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企
画
に
あ
た
っ
て

栄
太
楼
総
本
舗
社
艇
細
田
修
三

和
菓
子
に
つ
い
て
の
文
献
は
、
所
々

←
に
散
在
は
し
て
い
る
が
、
纒
っ
た
も
の

と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
は
、
数
少
な
い
。

従
っ
て
、
そ
の
歴
史
を
調
査
し
よ
う
に

も
、
隔
靴
掻
痒
の
感
で
、
徹
底
的
に
究

明
す
る
こ
と
が
肘
難
な
状
態
に
あ
る
。

又
当
今
の
目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
変
動

の
中
で
、
総
て
の
も
の
の
新
旧
交
替
が

苦
る
し
く
、
古
く
て
良
い
も
の
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ

り
、
和
菓
子
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
カ
ラ
ー
映
脚
と
い
う
、
新

ら
し
く
て
、
最
も
理
解
さ
れ
易
い
手
段

を
用
い
て
、
秘
め
ら
れ
た
和
菓
子
の
伝

統
を
、
美
し
く
、
楽
し
く
、
探
り
つ
つ
、

そ
れ
を
記
録
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、

将
来
へ
の
志
向
を
も
求
め
た
い
、
そ
ん

な
気
持
が
、
こ
の
映
画
を
創
り
出
す
動

機
と
な
っ
た
。

幸
い
に
し
て
、
多
く
の
方
々
が
観
賞

さ
れ
て
、
和
菓
子
の
、
民
俗
固
有
の
良

さ
、
美
し
さ
、
な
ど
に
つ
い
て
多
少
な

り
と
も
認
識
を
新
た
に
さ
れ
る
な
ら
、

企
画
省
と
し
て
、
こ
れ
に
す
ぎ
る
よ
ろ

こ
び
は
な
い
。企山･祭寿棲終本舗

桜映画社製作

東宝株式会社配給
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「
和
菓
子
」
讃
飲
田
心
美

