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お
い
し
い「
小
樽
め
し
」を
旅
す
る

今
日
は
ど
こ
に
し
よ
う
か
。

寿
司
、
洋
食
、
麺
、
甘
味
・
・
・
・
・

小
樽
人
が
大
切
に
育
み
伝
え
て
き
た
あ
の
店
の
一
品
。

一
日
で
は
味
わ
い
き
れ
な
い
美
味
の
数
々
。

「
小
樽
め
し
」
が
あ
な
た
に
贈
る

港
ま
ち
の
奥
深
く
楽
し
い
食
文
化
満
喫
の
旅
。
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「
小
樽
め
し
」
を
巡
る
旅
へ
よ
う
こ
そ

　

明
治
の
初
め
、
小
樽
の
菓
子
の
大
部
分
は
シ
ン
ビ
キ

や
ア
ラ
コ
と
呼
ば
れ
た
越
後
産
の
菓
子
や
、
南
部
煎
餅

や
大
阪
の
粟
お
こ
し
な
ど
。
道
外
か
ら
北
前
船
等
で
運

ば
れ
た
移
入
品
だ
っ
た
。
多
く
の
職
人
も
船
で
や
っ
て

き
た
。
北
陸
・
東
北
な
ど
の
日
本
海
側
か
ら
直
接
小
樽

に
渡
る
人
も
い
れ
ば
、
道
南
の
函
館
や
松
前
な
ど
を
経

由
し
て
小
樽
に
向
か
っ
た
人
も
い
る
。

　

小
樽
は
結
構
早
く
か
ら
菓
子
の
町
と
し
て
知
ら
れ
、

道
内
の
農
村
部
や
炭
鉱
、
樺
太
な
ど
の
需
要
の
多
く
が

小
樽
の
問
屋
な
ど
を
経
て
届
け
ら
れ
た
。
砂
糖
や
小
豆

を
は
じ
め
、
菓
子
の
原
材
料
が
豊
富
に
入
る
た
め
、
将

来
有
望
の
地
と
し
て
小
樽
を
め
ざ
す
菓
子
職
人
も
い

た
。
明
治
時
代
に
始
ま
る
流
れ
は
、
大
正
・
昭
和
初
期

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
そ
の
勢
い
は
『
北
海
製
菓
新
報
』

と
い
う
大
正
期
の
菓
子
業
界
誌
が
、
函
館
や
札
幌
で
な

く
小
樽
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
見
え
て
く

る
。

　

万
延
元
（
１
８
６
０
）
年
に
函
館
で
、
秋
田
出
身
の

佐
々
木
吉
兵
衛
が
「
千
秋
庵
（
現
千
秋
庵
総
本
家
）」

を
創
業
。
そ
の
後
最
初
に
暖
簾
分
け
で
店
を
出
し
た
の

が
小
樽
だ
っ
た
。
一
時
は
小
樽
の
店
が
本
家
を
支
え
る

立
場
に
ま
で
な
っ
た
の
は
、
小
樽
の
勢
い
も
背
景
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
小
樽
か
ら
「
札
幌
千
秋
庵
」

が
巣
立
ち
、
札
幌
か
ら
帯
広
に
暖
簾
分
け
さ
れ
た
の
が

現
在
の
「
六
花
亭
」。
千
秋
庵
の
系
譜
か
ら
も
、
小
樽
が

担
っ
た
役
割
の
大
き
さ
が
伝
わ
る
。

　

ほ
か
に
も
札
幌
の
老
舗
菓
子
店
「
三
八
」
の
初
代
は
、

小
樽
の
入
船
に
あ
っ
た
「
花
月
堂
」
で
修
業
し
た
の
ち

札
幌
で
開
業
。
金
時
羊
羹
で
知
ら
れ
る
羽
幌
の
「
梅
月
」

の
初
代
も
、
大
正
期
に
小
樽
の
「
梅
月
」
で
修
業
し
た
。

近
年
で
は
、
元
「
洋
菓
子
の
館
」
の
職
人
た
ち
が
、
札

幌
や
十
勝
な
ど
で
、
館
の
ケ
ー
キ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
洋

菓
子
文
化
を
広
め
て
い
る
。

　

小
樽
に
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年
ま
で
あ
っ
た
「
吉

乃
屋
」
と
刀
禰
（
と
ね
）
家
の
歴
代
当
主
の
功
績
も

見
落
と
せ
な
い
。
刀
禰
家
は
石
川
県
能
登
半
島
の
出
身

で
、
明
治
18
年
に
船
で
小
樽
に
渡
り
菓
子
屋
を
始
め
た
。

人
気
の
「
寶
船
（
た
か
ら
ぶ
ね
）」「
福
俵
」
な
ど
の
落

雁
菓
子
を
手
が
け
た
職
人
と
し
て
の
技
量
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
３
代
目
孫
兵
衛
は
『
小
樽
菓
子
屋
由
来
記
』

（
１
９
２
８
年
）
を
、
４
代
目
の
武
夫
は
『
松
前
菓
子

雑
記
』（
１
９
４
６
年
）
と
い
う
、
貴
重
な
記
録
を
ま

と
め
て
い
る
。

　

