貴
族
や
武
家
社
会
で
行
わ
れ
て
い
た

儀
式
に
遡
る
も
の
で
、
7
・
5
・
3
は
吉
兆
の
数
字
で
す
。

　
11
月
15
日
を
中
心
に
し
た
吉
日
に
、
3
歳
と
7
歳
の
女
児
、

5
歳
の
男
児
が
晴
れ
着
に
身
を
包
ん
で
神
社
に
お
参
り
し
ま

す
。手
に
は
、縁
起
の
よ
い
図
柄
の
袋
に
、長
寿
を
願
う
紅
白
の

長
い
飴
の
入
っ
た「
千ち
と
せ
あ
め

歳
飴
」。
子
ど
も
と
家
族
の
明
る
い
笑
い

声
が
、
神
社
の
境
内
に
響
き
ま
す
。

i l l u s t r a t i o n b y  小幡 彩貴

板橋春夫（いたばし はるお）

民俗学者。日本工業大学建築学部
教授、慶應義塾大学大学院非常勤
講師。博士（文学）、博士（歴史民俗
資料学）。「いのち」をキーワードに誕生
と死について調査研究を進めている。
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栗
か
の
こ 

ど
ら
焼
き

小
布
施
堂
（
長
野
県
・
小
布
施
町
）

手
軽
に
栗
餡
の
お
い
し
さ
を
楽
し
め
る
、

小
ぶ
り
な
サ
イ
ズ
の
ど
ら
焼
き
で
す
。

し
っ
と
り
、ふ
わ
っ
と
し
た
食
感
の
生
地
で
、

栗
粒
入
り
の
栗
餡
を
た
っ
ぷ
り
は
さ
み
ま
し
た
。

人
気
の
お
や
つ
を
、

お
取
り
寄
せ

仕
事
や
家
事
が
一
段
落
。

さ
あ
、「
お
や
つ
」に
し
ま
し
ょ
う
か
。

ポ
リ
ポ
リ
、パ
リ
パ
リ
、

ほ
く
ほ
く
、も
ち
も
ち
。

幸
せ
な
時
間
に
お
す
す
め
の

お
取
り
寄
せ「
お
や
つ
」、ご
紹
介
し
ま
す
。

蕎
麦
ほ
う
る

総
本
家
河
道
屋

（
京
都
市
・
中
京
区
）

南
蛮
菓
子
の
手
法
を
蕎
麦
に

応
用
し
、工
夫
を
重
ね
て
作

り
上
げ
た
銘
菓
で
す
。
愛
ら

し
い
形
と
上
品
な
味
わ
い
が
、

茶
事
か
ら
お
子
さ
ま
の
お
や
つ

ま
で
、広
く
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
菓
子
の

キ
ー
ワ
ー
ド

豆
政
（
京
都
市
・
中
京
区
）

特
製
の
き
な
粉
を
、
水
飴
で
煉
り
上
げ
た
菓
子
で
す
。

き
な
粉
の
香
ば
し
さ
と
や
わ
ら
か
な
甘
み
、

京
都
の
四
季
を
映
し
た
美
し
い
色
合
い
が
好
評
で
す
。

抹
茶
や
煎
茶
の
ほ
か
、

ブ
ラ
ッ
ク
コ
ー
ヒ
ー
に
も
よ
く
合
い
ま
す
。

京
銘
菓 

す
は
ま
だ
ん
ご

第
85
回
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赤
坂
も
ち

赤
坂
青
野
（
東
京
都
・
港
区
）

お
好
み
煎
餅 

コ
イ
ン 

平
治
煎
餅
本
店
（
三
重
県
・
津
市
）

5
円
、
10
円
、1
0
0
円
の
焼
印
を
押
し
た
、

口
あ
た
り
の
よ
い
玉
子
煎
餅
で
す
。

縁
起
の
良
い
賽
銭
箱
の
形
を
し
た
箱
も
好
評
で
す
。

遠
ざ
か
る
江
戸
の
姿
を
惜
し
ん
で
、
初
代
が
創
っ
た

菓
子
で
す
。
小
風
呂
敷
に
楊
枝
を
添
え
た
意
匠
は

ほ
か
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

く
る
み
入
り
の
餅
と
、き
な
粉
が
奏
で
る
上
品
な
甘
さ
と

舌
ざ
わ
り
は
、
当
店
だ
け
の
味
わ
い
で
す
。

栗
き
ん
と
ん

御
菓
子
つ
ち
や
（
岐
阜
県
・
大
垣
市
）

選
び
抜
い
た
国
産
栗
を
砂
糖
だ
け
で
炊
き
上
げ
、

一
つ
ひ
と
つ
茶
巾
で
絞
り
ま
し
た
。

和
栗
の
上
品
で
豊
か
な
味
わ
い
と
と
も
に
、

贅
沢
な
秋
の
ひ
と
と
き
を
。

圓え
ん
ぱ
ち八

あ
ん
こ
ろ
餅

圓
八
（
石
川
県
・
白
山
市
）

創
業
か
ら
2
8
0
年
余
り
、一
子
相
伝
の
製
法
で
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

竹
皮
に
じ
か
に
包
む
た
め
、

実
際
は
包
み
を
開
く
と
餅
が
平
た
く
な
っ
て
い
ま
す
。

北
国
街
道
の
名
物
餅
。

全
国
へ
も
冷
凍
で
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
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武む
し
ゃ者