私
達
は
幼
い
頃
か
ら
和
栗
ｆ
と
共
に
育
っ
て
き
た
か

そ
の
由
来
は
案
外
知
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
映
脚
で
語

ろ
う
と
し
た
の
が
こ
の
斑
篇
で
あ
る
。

乎
安
初
期
に
到
来
し
た
唐
菓
子
、
安
土
桃
山
期
の
南

蛮
菓
子
そ
し
て
茶
の
湯
と
の
関
係
な
ど
幾
変
遷
の
未
に

外
来
の
も
の
か
日
卒
化
さ
れ
て
い
っ
た
京
菓
子
の
歴
史

を
興
味
ふ
か
く
知
る
と
川
時
に
そ
れ
と
は
全
然
別
個
に

江
戸
町
に
生
れ
た
駄
菓
子
の
庶
民
性
に
親
し
み
を
お
ぼ

え
る
。
菓
子
職
人
の
腕
の
叶
え
、
雅
趣
あ
る
老
帥
の
店

構
え
、
街
砿
の
菓
子
作
り
に
喋
る
ｆ
供
の
姿
な
ど
を
按

配
し
た
画
間
も
捨
て
難
い
。

映
画
「
和
菓
子
」
評

美
術
評
倫
家
岡
田
銭

日
本
の
菓
子
に
は
味
だ
け
で
な
く
姥
し
く
み
せ
る
二

こ
の
映
凹
は
、
和
菓
子
独
特
の
世
界
を
、
歴
史
の

流
れ
を
か
り
て
描
い
た
も
の
で
す
。

菓
子
は
、
工
芸
品
な
ど
と
ち
が
っ
て
、
お
腹
の
中

で
消
え
て
し
ま
う
も
の
で
す
か
ら
、
過
去
に
つ
い
て

も
案
外
分
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
菓
子
の
生

い
立
ち
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は

映
画
で
は
無
論
は
じ
め
て
の
こ
と
で
す
。

私
た
ち
の
身
近
か
な
菓
子
を
、
こ
う
し
て
描
い
て

み
る
と
意
外
に
面
白
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
或
る

時
代
に
中
国
や
西
欧
の
影
響
を
全
面
的
に
う
け
入
れ

て
き
た
日
本
の
文
化
の
在
り
ょ
う
が
具
体
的
に
分
り

ま
た
民
俗
固
有
の
も
の
と
外
来
の
影
響
と
か
ど
う
か

ら
み
あ
っ
て
長
い
河
の
流
れ
の
よ
う
に
現
在
の
姿
に

な
っ
て
い
る
か
も
ほ
ぼ
分
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に

底
に
流
れ
る
民
俗
固
有
の
も
の
が
弱
い
よ
う
に
兇
え

て
い
か
に
根
強
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
も
改
め
て
脅

え
さ
せ
ら
れ
ま
す
・

菓
子
は
、
女
性
や
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
殊
に
親

し
み
の
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
菓
子
に
つ
い
て
、
祖

先
か
ら
の
伝
統
を
知
っ
て
頂
く
こ
と
は
、
無
意
味
な

こ
と
で
は
な
い
て
し
よ
う
。
そ
れ
は
や
が
て
料
理
に

つ
い
て
も
、
衣
料
に
つ
い
て
も
、
住
い
に
つ
い
て
も

生
活
全
般
に
亘
っ
て
、
日
本
民
族
と
し
て
の
自
覚
や

ひ
い
て
は
民
族
の
伝
統
を
現
代
生
活
の
中
に
ど
う
生

か
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
も
、
つ
な
が

る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

■
解
説

〃

’
と
も
に
日
本
人
の
生
活
の
う
る
お
い
で
す
。
い
い
日
本
茶
と
と
も
に
味
わ

う
和
菓
子
の
味
は
、
Ⅱ
本
人
に
と
っ
て
紅
茶
と
ケ
ー
キ
で
は
味
わ
え
な
い

深
い
味
が
あ
り
ま
す
．
そ
れ
は
祖
先
の
記
憶
に
つ
な
が
る
民
族
独
自
の
感

覚
で
し
ょ
う
。

こ
う
琴
え
る
と
、
小
さ
な
和
菓
子
も
、
日
本
の
伝
統
が
生
ん
だ
宝
石
の

よ
う
な
も
の
で
す
。

駄
菓
子
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
ま
じ
り
も
（

は
不
器
用
で
も
、
噛
み
し
め
る
と
独
特
の
味
が

当
｝
て
、
現
代
の
和
菓
子
で
す
が
、
ま
ず
眼
に

じ
さ
せ
る
杵
気
質
（
か
た
ぎ
）
と
、
そ
の
反
面

う
な
近
代
化
の
い
ぶ
き
で
す
。
し
か
し
、
現
代

ラ
ス
ヶ
ー
ス
に
並
ぶ
菓
子
は
、
皆
こ
れ
ま
で
見

子
の
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
今
の
姿
で
す
。
そ
の
か

術
も
う
け
つ
が
れ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
現
代
の
特
徴
は
、

で
し
ょ
う
。
手
づ
く
り
の
和
菓
子
の
個
性
的
な

り
に
、
衛
生
的
で
、
昔
は
大
衆
の
口
に
は
な
か

子
が
、
今
日
ほ
ど
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た
時

南
蛮
菓
子
の
よ
う
な
外
来
の
菓
子
も
、
今
に

く
日
本
人
の
好
み
に
合
っ
た
も
の
だ
け
が
残
り

に
は
次
第
に
日
本
の
味
に
変
っ
て
い
ま
す
．

西
洋
の
人
び
と
が
人
を
訪
れ
る
と
き
花
を
持

人
は
手
土
産
と
い
え
ば
菓
子
で
す
．
手
土
産
の

を
杣
手
に
つ
た
え
る
や
さ
し
い
詩
（
こ
と
ば
）

蚤
、
て
、
現
代
の
和
菓
子
で
す
が
、
ま
ず
眼
に

似
て
た
と
え
ば
椿
の
葉
の
間
に
餅
を
は
さ
ん
だ
椿
餅
な
ど
、
今
の
和
菓
子

椴
舞
灘
誰
澄
鰹
ゞ
●
茶
が
驚
場
し
談
苛
。
‐
傘
で
茶
が

本
格
的
に
蔵
培
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
鎌
倉
時
代
の
初
期
で
す
が
、
禅
宗
で

は
点
、
心
と
か
茶
ノ
子
と
い
っ
て
軽
い
食
事
を
茶
の
前
に
と
り
ま
し
た
。
喫

茶
の
風
習
が
趣
味
と
し
て
一
般
に
ひ
ろ
ま
る
と
、
餅
菓
子
類
や
、
そ
の
頃

料
理
か
ら
生
れ
た
蒸
羊
葵
や
、
新
た
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
饅
頭
が
、
と

く
に
喜
ば
れ
て
菓
子
と
し
て
発
達
し
ま
す
。
こ
う
し
て
室
町
時
代
に
は
菓

子
づ
く
り
の
技
術
は
か
な
り
進
ん
だ
よ
う
で
す
。

そ
こ
へ
、
和
菓
子
に
と
っ
て
も
大
き
な
事
件
が
起
き
ま
す
。
安
土
桃
山

時
代
の
は
じ
め
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
船
（
南
蛮
船
）
が
来
航
し
、
当
時

の
両
洋
の
文
化
を
伝
え
る
品
々
と
共
に
、
カ
ス
テ
ラ
、
ボ
ー
ロ
、
ア
ル
ヘ

ィ
ト
ウ
と
い
っ
た
珍
ら
し
い
南
蛮
菓
子
と
そ
の
製
法
も
伝
え
た
ほ
か
途
中

の
マ
カ
オ
で
大
量
の
白
砂
糖
や
黒
砂
糖
を
仕
入
れ
て
き
た
の
で
す
。
和
菓

子
は
こ
こ
で
、
原
料
、
・
製
法
と
も
に
南
蛮
菓
子
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
う

け
ま
し
た
。
砂
糖
が
菓
子
の
原
料
に
な
り
甘
い
菓
子
を
得
て
、
茶
の
湯
の

流
行
も
絶
頂
に
達
し
ま
し
た
・

猿
羊
篶
か
ら
凍
羊
鑿
が
発
明
さ
れ
、
饅
頭
が
塩
餡
か
ら
砂
糖
餡
に
な
っ

た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
和
菓
子
の

急
激
な
発
達
ぶ
り
は
、
江
戸
初
期
に
京
都
の
御
所
に
納
め
た
菓
子
の
通
帳

（
か
よ
い
ち
よ
う
）
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
大
小
い

ろ
い
ろ
の
饅
頭
、
羊
葵
、
雪
餅
、
煎
餅
、
落
雁
、
カ
ス
テ
ラ
、
カ
ル
メ
イ

ラ
、
そ
の
他
合
せ
て
十
八
穂
も
納
め
て
い
ま
す
。

こ
の
和
菓
子
の
発
達
を
、
茶
と
と
も
に
う
け
つ
い
で
、
食
べ
る
菓
子
か

ら
味
わ
う
菓
子
に
ま
で
高
め
た
京
都
。
こ
こ
に
は
、
今
で
も
古
い
の
れ
ん

を
誇
る
京
菓
子
の
店
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
昔
な
が
ら
の
菓
子
づ
く
り
に

打
込
ん
で
い
て
、
過
ぎ
た
昔
を
し
の
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。

京
菓
子
の
発
達
が
上
流
階
級
の
趣
味
本
位
の
も
の
だ
っ
た
の
に
反
し
て

新
た
に
政
論
の
中
心
に
な
っ
た
江
戸
の
菓
子
は
、
武
家
、
町
人
か
ら
更
に

下
層
へ
と
暹
し
い
大
衆
化
の
道
を
た
ど
り
ま
し
た
。

「
花
よ
り
団
子
」
と
、
上
品
な
菓
子
よ
り
も
腹
に
こ
た
え
る
餅
菓
子
の
よ

う
な
も
の
を
喜
ん
だ
江
戸
の
人
び
と
。
こ
の
庶
民
気
質
（
か
た
ぎ
）
が
生

ん
だ
江
戸
の
代
表
的
な
菓
子
を
、
い
く
つ
か
ふ
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

桜
餅
。
大
福
餅
。
金
つ
ば
。
草
加
煎
餅
。

そ
れ
ぞ
れ
流
行
の
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

甘
い
饅
頭
や
羊
葵
も
人
気
が
あ
っ
て
江
戸
独
特
の
発
達
を
し
ま
す
が
、

同
時
に
江
戸
は
駄
菓
子
の
本
場
に
も
な
り
ま
し
た
・

駄
菓
子
も
、
分
布
の
広
さ
か
ら
い
っ
て
日
本
の
菓
子
と
し
て
は
忘
れ
る

こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
す
。

大
人
の
お
茶
う
け
駄
菓
子
、
子
供
の
オ
モ
チ
ャ
駄
菓
子
、
そ
う
い
う
昔

な
つ
か
し
い
駄
菓
子
を
、
こ
れ
も
今
は
だ
ん
だ
ん
と
消
え
て
行
く
縁
日
の

市
（
い
ち
）
に
た
ず
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

駄
菓
子
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
ま
じ
り
も
の
の
多
い
原
料
を
用
い
、
形