が
え
し

お
菓
子
の
香
梅
（
熊
本
県
・
熊
本
市
）

上
に
向
か
う
ほ
ど
垂
直
に
近
づ
く
熊
本
城
の
見
事
な
石
垣

「
武
者
返
し
」の
名
を
菓
銘
と
し
た
焼
き
菓
子
で
す
。

ま
ろ
や
か
な
漉
し
餡
を
、
国
産
バ
タ
ー
た
っ
ぷ
り
の

1
0
0
層
の
パ
イ
生
地
で
包
み
ま
し
た
。

田た
ご
と毎

大
野
屋
（
富
山
県
・
高
岡
市
）

満
月
の
よ
う
に
、
丸
く
ふ
っ
く
ら
と

焼
き
上
げ
た
焼
饅
頭
で
す
。

中
の
餡
に
は
沖
縄
の
極
上
の
黒
砂
糖
を
使
用
。

一
度
食
べ
る
と
忘
れ
ら
れ
な
い
お
い
し
さ
で
す
。

ほ
っ
か
い
ど
う
ぞ

三
八 

菓
か
舎
（
北
海
道
・
札
幌
市
）

北
海
道
産
の
じ
ゃ
が
い
も
を
1
0
0
%
使
用
し
た

ポ
テ
ト
ス
ナ
ッ
ク
で
す
。

添
加
物
を
使
わ
ず
、
食
塩
だ
け
で
味
付
け
を
し
た
自
然
な
お
い
し
さ
と
、

サ
ク
ッ
と
し
た
歯
ご
た
え
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

進
堂
（
岩
手
県
・
奥
州
市
）

岩
手
銘
菓「
岩
谷
堂
羊
羹
」の
ハ
ン
デ
ィ
タ
イ
プ
。

黒
煉
・
く
る
み
・
本
煉
・
ご
ま
・
し
お
・
抹
茶
の

6
つ
の
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。

切
り
分
け
ず
に
お
出
し
で
き
る
の
で
、

お
も
て
な
し
に
も
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

岩
谷
堂
羊
羹 

ひ
と
く
ち
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一
六
タ
ル
ト 

伊
予
柑

一
六
本
舗
（
愛
媛
県
・
松
山
市
）

今
秋
よ
り
新
発
売
し
た

季
節
限
定
の
一
六
タ
ル
ト
で
す
。

愛
媛
県
産
の
伊
予
柑
の
果
皮
と
果
汁
を
使
用
し
た
餡
を

や
わ
ら
か
な
生
地
で
巻
き
ま
し
た
。

伊
予
柑
の
爽
や
か
な
風
味
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

か
る
か
ん
元
祖 

明
石
屋
（
鹿
児
島
県
・
鹿
児
島
市
）

江
戸
中
期
、
没
落
し
た
薩
摩
藩
士
が
家
運
を
か
け
て

創
作
し
た
餅
菓
子
が
始
ま
り
と
伝
わ
り
ま
す
。

も
っ
ち
り
し
た
食
感
と
小
豆
の
風
味
、

ほ
ど
よ
い
甘
さ
が
絡
み
合
っ
て
、
素
朴
な
味
わ
い
な
が
ら

存
在
感
の
あ
る
薩
摩
菓
子
で
す
。

井
筒
の
三
笠
（
生
八
ッ
橋
入
り
）

井
筒
八
ッ
橋
本
舗
（
京
都
市
・
東
山
区
）

丁
寧
に
炊
き
上
げ
た
小
倉
餡
と

井
筒
伝
承
の
生
八
ッ
橋
を
、

ふ
っ
く
ら
と
し
た
生
地
で
包
み
ま
し
た
。

京
都
な
ら
で
は
の
三
笠
で
す
。

ゴ
ー
フ
ル

神
戸

月
堂
（
兵
庫
県
・
神
戸
市
）

挟
み
焼
き
製
法
で
作
る
サ
ク
サ
ク
と
香
ば
し
い
薄
焼
き
の
生
地
で
、

ク
リ
ー
ム
を
サ
ン
ド
し
た
神
戸
銘
菓
で
す
。

バ
ニ
ラ
、ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
風
味
、チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
3
つ
の
味
。

発
売
か
ら
95
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

春は
る
こ
ま駒
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宿
場
町
で
三
八
〇
年
余

　

亀
山
市
関せ
き

宿
。
そ
の
町
に
一
歩

足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
タ
イ
ム
ト

ラ
ベ
ル
し
た
気
分
に
な
る
。

　
通
り
の
両
側
に
並
ぶ
の
は
、江
戸

後
期
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
建

て
ら
れ
た
2
0
0
軒
余
り
の
町
家
。

出で
ご
う
し

格
子
に
虫む
し
こ籠
窓
。
店
先
に
は
、

ば
っ
た
り
床し
ょ
う
ぎ几
、馬
を
つ
な
い
だ
環

金
具
。屋
根
に
は
職
人
が
技
を
凝
ら

し
た
漆し
っ
く
い喰
細
工
や
細
工
瓦
…
…
。歩

く
ほ
ど
に
、商
家
の
豊
か
さ
と
遊
び

心
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

な
か
で
も
、
瓦
屋
根
付
き
の
庵い
お
り

看
板
を
あ
げ
る
風
格
あ
ふ
れ
る
建

物
が
、
寛
永
年
間（
1
6
2
4
〜

4
5
）創
業
、
銘
菓「
関せ
き

の
戸と

」で
知

ら
れ
る「
深
川
屋	
陸
奥
大
掾
」だ
。

看
板
の
金
文
字
は
京
都
側
か
ら
見

る
と「
関
能
戸
」、江
戸
側
か
ら
見
る

と「
関
の
戸
」と
書
か
れ
て
い
る
。旅

人
に
方
向
を
教
え
る
粋
な
工
夫
だ
。

　
こ
こ
に
14
代
目
当
主
、服
部
吉
右

衛
門
亜
樹
さ
ん
を
訪
ね
た
。

ご
先
祖
様
は
、
忍
者
？！

—
—

素
晴
ら
し
い
風
景
の
な
か
に

お
店
が
あ
り
ま
す
ね
。

服
部「
こ
こ
関
は
、
江
戸
時
代
に
整

備
さ
れ
た
東
海
道
の
47
番
目
の
宿

場
町
で
し
た
。西
の
入
口『
西
追
分
』

で
大
和
街
道
が
、
東
の
入
口『
東
追

分
』で
伊
勢
街
道
が
分
岐
し
て
い
ま

す
。当
時
は
参
勤
交
代
や
伊
勢
参
り

の
人
々
で
大
変
な
賑
わ
い
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
」

—
—

宿
場
町
で
3
8
0
年
余
り
。

大
変
な
歴
史
で
す
ね
。

「
実
は
、我
が
家
が
伊
賀
忍
者
・
服

部
半
蔵
の
親
戚
筋
の
家
系
だ
と
い

う
こ
と
が
最
近
、わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
歴
史
学
者
の
磯
田
道
史
さ
ん

が
う
ち
に
残
る
古
文
書
を
読
み
解

い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、先
祖

が
江
戸
で
徳
川
の
忍
び
を
務
め
て

い
た
こ
と
や
、数
年
後
に
故
郷
に
戻

り
、菓
子
屋
を
始
め
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
菓
子
屋
の
場
所
が
こ
こ
で

す
。東
海
道
に
面
し
て
い
て
、真
向

か
い
は
徳
川
家
康
の
御
殿
。街
道
を

行
き
交
う
人
々
の
様
子
も
自
然
に

監
視
で
き
ま
す
。ま
た
、今
の
金
額

で
一
つ
千
円
も
す
る
高
価
な
菓
子

を
作
っ
て
い
た
の
も
、位
の
高
い
人

に
近
づ
く
た
め
の
も
の
。そ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
い
く
と
、菓
子
屋
は
忍

び
の
隠
れ
蓑
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
ん
で
す
。　

　
そ
れ
で
先
日
、う
ち
か
ら
向
か
い

に
通
じ
る
秘
密
の
通
路
が
残
っ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、ネ
ッ
ト
通

販
で
地
中
探
査
機
を
買
っ
て
調
べ

て
み
た
ん
で
す
。何
も
見
つ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
が（
笑
）」

「
関
の
戸
」を
作
り
継
ぐ

—
—

そ
の
歴
史
的
な
菓
子
が
、
関

の
戸
。上
品
な
餅
菓
子
で
す
ね
。

「
漉
し
餡
を
求
肥
で
包
み
、和
三
盆

を
ま
ぶ
し
て
作
っ
て
い
ま
す
。今
も

分
量
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
く
、何

貫
何
匁も
ん
めの
単
位
で
量
る
ん
で
す
」

—
—

服
部
さ
ん
も
製
造
に
携
わ
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
？

「
朝
3
時
半
に
起
き
て
、4
時
に
窯

の
火
を
入
れ
て
求
肥
の
餅
を
炊
き

始
め
ま
す
。同
時
進
行
で
、餡
職
人

と
一
緒
に
、前
日
か
ら
水
に
浸
け
て

お
い
た
小
豆
も
炊
き
ま
す
。
で
も
、

こ
の
餡
は
後
日
の
分
。そ
の
日
使
う

の
は
、前
日
か
前
々
日
に
作
っ
て
寝

か
せ
て
お
い
た
餡
で
す
。8
時
に
餅

と
餡
を
包
餡
の
担
当
に
託
し
た
ら
、

や
っ
と
朝
食
で
す
」　

「銘菓 関の戸」。赤小豆の漉し餡を求
肥餅で包み、和三盆をまぶした一口大
の餅菓子。江戸時代の寛永年間から
作り続けている。

関せ

き

宿
場
町
と
と
も
に
三
八
〇
年
余  

深 ふ

か

わ

や

川
屋 

陸 む

つ奥
大 だ

い
じ
ょ
う掾

Seki

第
85
回

三重県亀山市関町のメインストリートには、
旧東海道の家並みが続く。観光地でよく見
られる商業施設は一切なく、この風景が日
常。東西1.8km が国の重要伝統的建造
物群保存地区に選定されている。

「深川屋 陸奥大掾」当主、
服部吉右衛門亜樹さん。
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—
—

餅
は「
関
の
戸
」の
命
。だ
か
ら

当
主
の
担
当
な
の
で
す
ね
。

「
は
い
。
実
は
2
0
0
9
年
に
、
突

然
父
が
倒
れ
て
、私
一
人
で
餅
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
ん
で

す
。
そ
れ
ま
で
毎
日
、父
と
一
緒
に

作
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、何
度

炊
い
て
も
餅
が
餅
に
な
ら
な
い
。

　

結
局
、こ
の
日
は
店
を
閉
め
て
餅

を
炊
き
続
け
ま
し
た
。

　
よ
う
や
く
餅
ら
し
く
な
っ
た
の
は

夕
方
5
時
過
ぎ
で
す
。情
け
な
く
て

涙
が
出
ま
し
た
」

—
—

数
年
、
そ
ば
で
手
伝
っ
て
い

て
も
、「
関
の
戸
」は
作
れ
な
い
。

「
え
え
。関
の
戸
の
作
り
方
は
、そ

れ
ま
で
は
全
部
口
伝
で
、経
験
や
勘

が
す
べ
て
で
し
た
か
ら
。で
も
、こ
の

経
験
か
ら
、次
の
代
に
伝
え
て
い
く

に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
だ
と
確
信

し
ま
し
た
。そ
こ
で
、そ
れ
か
ら
2

年
間
、糖
度
計
や
赤
外
線
温
度
計
を

使
っ
て
デ
ー
タ
を
取
り
続
け
ま
し
た
。

　

そ
し
て
分
か
っ
た
の
は
、
代
々

継
承
し
て
き
た
手
法
が
実
に
理
に

適
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。あ

ら
た
め
て
先
人
た
ち
の
偉
大
さ
を

思
い
知
り
ま
し
た
」

オ
キ
テ
破
り
の
新
商
品

——

そ
の「
関
の
戸
」だ
け
を
作
り
続

け
て
き
た
店
が
2
0
1
2
年
に『
お

茶
の
香	

関
の
戸
』を
出
さ
れ
ま
し
た
。

「
3
7
0
年
ぶ
り
の
新
商
品
で
し
た

か
ら
大
騒
ぎ
で
し
た（
笑
）。地
元
へ

の
恩
返
し
が
で
き
た
ら
と
、亀
山
産

の
伊
勢
茶
を
石
臼
挽
き
し
て
和
三
盆

と
合
わ
せ
、関
の
戸
に
ま
ぶ
し
た
ら

ど
う
か
と
考
え
た
ん
で
す
。関
の
戸

は
、求
肥
の
も
ち
米
は
滋
賀
県
産
、

餡
の
小
豆
は
北
海
道
産
、和
三
盆
は

徳
島
県
産
で
、地
元
の
食
材
が
何
も

使
わ
れ
て
い
な
い
菓
子
で
し
た
の
で
。

　
と
こ
ろ
が
、深
川
屋
に
は『
関
の
戸

の
味
変
え
る
べ
か
ら
ず
』と
い
う
掟

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、父
は
激
怒
し

て
3
カ
月
、全
く
口
を
き
い
て
く
れ

当 主 の 旅 ガ イド

「関」の歩き方
関の見どころは、旧東海道に沿って歴史
的建造物が続く町並みそのもの。屋根や
瓦、格子などの細部に、江戸時代の美意
識が宿る。参勤交代の大名や旅人が旅
の疲れをとった本陣や豪壮な旅籠も丁寧
に修復されて、往時の栄華を思い起こさ
せる。関地蔵院は本堂・鐘楼・愛染堂が
国の重要文化財。大きく広げた屋根が、街
道を行く旅人の無事を見守っているようだ。

写真上：関地蔵院。741年に行基によって創建された
　　　　と伝わる。
写真下：町のあちこちに見られる趣向を凝らした細工
　　　　瓦や漆喰彫刻。

な
く
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、県
知

事
の
後
押
し
な
ど
も
あ
っ
て
…
…
最

後
に
は
、伊
勢
茶
と
和
三
盆
の
配
合

を
父
に
頼
ん
で
決
め
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。お
か
げ
さ
ま
で
好

評
で
す
」

軸
は
ぶ
れ
ず
に
地
元
一
番
で

—
—

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
少
し
ご
紹

介
く
だ
さ
い
。

「
1
9
6
4
年
生
ま
れ
で
す
。こ
こ

関
で
生
ま
れ
育
ち
、漠
然
と
将
来
は

跡
継
ぎ
に
な
る
の
だ
と
感
じ
な
が

ら
大
き
く
な
り
ま
し
た
が
、一
度
は

家
を
離
れ
た
い
と
、高
校
2
年
か
ら

6
年
間
、カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
へ
留

学
し
ま
し
た
。帰
国
後
は
、日
本
橋

三
越
で
2
年
半
勤
め
ま
し
た
。こ
れ

で
や
り
た
い
こ
と
は
全
部
や
っ
た

と
い
う
満
足
感
を
得
て
、店
に
入
っ

た
ん
で
す
」

—
—

抜
群
の
行
動
力
や
柔
軟
な
発

想
も
、そ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
の
中
で

磨
か
れ
た
。

「
こ
の
2
年
間
は
コ
ロ
ナ
で
大
変

で
し
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ
町
を
元

気
に
と
、
三
重
県
の
土
産
物
を
揃

え
た『
関
見
世	
吉
右
衛
門
』を
つ
く

り
、ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
を
眺
め
な
が
ら

コ
ー
ヒ
ー
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け

る「
茶さ
く
ら蔵
茶
房
」を
つ
く
り
ま
し
た
。

古
い
町
で
、こ
ん
な
や
ん
ち
ゃ
を
さ

せ
て
も
ら
え
る
の
も
、町
の
人
が
深

川
屋
を
認
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
で
す
。

　

祖
母
が『
13
代
だ
、14
代
だ
と
言

わ
れ
と
る
け
ど
、ほ
ん
ま
に
続
い
と

ん
の
は
、お
客
様
の
方
な
ん
や
に
』と

い
つ
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。私
も
肝

に
銘
じ
て
い
ま
す
。

　

次
男
が
後
継
ぎ
と
し
て
修
業
を

始
め
、娘
と
娘
婿
も
深
川
屋
に
入
っ

て
き
ま
し
た
。ぶ
れ
る
こ
と
な
く『
関

の
戸
』を
作
り
続
け
て
い
て
さ
え
く

れ
た
ら
、あ
と
は
子
ど
も
た
ち
が
す

る
こ
と
を
黙
っ
て
見
守
っ
て
い
こ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
」

お茶の香 関の戸

深川屋 陸奥大掾
三 重 県 亀 山 市 関 町 中 町 3 8 7

☎ 0 5 9 5（9 6）0 0 0 8

文
・
宮
崎
周
文
子

御室御所へ「関の戸」を納める際に
使った螺鈿（らでん）の井籠(せいろう)