は
不
器
用
で
も
、
噛
み
し
め
る
と
独
特
の
味
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。

つ
く
特
色
は
、
伝
統
を
感

じ
さ
せ
る
杵
気
質
（
か
た
ぎ
）
と
、
そ
の
反
面
近
ご
ろ
の
眼
を
見
張
る
よ

う
な
近
代
化
の
い
ぶ
き
で
す
。
し
か
し
、
現
代
風
の
装
い
の
店
で
も
、
ガ

ラ
ス
ヶ
ー
ス
に
並
ぶ
菓
子
は
、
皆
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
な
つ
か
し
い
和
菓

子
の
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
今
の
姿
で
す
。
そ
の
か
げ
に
は
、
伝
統
の
製
菓
技

和
菓
子
の
枇
界
は
、
賭
外
同
の
嶋
子
に
く
ら
べ
る
し
｜
、
お
そ
ら
く
独
特

の
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
和
菓
子
が
、
ど
う
し
て
生
れ
た
か
。

遠
い
昔
は
、
私
た
ち
の
祖
先
に
と
っ
て
菓
子
と
い
え
ば
果
物
の
こ
と
で

し
た
・農

耕
時
代
に
入
っ
て
、
は
じ
め
て
餅
や
干
飯
（
ほ
し
い
い
）
が
生
れ
た

の
で
す
・

そ
う
い
う
素
朴
な
日
本
の
菓
子
が
、
は
じ
め
て
菓
子
ら
し
い
形
を
知
っ

た
の
は
、
奈
良
か
ら
平
安
の
初
期
に
か
け
て
唐
菓
子
（
か
ら
く
だ
も
の
）

購
淵
闘
掴
緯
誼
譽
●
蠅
涼
鱸
好
溺
撫
誹

（
し
ん
せ
ん
が
し
）
が
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
異
様

な
形
も
、
油
で
揚
げ
る
菓
子
で
あ
る
と
こ
ろ
も
、
い
か
に
も
中
同
の
菓
子

と
い
う
感
じ
で
す
。
「
物
の
形
を
つ
く
り
た
る
く
だ
も
の
」
と
呼
ん
だ
当
一

時
の
人
び
と
の
素
朴
な
お
ど
ろ
き
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
唐
菓
子
を
真

■
物
語

と
に
実
に
神
経
が
ゆ
き
届
き
、
細
か
い
工
夫
が
こ
ら
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
四
季
折
々
の
情
感
が

も
ら
れ
て
、
季
節
の
香
り
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
そ

れ
は
た
だ
菓
子
そ
の
も
の
の
形
や
色
だ
け
で
は
な
い
。

味
わ
う
側
で
は
ま
た
う
つ
わ
と
の
取
り
合
わ
せ
に
心
を

配
る
。
味
覚
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
視
覚
を
仙
足
さ

せ
る
よ
う
に
つ
く
り
あ
げ
《
そ
れ
を
楽
し
く
味
わ
う
こ

と
に
気
を
使
う
田
は
、
世
界
の
ど
》
一
に
も
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
こ
の
映
山
で
は
そ
う
い
っ
た
和
菓
ｆ
の

災
し
さ
と
そ
の
美
し
さ
を
仇
み
出
す
瞬
き
あ
げ
ら
れ
た

ｆ
わ
ざ
を
兇
彬
に
描
き
出
し
て
い
る
。

そ
れ
に
こ
の
映
岡
で
脚
味
深
い
こ
と
は
巣
ｆ
の
移
り

変
り
で
あ
る
。
中
国
か
ら
製
法
が
伝
え
ら
れ
た
庶
菓
ｆ

（
か
ら
く
だ
も
の
）
、
中
世
茶
の
湯
の
発
達
に
結
び
つ

い
た
巣
ｆ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
南
蛮
巣
ｆ
、
近
世
の

風
雅
な
点
菓
ｆ
と
庶
腿
的
な
江
戸
の
菓
子
。
映
山
化
す

る
こ
し
｜
は
確
か
に
離
間
題
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

獄
●
溌
蝿
窪
騨
の
雌
が
瓜
”