〈
深
川
屋 

陸
奥
大
掾
の
想
い
〉

「
地
元
一
番
!
」

服
部
吉
右
衛
門
亜
樹
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番
付
と
い
え
ば
、「
相
撲
番
付
」
を
思
い

浮
か
べ
る
方
が
多
い
で
し
ょ
う
か
。
力
士
を

東
西
に
分
け
、
横
綱
か
ら
序
の
口
ま
で
一
覧

表
に
し
た
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
続

き
、
現
在
も
行
司
の
毛
筆
書
き
を
縮
小
印
刷

し
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
な
か
な
か
手

間
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
後
期
〜
明
治
時
代
初
期
に
は
、

こ
れ
を
真
似
た
「
見み

立た
て
番ば
ん
付づ
け
」
が
盛
ん
に
作

ら
れ
ま
し
た
。
寺
社
仏
閣
や
祭
り
、
温
泉
、

職
人
等
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
格

付
け
す
る
も
の
で
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で

は
、「
不ふ

用よ
う

競く
ら
べ」
と
い
っ
て
不
要
な
も
の
を

挙
げ
連
ね
た
番
付
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

　
図
1
は
「
名
物
商
人
」
と
あ
り
ま
す
が
、

江
戸
の
食
べ
物
屋
を
格
付
け
し
た
も
の
。
料

亭
、
寿
司
屋
、
そ
ば
屋
な
ど
が
並
ぶ
な
か

で
、
最
高
位
の
大
関
二
店
は
い
ず
れ
も
菓
子

屋
な
の
が
興
味
を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
日
本
橋
本
町
二
丁
目
の
鳥と

り
か
い飼

和い
ず
み泉

は
、
饅

頭
で
知
ら
れ
た
店
で
、
錦
絵
や
双
六
に
も
描

か
れ
て
い
ま
す
（
図
2
に
見
え
る
の
は
菓
子

を
運
ぶ
容
器
の
井せ

い
ろ
う籠
を
模
し
た
看
板
）。

　
本
町
一
丁
目
の
鈴す

ず

木き

越え
ち

後ご

は
羊
羹
で
名
高

く
、
そ
の
味
は
「
天
下
鳴
（
て
ん
か
に
な

る
）」
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
（
図
3
）。『
賤し

ず

の
を
だ
巻ま
き

』（
一
八
〇
二
序
）
に
は
、
あ
る

武
士
が
昇
進
し
て
先
輩
を
も
て
な
し
た
際

に
、
慣
例
の
鈴
木
越
後
で
な
く
金か

な
ざ
わ沢

丹た
ん

後ご

の

羊
羹
を
出
し
た
と
こ
ろ
見
破
ら
れ
て
し
ま

い
、土
下
座
で
謝
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

図2「江戸花見尽 隅田川」(1820年代頃)虎屋文庫蔵 
井籠の紋(向かい蝶)で鳥飼和泉のものとわかる。

図3「新板大江戸名物双六」〈部分〉(1852年)
東京都立中央図書館特別文庫室蔵

「鈴木やうかん」（鈴木越後の羊羹）とある。

東の方〈部分〉

資
料
に
見
る
和
菓
子　
最
終
回

虎
屋
文
庫

図 1「江戸の華名物商人ひやうばん」(1815 年)虎屋文庫蔵西の方〈部分〉

番
付
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昔も今も人気の汁粉。

　
ち
な
み
に
金
沢
丹
後
は
、
こ
の
番
付
で
も

格
下
の
「
小
結
」
の
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
幕
府
御
用
も
つ
と
め
た
名
店
で
す
。
ほ

か
に
も
餅
屋
や
飴
屋
、
煎
餅
屋
の
名
前
が
あ

り
、
ど
ん
な
店
だ
っ
た
の
か
、『
江え

ど戸
買か
い
も
の物

独ひ
と
り

案あ
ん
な
い内

』（
一
八
二
四
）
ほ
か
同
時
代
の
史

料
か
ら
調
べ
て
み
る
の
も
楽
し
そ
う
で
す
。

　
よ
り
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
も
の
で
は
、
江
戸

の
汁
粉
屋
の
番
付
も
あ
り
ま
す
（
図
4
）。

江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
は
、「
五
歩
に
一

楼
、
十
歩
に
一
閣
、
み
な
飲
食
の
店
な
ら

ず
と
い
ふ
事
な
し
」（『
一
話
一
言
』）
と
い

わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
載
る
汁
粉
屋
だ

け
で
も
百
余
り
あ
る
の
で
、
飲
食
店
の
数

は
推
し
て
知
る
べ
し
で
す
。

　
行
司
と
し
て
別
格
扱
い
さ
れ
て
い
る
「
小

倉
庵
」
は
錦
絵
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
た
本

所
の
高
級
料
亭
で
、
汁
粉
が
特
に
有
名
で
し

た
（
図
5
）。
ま
た
、
前
頭
に
見
え
る
四
ツ

谷
・
蔵
前
の
「
船
橋
屋
」
は
、
浅
草
雷
門
で

繁
盛
し
た
菓
子
屋
・
船ふ

な

橋ば
し

屋や

織お
り

江え

の
支
店
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
＊
。

　
ほ
と
ん
ど
が
詳
細
不
明
で
残
念
な
と
こ
ろ

で
す
が
、
当
時
は
屋
台
店
も
多
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
店
の
入
れ
替
わ
り
も
激
し

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
眺
め
て
い
る

と
、
番
付
を
も
と
に
食
べ
歩
い
た
り
、
汁
粉

屋
談
義
に
花
を
咲
か
せ
た
り
す
る
人
々
の
姿

が
浮
か
び
ま
す
。

河
上 

可
央
理
（
虎
屋
文
庫 

研
究
主
事
）

図5「東都高名会席尽 梅の由兵衛」（1852年）
虎屋文庫蔵
上部に、小倉庵の堂々たる店構えが
見える。小倉庵〈図5の上部拡大〉

図4「当時流行しるこ屋名寄」(江戸時代)
東京都立中央図書館特別文庫室蔵

TEL : 03 - 3408 - 2402

FAX : 03 - 3408 - 4561 

MAIL : bunko@toraya-group.co.jp

https://www.toraya-group.co.jp/

【お問い合わせ】

虎屋文庫のご紹介

昭和 48 年（ 1973 ）に創設さ
れた、 株式会社虎屋の資料
室。虎屋歴代の古文書や 古
器物を収蔵するほか、和菓子
に関する資料収集、 調査研
究を行い、機関誌『和菓子』
の 発 行 や 展 示 の 開 催を通し
て、和菓子情報を発信してい
ます。資料の閲覧機能はあり
ませんが、お客様からのご質
問にはできるだけお応えして
います。ＨＰで歴史上の人物
と和菓子のコラムを連載中。
今秋、2 年ぶりの資料展「 和
菓子で楽しむ錦絵」展を開催。
詳しくは P24 をご覧ください。

＊
今
村
規
子
「
二
つ
の
船
橋
屋
織
江
」（『
和
菓
子
』	

	

二
十
二
号
、
虎
屋
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

	

深
川
に
創
業
店
の
「
船
橋
屋
織
江
」
が
あ
り
、

	

雷
門
の
船
橋
屋
は
そ
こ
か
ら
分
か
れ
て
で
き
た
店
。

参
考
文
献
：
石
川
英
輔
『
大
江
戸
番
付
づ
く
し
』

	

実
業
之
日
本
社
、
二
〇
〇
一
年
。

	

林
英
夫
・
青
木
美
智
男
編

	

『
番
付
で
読
む
江
戸
時
代
』
柏
書
房
、

	

二
〇
〇
三
年
。
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カステラ （カステラ本家	福砂屋／長崎市）
（画像提供：カステラ本家	福砂屋）

南蛮人来朝之図（長崎歴史文化博物館所蔵）

栗饅頭
（湖月堂
／北九州市）

鶏卵素麺 （石村萬盛堂／福岡市）

＊
日
本
遺
産
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト	https://japan-heritage.bunka.go.jp/

小
城
羊
羹

（
村
岡
総
本
舗
／
小
城
市
）

村岡総本舗の
本店及び
羊羹資料館

　
昨
年
夏
、「
砂
糖
文
化
を
広
め
た
長
崎
街
道
～

シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
～
」が
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ

れ
ま
し
た
。日
本
遺
産
は
、文
化
庁
が
日
本
各
地

の
有
形
・
無
形
の
文
化
財
群
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー

を
認
定
し
、
そ
れ
を
発
信
す
る
こ
と
で
地
域
を

活
性
化
し
よ
う
と
い
う
事
業
で
す
。「
シ
ュ
ガ
ー

ロ
ー
ド
」も
、
長
崎
街
道
の
歴
史
や
風
景
と
と
も

に
、4
0
0
年
以
上
も
の
時
を
か
け
て
発
展
し
て

き
た
砂
糖
や
菓
子
の
文
化
に
触
れ
ら
れ
る
と
い

う
ス
ト
ー
リ
ー
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

＊

　
日
本
に
お
け
る
砂
糖
の
記
述
は
、奈
良
時
代
か

ら
見
ら
れ
ま
す
が
、
大
量
の
砂
糖
が
輸
入
さ
れ
、

一
般
の
人
の
口
に
も
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
の
こ
と
。宝
暦
9
年（
1
7
5
9
）に
は

今
の
金
額
で
24
億
円
相
当
の
砂
糖
が
輸
入
さ
れ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
鎖
国
の
た
め
唯
一
の
貿
易
窓
口
で
あ
っ
た
長

崎
の
出
島
に
荷
揚
げ
さ
れ
た
砂
糖
は
、多
く
が
海

路
で
大
坂
へ
、そ
こ
か
ら
さ
ら
に
京
、江
戸
へ
と

運
ば
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、陸
路
も
、海
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
多

彩
な
物
産
を
運
ぶ
た
め
、
長
崎
と
豊
前
国
小
倉

（
現
在
の
北
九
州
市
小
倉
北
区
）を
結
ぶ
長
崎
街

道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。街
道
沿
い
の
佐
賀
藩
と

福
岡
藩
に
は
、
長
崎
港
の
警
固
に
あ
た
る
代
わ

り
に
輸
入
品
を
買
い
入
れ
る
特
権
が
与
え
ら
れ

た
た
め
、砂
糖
が
入
手
し
や
す
く
、ま
た
菓
子
の

製
法
な
ど
も
伝
わ
り
、
独
特
の
食
文
化
が
花
開

い
て
い
き
ま
し
た
。こ
れ
が
、長
崎
街
道
が
別
名

「
シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
」と
呼
ば
れ
る
所
以
で
す
。

　
長
崎
の「
カ
ス
テ
ラ
」や
佐
賀
の「
丸
ぼ
う
ろ
」、

福
岡
の「
鶏
卵
素
麺
」な
ど
が
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル

ト
ガ
ル
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
南
蛮
菓
子
で
あ
る
こ

と
は
、ご
存
じ
の
と
お
り
。さ
ら
に
、諫
早
の「
お

こ
し
」や
小
城
の「
羊
羹
」、
北
九
州
の「
栗
饅
頭
」

な
ど
も
、豊
富
に
手
に
入
る
砂
糖
が
あ
っ
て
こ
そ

生
ま
れ
た
菓
子
で
す
。

　
な
お
、日
本
遺
産
を
構
成
す
る
文
化
財
群
の
中

に
は
、長
崎
街
道
の
面
影
が
残
る
町
並
み
や
長
崎

の
唐
寺
・
興
福
寺
な
ど
の
史
跡
に
加
え
、村
岡
総

本
舗
の
本
店
お
よ
び
砂
糖
貯
蔵
庫
や
製
造
道
具

を
展
覧
す
る
羊
羹
資
料
館
、丸
芳
露
本
舗
北
島
の

菓
子
製
法
文
書
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
北
部
九
州
に
点
在
す
る
個
性
あ
ふ
れ
る
菓
子

を
街
道
と
い
う
線
で
結
び
、さ
ら
に
歴
史
や
文
化

へ
と
関
心
を
広
げ
て
い
く
と
、銘
菓
を
巡
る
旅
は

い
よ
い
よ
楽
し
く
な
り
そ
う
で
す
。

丸ぼうろ
（丸芳露本舗	北島/佐賀市）

おこし （菓秀苑	森長／諫早市）

　 　ຊҨ࢈ JAPAN HERITAGE

        砂糖文化を広めた
長崎街道「シュガーロード」

菓子屋 の 
Another Work
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タ
ヌ
キ
が
わ
な
に
か
か
っ
た

　
　          

佐
原
隆
斗
小
学
2
年
生

き
の
う
、
タ
ヌ
キ
が
う
ち
の
わ
な
に
か
か
っ
て
た
。

朝
、
タ
ヌ
キ
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
。

今
日
も
ま
だ
お
り
の
中
に
い
た
。

ど
う
し
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は

わ
な
を
か
け
た
の
か
な
。

ど
う
し
て
、
タ
ヌ
キ
は
わ
な
に
か
か
っ
た
の
か
な
。

タ
ヌ
キ
は
さ
む
そ
う
に
、
丸
く
な
っ
て
い
た
。

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
な
の
か
な
。

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
な
。

タ
ヌ
キ
と
目
が
合
っ
た
。

『
こ
ど
も
の
夢
の
青
い
窓
』（
発
行
・
柏
屋
）

5
7
5
号
よ
り

i l lustrat ion by 桑原紗織

11
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お便り募集しています

お
菓
子
の
お
取
り
寄
せ
や

贈
り
物
の
話
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。
掲
載
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
方
に
は
、

全
国
銘
菓
加
盟
店
の
お

菓
子
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

「森八」新東京店
神田神保町にOPEN
世界一の本の町・神保町に、金沢を
代表する菓子店「森八」の新東京店が
オープンしました。地下鉄神保町駅か
ら徒歩1分、漆黒の外観と真っ白な暖
簾がお出迎え。店内に入ると、森八の
長い歴史の中で伝えられてきた100点
を超える「菓子木型」と数十本の焼印
の展示に目を奪われます。「長生殿」を
始めとする、加賀百万石の華麗な文化
のなかで培われた数々の銘菓とともに、
ゆっくりと“金沢”をお楽しみください。

「長生殿」。森八の代表銘菓
にして日本三名菓の一つ

江戸名所百人美女	とりのまち

森八 東京店
住所：東京都千代田区神田神保町1-13-3
営業：10時 ～18時30分（1/1・2休）
☎03（5577）7654
https://www.morihachi.co.jp/

SHOP

あじわい
N E W S

あじわい P O S T

前回の東京オリンピック（1964）の折にあつらえた「焼印」の展示も必見

第80回虎屋文庫資料展
こんなところにも！「和菓子で楽しむ錦絵」展

酉
とり

の市
いち

で縁起物の粟
あわ

餅
もち

・黍
きび

餅
もち

を求め、旅先の茶店では餅や
団子でひと休み。錦絵には甘いものを楽しむ人々の姿がしば
しば見られます。今回は、虎屋文庫所蔵の菓子関連の錦絵
から、江戸～明治時代のものを中心に約 100 点選び、菓子
とともにご紹介します。入場無料。