｛
“
て

菓
好

で
あ

味
が

な
か

代
は

巳
「
ジ

ナ
乱
一

、
・

そ
よ
か
れ
あ
し
か
れ
機
械
化
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●
企
画
に
あ
た
っ
て

栄
太
楼
総
本
舗
社
艇
細
田
修
三

和
菓
子
に
つ
い
て
の
文
献
は
、
所
々

←
に
散
在
は
し
て
い
る
が
、
纒
っ
た
も
の

と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
は
、
数
少
な
い
。

従
っ
て
、
そ
の
歴
史
を
調
査
し
よ
う
に

も
、
隔
靴
掻
痒
の
感
で
、
徹
底
的
に
究

明
す
る
こ
と
が
肘
難
な
状
態
に
あ
る
。

又
当
今
の
目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
変
動

の
中
で
、
総
て
の
も
の
の
新
旧
交
替
が

苦
る
し
く
、
古
く
て
良
い
も
の
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ

り
、
和
菓
子
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
カ
ラ
ー
映
脚
と
い
う
、
新

ら
し
く
て
、
最
も
理
解
さ
れ
易
い
手
段

を
用
い
て
、
秘
め
ら
れ
た
和
菓
子
の
伝

統
を
、
美
し
く
、
楽
し
く
、
探
り
つ
つ
、

そ
れ
を
記
録
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、

将
来
へ
の
志
向
を
も
求
め
た
い
、
そ
ん

な
気
持
が
、
こ
の
映
画
を
創
り
出
す
動

機
と
な
っ
た
。

幸
い
に
し
て
、
多
く
の
方
々
が
観
賞

さ
れ
て
、
和
菓
子
の
、
民
俗
固
有
の
良

さ
、
美
し
さ
、
な
ど
に
つ
い
て
多
少
な

り
と
も
認
識
を
新
た
に
さ
れ
る
な
ら
、

企
画
省
と
し
て
、
こ
れ
に
す
ぎ
る
よ
ろ

こ
び
は
な
い
。企山･祭寿棲終本舗

桜映画社製作

東宝株式会社配給

’



●■
Ｂ
ｇ
ｌ
ｒ

●
企
画
に
あ
た
っ
て

栄
太
楼
総
本
舗
社
艇
細
田
修
三

和
菓
子
に
つ
い
て
の
文
献
は
、
所
々

←
に
散
在
は
し
て
い
る
が
、
纒
っ
た
も
の

と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
は
、
数
少
な
い
。

従
っ
て
、
そ
の
歴
史
を
調
査
し
よ
う
に

も
、
隔
靴
掻
痒
の
感
で
、
徹
底
的
に
究

明
す
る
こ
と
が
肘
難
な
状
態
に
あ
る
。

又
当
今
の
目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
変
動

の
中
で
、
総
て
の
も
の
の
新
旧
交
替
が

苦
る
し
く
、
古
く
て
良
い
も
の
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ

り
、
和
菓
子
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
カ
ラ
ー
映
脚
と
い
う
、
新

ら
し
く
て
、
最
も
理
解
さ
れ
易
い
手
段

を
用
い
て
、
秘
め
ら
れ
た
和
菓
子
の
伝

統
を
、
美
し
く
、
楽
し
く
、
探
り
つ
つ
、

そ
れ
を
記
録
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
、

将
来
へ
の
志
向
を
も
求
め
た
い
、
そ
ん

な
気
持
が
、
こ
の
映
画
を
創
り
出
す
動

機
と
な
っ
た
。

幸
い
に
し
て
、
多
く
の
方
々
が
観
賞

さ
れ
て
、
和
菓
子
の
、
民
俗
固
有
の
良

さ
、
美
し
さ
、
な
ど
に
つ
い
て
多
少
な

り
と
も
認
識
を
新
た
に
さ
れ
る
な
ら
、

企
画
省
と
し
て
、
こ
れ
に
す
ぎ
る
よ
ろ

こ
び
は
な
い
。企山･祭寿棲終本舗

桜映画社製作

東宝株式会社配給

’