会場：東京都港区赤坂4-9-22　虎屋 赤坂ギャラリー
　　  （とらや赤坂店地下1階）
会期：2021年9月17日～11月23日 10時～17時
休館日：10月6日、11月6日
お問合せ先：虎屋文庫　☎03（3408）2402
https://www.toraya-group.co.jp/

◆
銘
菓
と
地
域
の
つ
な
が
り

　

夏
号
の
「
奈
良
県
産
の
小
豆
買

い
ま
す
」
の
記
事
を
読
み
、
感
動

し
ま
し
た
。
三
輪
山
の
山
裾
に
あ

る
大
神
神
社
の
鳥
居
の
脇
に
あ
る

白
玉
屋
榮
壽
さ
ん
が
1
8
0
年

余
、
た
だ
一
つ
作
り
続
け
て
き
た

「
名
物
み
む
ろ
」
と
い
う
最
中
の
餡

に
使
う
小
豆
の
栽
培
を
、
毎
年
、

県
内
の
農
家
に
広
告
で
呼
び
か
け

て
い
る
と
い
う
話
で
す
。
特
に
、

そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
育
て
た

小
豆
を
持
ち
こ
ん
だ
農
家
の
方
が

「
自
分
の
育
て
た
小
豆
が
、
こ
の
菓

子
に
な
る
の
が
誇
ら
し
い
」
と
い

う
言
葉
に
は
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
ま

し
た
。

　

銘
菓
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
お
菓

子
は
、
地
域
と
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

 

宮
田
翔
様
（
東
京
都
世
田
谷
区
）

◆
コ
ロ
ナ
禍
の
春
旅

　
３
月
に
娘
た
ち
と
沖
縄
へ
行
く
予

定
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
中

止
し
、
久
し
ぶ
り
に
道
内
の
温
泉
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
２
泊
目
の
昼

食
は
、
わ
か
さ
い
も
本
舗
の
洞
爺

湖
本
店
の
2
階
で
和
食
。
食
後
は

1
階
で
お
土
産
探
し
で
す
。

　

小
さ
い
頃
か
ら
知
っ
て
い
る
「
わ

か
さ
い
も
」
で
す
が
、
て
ん
ぷ
ら
に

し
た
「
い
も
て
ん
」
の
実
演
に
は
び

っ
く
り
。
早
速
、
揚
げ
て
も
ら
い
ま

す
。
ほ
く
ほ
く
ア
ツ
ア
ツ
で
お
い
し

い
！
お
菓
子
も
1
個
か
ら
販
売
し

て
い
る
の
が
嬉
し
く
て
、お
土
産
に

何
種
類
も
買
い
ま
し
た
。

　
「
わ
か
さ
い
も
」
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

変
わ
っ
た
の
は
少
し
寂
し
い
で
す

が
、
味
は
変
わ
ら
ず
。
今
で
は
孫

も
好
き
な
お
菓
子
で
す
。

　
黄
田
幸
子
様
（
北
海
道
千
歳
市
）

◆
お
菓
子
の
お
ば
ち
ゃ
ん

　

夏
号
の
「
お
菓
子
の
キ
ー
ワ
ー

ド
」
で
薄
墨
羊
羹
の
「
お
や
お
や

よ
う
か
ん
」
を
見
て
「
こ
れ
だ
っ
」

と
思
わ
ず
叫
び
ま
し
た
。
和
菓
子

好
き
の
友
人
が
春
に
出
産
。
お
祝

い
を
ど
う
し
よ
う
と
悩
ん
で
い
た
と

こ
ろ
の
出
会
い
。
即
、
オ
ン
ラ
イ
ン

シ
ョ
ッ
プ
で
ポ
チ
ッ
。
翌
週
に
は
、

「
お
や
お
や
よ
う
か
ん
」
を
に
っ
こ

り
頬
張
る
か
わ
い
い
動
画
L
I
N
E

が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
ま
だ
会
え
な
い
け
れ

ど
、〈
お
菓
子
の
お
ば
ち
ゃ
ん
〉
と

覚
え
て
も
ら
え
る
よ
う
、
次
は
西

川
屋
老
舗
「
や
ぎ
み
る
く
プ
リ
ン
」

を
送
ろ
う
か
と
思
案
中
で
す
。
お
い

し
く
て
優
し
い
お
菓
子
の
ご
紹
介
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
門
田
朋
子
様
（
東
京
都
杉
並
区
）

◆「
だ
ん
だ
ん
」

　
松
江
の
お
も
て
な
し

　

私
の
故
郷
は
島
根
県
松
江
市
。

茶
の
湯
を
愛
し
、
文
化
を
育
て
た

松
平
不ふ

ま
い昧

公
が
治
め
た
城
下
町
で

す
。
冠
婚
葬
祭
は
も
と
よ
り
、
人

が
集
う
と
こ
ろ
に
は
お
茶
の
香
り

と
老
舗
の
和
菓
子
が
あ
り
、
五
感

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

先
日
、
両
親
の
墓
参
り
に
松
江

を
訪
れ
、
幼
な
じ
み
の
家
を
訪
ね

る
と
、
不
昧
流
の
お
点
前
で
お
茶

を
点
て
、
彩
雲
堂
さ
ん
の
「
若
草
」

で
も
て
な
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

今
で
も
変
わ
ら
な
い
故
郷
の
お

も
て
な
し
が
嬉
し
く
、
懐
か
し
く
、

「
だ
ん
だ
ん
」（
出
雲
地
方
の
方
言
で

「
あ
り
が
と
う
」
の
意
）
と
い
た
だ

い
て
き
ま
し
た
。

川
越
恵
美
子
様
（
千
葉
県
佐
倉
市
）

《 宛先 》
〒108-0073
東京都港区三田2-7-1-2002
株式会社インタレスト

『あじわい』編集室
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開雲堂 ●卍最中 ●干乃梅

〒036-8182  青森県弘前市土手町83
☎ 0172-32-2354  
● https://www.facebook.com/開雲堂-269871630566957/

三八 菓か舎 ●札幌タイムズスクエア

〒060-0061  北海道札幌市中央区南1条西12丁目322
☎ 011-271-1138  ● http://www.kakasha.com/

〒049-5721  北海道虻田郡洞爺湖町 洞爺湖温泉108
0120-211-850  ● https://www.wakasaimo.com/

わかさいも本舗 ●わかさいも

六花亭
〒080-2496  北海道帯広市西24条北1丁目3-19

0120-012-666  ● https://www.rokkatei.co.jp/

●マルセイバターサンド

〒990-0031  山形県山形市十日町3-10-36
0120-013-108  ● https://satoya-matsubei.com/

乃し梅本舗 佐藤屋 ●乃し梅	●まゆはき

ストロベリーチョコ（ミルク・ホワイト）／六花亭

九重本舗 玉澤 ●九重

〒982-0003  宮城県仙台市太白区郡山4-2-1
☎ 022-246-3211  ● https://www.tamazawa.jp/

柏屋 ●柏屋薄皮饅頭

〒963-8071  福島県郡山市富久山町久保田字宮田127-5
☎ 024-956-5511  ● https://www.usukawa.co.jp/

かおる堂 ●秋田銘菓 炉ばた

〒010-0941  秋田県秋田市川尻町大川反170-82
☎ 018-864-4500  ● http://www.kaorudo.jp/

進堂
〒023-1131  岩手県奥州市江刺区愛宕字力石211
☎ 0197-35-2636  ● https://www.kaishindo.jp/

●岩谷堂羊羹

榮太樓總本鋪
〒103-0027  東京都中央区日本橋1-2-5

0120-284-806  ●https://www.eitaro.com/

●榮太樓飴

清月堂本店
〒104-0061  東京都中央区銀座7-16-15
☎ 03-3541-5588  ●https://www.seigetsudo-honten.co.jp/

●おとし文	●あいさつ最中

白松がモナカ本舗 ●白松がモナカ

〒980-0804  宮城県仙台市青葉区大町2-8-23
0120-008-940  ● https://monaka.jp/

三原堂本店 ●御守最中

〒103-0013  東京都中央区日本橋人形町1-14-10
☎ 03-3666-3333  ●http://www.miharado-honten.co.jp/

郷
さと

の芋／龜屋 おとし文／清月堂本店

赤坂青野 ●赤坂もち

〒107-0052  東京都港区赤坂7-11-9
☎ 03-3585-0002  ●https://akasaka-aono.com/

〒107-8401  東京都港区赤坂4-9-22 
☎ 03-3408-4121（代）  ●https://www.toraya-group.co.jp/

とらや ●羊羹	●和生菓子

〒110-0005  東京都台東区上野1-10-10
☎ 03-3831-6195  ● http://www.ueno-usagiya.jp/

うさぎや ●喜作最中	●どらやき

龜屋
〒350-0065  埼玉県川越市仲町4-3

0120-222-051  ●https://www.koedo-kameya.com/

●初雁焼

三桝屋總本店 ●麦落雁

〒374-0024  群馬県館林市本町1-3-12
☎ 0276-72-3333  ●http://www.mimasuyahonten.com/

なごみの米屋
〒286-0032  千葉県成田市上町500

0120-482-074  ●https://www.nagomi-yoneya.co.jp/

●成田銘菓 栗羊羹

房洋堂
〒294-0043  千葉県館山市安布里780
☎ 0470-23-5111  ● http://www.boyodo.co.jp/

● 花菜っ娘	● 落花生どら焼

　

札幌 千秋庵
〒060-0063  北海道札幌市中央区南3条西3丁目13-2

0120-378-082  ● https://senshuan.co.jp/

●山親爺 ● ノースマン　

北海道

東北

東京

関東

豊島屋
〒248-0006  神奈川県鎌倉市小町2-11-19
☎ 0467-25-0810  ● https://www.hato.co.jp/

●鳩サブレー

〒043-0043  北海道檜山郡江差町本町38
☎ 0139-52-0022  ● http://www.gokatteya.co.jp/

五勝手屋本舗 ●五勝手屋羊羹

全国銘菓（全国銘産菓子
工業協同組合）は、原則と
して三代もしくは創業六十年
以上の歴史をもち、志の高
い経営理念を保持しながら
それぞれの地域で認められ
ている菓子店の集まりです。

「全国銘菓」とは

ホームページも
ぜひご覧ください。
各店のホームページとも
リンクしています。

https://www.ajiwai.or.jp/

お取り寄せも！

加
盟
店
一
覧
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赤福 ●赤福餅

〒516-0025  三重県伊勢市宇治中之切町26
0120-081-381  ● https://www.akafuku.co.jp/

〒514-0027  三重県津市大門20-15
☎ 059-225-3212  ● http://www.heijisenbei.com/

平治煎餅本店 ●平治煎餅

〒519-1112  三重県亀山市関町中町387
☎ 0595-96-0008  ● http://www.sekinoto.com/

深川屋 陸奥大掾 ●銘菓 関の戸

〒515-0083  三重県松阪市中町1877
0120-510-138  ● http://www15.plala.or.jp/yh99/

柳屋奉善 ● 老
おいのとも

伴

越乃雪／越乃雪本舗 大和屋 羽二重もなか／羽二重餅總本舗 松岡軒

玉井屋本舗
〒500-8009  岐阜県岐阜市湊町42

0120-601-276  ● https://tamaiya-honpo.co/

●やき鮎

きよめ餅総本家
〒456-0031  愛知県名古屋市熱田区神宮3-7-21
☎ 052-681-6161  ● http://www.kiyome.net/

●きよめ餅 ●藤団子

美濃忠
〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内1-5-31
☎ 052-231-3904  ● https://minochu.jp/

●上り羊羹

〒503-0885  岐阜県大垣市本町2-16
☎ 0584-78-3583  ● http://www.tanakaya-senbei.jp/

田中屋せんべい総本家 ●みそ入大垣せんべい

備前屋 ●あわ雪 ●八丁味噌煎餅

〒444-0038  愛知県岡崎市伝馬通2-17
0120-234-232  ● https://bizenya.co.jp/

青柳総本家 ●青柳ういろう

〒463-8548  愛知県名古屋市守山区瀬古1-919
0120-016-758  ● https://www.aoyagiuirou.co.jp/

両口屋是清 ●旅まくら●志なの路●よも山

〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内3-14-23
0120-052-062  ●https://www.ryoguchiya-korekiyo.co.jp/

●柿羊羹

〒503-0876  岐阜県大垣市俵町39
0120-78-5311  ● https://www.kakiyokan.com/

御菓子つちや

〒930-8586  富山県富山市上本町8-6
☎ 076-421-2398  ● http://www.tukisekai.co.jp/

月世界本舗 ●銘菓 月世界

みすゞ 飴本舗 飯島商店 ●みすゞ 飴

〒386-0012  長野県上田市中央1-1-21
0120-511-346  ● https://www.misuzuame.com/

桜井甘精堂 ●純栗ようかん ●純栗かの子

〒381-0298  長野県上高井郡小布施町2460-1
0120-001-590  ● https://www.kanseido.co.jp/

〒933-0929  富山県高岡市木舟町12
☎ 0766-25-0215  ● http://www.ohno-ya.jp/

大野屋 ●とこなつ

〒940-0072  新潟県長岡市柳原町3-3
☎ 0258-35-3533  
● https://www.koshinoyuki-yamatoya.co.jp/

越乃雪本舗 大和屋 ●越乃雪

大阪屋
〒950-0105  新潟県新潟市江南区大渕1631-8

0120-211-435  ●https://www.niigata-osakaya.com/

●流れ梅 ●雪國

〒381-0292  長野県上高井郡小布施町973
0120-079-210  ● https://chikufudo.com/

竹風堂 ●方寸 ●栗ようかん ●栗かの子 ●栗おこわ

〒381-0293  長野県上高井郡小布施町808
☎ 026-247-2027  ● https://obusedo.com/

●栗鹿ノ子小布施堂

〒606-8392  京都市左京区聖護院山王町6
☎ 075-761-5151  ● https://shogoin.co.jp/

聖護院八ッ橋総本店 ●つぶあん入り生八ッ橋『聖
ひじり

』

〒602-8434  京都市上京区今出川通堀川西入ル（西陣船橋）
☎ 075-441-0105  ●https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

鶴屋 信 ●柚餅 ●京観世

井筒八ッ橋本舗 ●なま八ッ橋 ●歌舞伎銘菓夕霧

〒605-0079  京都市東山区川端通四条上ル 祇園・北座
0120-212-120  ●https://www.yatsuhashi.co.jp/

羽二重餅總本舗 松岡軒 ●羽二重餅

〒910-0006  福井県福井市中央3-5-19
☎ 0776-22-4400  ● http://www.habutae.com/

柴舟小出
〒921-8163  石川県金沢市横川7-2-4
☎ 076-241-3548  ●https://www.shibafunekoide.co.jp/

●柴舟

〒924-0023  石川県白山市成町107
☎ 076-275-0018  ● http://www.enpachi.com/

圓八 ●あんころ餅

金沢 うら田 ●銘菓 さい川

〒921-8021  石川県金沢市御影町21-14
0120-43-1719  ● https://www.urata-k.co.jp/

〒920-0912  石川県金沢市大手町10-15
☎ 076-262-6251  ● https://www.morihachi.co.jp/

●長生殿加賀藩御用菓子司 森八

山中石川屋
〒922-0115  石川県加賀市山中温泉本町2丁目ナ24

0120-080-218  ●http://www.yamanakaishikawaya.com/

●娘娘万頭

本家 尾張屋 ●そば餅 ●蕎麦板

〒604-0841  京都市中京区車屋町通二条下ル
0120-173-446  ● https://honke-owariya.co.jp/

銘菓 あわ雪／備前屋

中部

京都

菓子舗 間瀬 ●伊豆乃踊子

〒413-0103  静岡県熱海市網代400-1
0120-048-144  ● https://www.mase-jp.com/

北陸
・信越

柚
ゆうもち

餅／鶴屋𠮷信
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総本家河道屋
〒604-8092  京都市中京区姉小路通御幸町西入ル

0120-221-497  ●http://www.kawamichiya.co.jp/

●蕎麦ほうる

豆政 ●夷川五色豆

〒604-0965  京都市中京区夷川通柳馬場西入ル
☎ 075-211-5211  ●https://www.mamemasa.co.jp/

スポーツきびだんご／廣榮堂 姫路銘菓 玉椿／伊勢屋本店

御菓子司 鶴屋八幡
〒541-0042  大阪府大阪市中央区今橋4-4-9
☎ 06-6203-7281  ●https://www.tsuruyahachiman.co.jp/

●和菓子

〒658-0033  兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-1
0120-078-124  ● https://www.hontaka.jp/

本髙砂屋 ●エコルセ ●髙砂きんつば

白玉屋榮壽 ●名物みむろ

〒633-0001  奈良県桜井市三輪497（三輪明神大鳥居前）
☎ 0744-43-3668  ●https://www.begin.or.jp/mimuro/

〒639-1134  奈良県大和郡山市柳1-11
☎ 0743-52-0035  ● https://kikuya.co.jp/

●御城之口餅本家菊屋

神戸 月堂
〒650-0022  兵庫県神戸市中央区元町通3-3-10
☎ 078-321-5555  ● http://www.kobe-fugetsudo.co.jp/

●ゴーフル

栗饅頭／湖月堂 木
きまもり

守／三友堂

〒670-0901  兵庫県姫路市西二階町84
☎ 079-288-5155  ● https://iseyahonten.com/

伊勢屋本店 ●姫路銘菓 玉椿

中国

〒683-0812  鳥取県米子市角盤町3-100
☎ 0859-32-3277  ● http://www.tsurudaya.com/

つるだや ●三鈷峰 ●甘爐

廣榮堂 ●きびだんご

〒703-8245  岡山県岡山市中区藤原60
0120-104-937  ● https://koeido.co.jp/

風流堂
〒690-0021  島根県松江市矢田町250-50
☎ 0852-21-2344  ● https://www.furyudo.jp/

●山川

〒690-0064  島根県松江市天神町124
0120-212-727  ● https://www.saiundo.co.jp/

彩雲堂 ●若草

〒753-0086  山口県山口市中市町6-15
☎ 083-923-3110  
● https://setouchifinder.com/ja/detail/25285/

山陰堂 ●名菓 舌鼓

近畿

小男鹿本舗 冨士屋 ●小
さ お し か

男鹿

〒770-8063  徳島県徳島市南二軒屋町1-1-18
☎ 088-623-1118  ● http://www.saoshika.co.jp/

西川屋老舗
〒781-0806  高知県高知市知寄町1-7-2
☎ 088-882-1734  ●http://www.nishigawaya.co.jp/

●ケンピ ●梅
う め ぼ

不し

三友堂
〒760-0040  香川県高松市片原町1-22
☎087-851-2258   ●ht tps://www.sanyu-do.com/

●木守

村岡総本舗 ●小城羊羹

〒845-0001  佐賀県小城市小城町861
0120-358-057  ●https://www.muraoka-sohonpo.co.jp/

丸芳露本舗 北島 ●丸芳露

〒840-0826  佐賀県佐賀市白山2-2-5
0120-264-161  ● https://shop.marubolo.com/

〒847-0047  佐賀県唐津市本町1513-17
☎ 0955-73-3181  ● https:///www.oohara.co.jp/

大原老舗 ●大原松
しょうろ

露饅頭

九州

四国

一六本舗 ●一六タルト

〒791-1123  愛媛県松山市東方町甲1076-1
0120-1616-47  ● https://itm-gr.co.jp/ichiroku/

薄墨羊羹
〒791-1114  愛媛県松山市井門町1331-1
☎ 089-958-3355  ● http://www.usuzumi.co.jp/

●薄墨羊羹

https: //www.ajiwai.or.jp/

各店のお取り寄せ先を
まとめてご案内しています

お取り寄せは『あじわい』HPから

〒850-0904  長崎県長崎市船大工町3-1
☎ 095-821-2938  ● https://www.fukusaya.co.jp/

カステラ本家 福砂屋 ●カステラ ●手づくり最中

菓秀苑 森長 ●おこしとカステラ

〒854-0025  長崎県諫早市八坂町3-10
0120-21-2194  ●https://kashuen-moricho.co.jp/

〒880-0805  宮崎県宮崎市橘通東2-2-1
☎ 0985-24-4305  ● https://kinjyodo.com/

金城堂 ●つきいれ餅

〒862-0959  熊本県熊本市中央区白山1-6-31
☎ 096-371-5081  ● https://www.kobai.jp/

お菓子の香梅 ●銘菓 誉の陣太鼓

〒892-0828  鹿児島県鹿児島市金生町4-16
☎ 099-226-0431  ● https://www.akashiya.co.jp/

かるかん元祖 明石屋 ●軽羹

湖月堂 ●栗饅頭

〒802-0031  福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸3-2
0120-470-961  ● https://www.kogetsudo.com/

石村萬盛堂 ●銘菓 鶴乃子

〒812-0028  福岡県福岡市博多区須崎町2-1
0120-222-541  ● https://www.ishimura.co.jp/
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小布施堂の朱雀モンブランは
この季節の贅沢です。秋の深
まりとともに、青い鳥が幸せを
運んできますように。

〒108-0073

東京都港区三田2丁目7-1-2002

☎ 03（5445）4082

『
あ
じ
わ
い
』に
つ
い
て

秋
の
和
菓
子
を

お
取
り
寄
せ

　
『
あ
じ
わ
い
』は
全
国
銘
菓
の
季

刊
の
広
報
誌
で
す
。
全
国
銘
菓

加
盟
店
の
店
頭
で
ご
覧
い
た
だ

け
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

転
載
し
て
お
り
ま
す
。
次
号
は

2
0
2
2
年
1
月
1
日
の
発
行

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
お
茶
と
和
菓
子
の
お
い
し
い
季
節
。お

う
ち
時
間
が
増
え
た
こ
と
や
健
康
志
向

も
、
和
菓
子
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
理

由
の
よ
う
で
す
。
新
商
品
も
続
々
と
!

ぜ
ひ
、『
あ
じ
わ
い
』ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

「
お
取
り
寄
せ
」を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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