今
日
の
小
樽
の
基
盤
は
、
江
戸
時
代
以
前
に
始
ま
り

明
治
期
に
本
格
化
し
た
ニ
シ
ン
漁
で
得
た
巨
大
な
富

お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
「
小
樽
め
し
」
を
巡
る
旅
へ
よ
う
こ
そ 北

前
船
に
始
ま
る

職
人
の
移
動
と
菓
子
文
化

ニ
シ
ン
漁
が
も
た
ら
し
た
巨
大
な
富
。

全
身
労
働
の
腹
を
満
た
す「
小
樽
め
し
」

〔
参
考
文
献
〕

・『
北
海
製
菓
新
報
』（
北
海
製
菓
研
究
奨
勵
会
）

・『
規
約
及
名
簿
』（
小
樽
菓
子
商
組
合
、
１
９
３
０
年
）

・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
）

・『
小
樽
歴
史
年
表
』（
渡
辺
真
吾
、
歴
史
文
化
研
究
所
、
２
０
０
６
年
）

・『
稲
垣
益
穂
日
誌
』（
小
樽
市
博
物
館
・
小
樽
市
総
合
博
物
館
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
９
８
４
年
～
）

「吉乃屋」の広告板 〈写真提供：塚田敏信　所蔵：小樽市総合博物館〉

〈 撮影：舟瀬博敏〉 〈 写真提供：小樽市総合博物館（奥山コレクション）〉

執
筆
／
塚
田 

敏
信

と
、
そ
こ
で
構
築
さ
れ
た
有
形
無
形
の
財
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
。
鰊
（
に
し
ん
）
番
屋
な
ど
の
建
造
物
は
、

か
つ
て
繁
栄
期
に
建
て
ら
れ
た
銀
行
な
ど
の
歴
史
的
建

造
物
群
と
と
も
に
、
再
利
用
の
時
を
待
っ
て
い
た
。

　

近
年
に
な
っ
て
、
小
樽
の
浜
が
再
び
群
来
（
く
き
）

た
。
規
模
は
過
去
に
及
び
も
な
い
が
、
そ
の
機
を
逃
さ

ず
小
樽
の
蕎
麦
屋
は
動
き
出
す
。
あ
ら
た
め
て
ニ
シ
ン

蕎
麦
に
取
り
組
み
、
新
し
い
蕎
麦
メ
ニ
ュ
ー
の
創
作
者

と
市
民
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携
で
生
ま
れ
た
「
群
来
そ
ば
」

が
人
気
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
小
樽
商
工
会
議
所
が
企

画
を
し
た
「
に
し
ん
小
樽
漬
」
は
水
産
会
社
が
各
店
各

様
に
工
夫
し
て
商
品
化
す
る
な
ど
、
ニ
シ
ン
の
再
来
は
、

食
文
化
を
掘
り
起
こ
す
原
動
力
と
な
っ
た
。

　

ま
た
若
鶏
の
半
身
揚
げ
に
続
く
ザ
ン
ギ
の
拡
大
や
、

小
樽
地
鶏
の
取
組
み
な
ど
、
地
道
に
工
夫
を
重
ね
て
き

た
食
の
財
産
に
、
新
た
な
価
値
を
加
え
る
動
き
が
活
発

化
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て

も
小
樽
は
、
小
樽

以
外
の
土
地
と

の
つ
な
が
り
の
中

で
、
さ
ま
ざ
ま
な

食
文
化
を
引
き
込

み
、
ま
た
送
り
出

し
て
も
き
た
。
ま

さ
に
「
北
海
道
の

心
臓
」
と
し
て
の

位
置
づ
け
と
役
割

は
、
こ
れ
か
ら
を
創
り
出
す
上
で
も
大
切
な
力
と
な
る
。

　

も
ち
を
含
む
菓
子
と
酒
と
新
鮮
な
食
材
。
小
樽
な
ら

で
は
の
食
文
化
は
、
人
々
の
腹
と
将
来
へ
の
思
い
を
ど

れ
だ
け
満
た
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

にしん小樽漬 〈写真提供：小樽商工会議所〉
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
ニ
シ
ン

執
筆
／
塚
田 

敏
信

小
樽
と
言
え
ば

ニ
シ
ン

小
樽
と
ニ
シ
ン

ニシンの串焼き

ニシン加工食品 〈写真提供：塚田敏信〉

ニシンの寿司 〈写真提供：塚田敏信〉

小樽貴賓館（旧青山別邸） ※国登録有形文化財 青塚食堂と鰊御殿 〈写真提供：塚田敏信〉

　

北
海
道
の
ニ
シ
ン
漁
は
江
戸
時
代
に

本
格
的
に
始
ま
っ
て
い
た
。
漁
業
形
態

の
変
化
や
漁
具
の
改
良
で
漁
獲
量
は
次

第
に
増
え
、
明
治
30
（
１
８
９
７
）
年

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
大
量
の
ニ
シ
ン

が
産
卵
の
た
め
海
草
の
多
い
沿
岸
に
押

し
寄
せ
、
オ
ス
が
出
す
白
子
で
海
水
が

真
っ
白
に
な
る
。
こ
れ
を
「
ニ
シ
ン
が

群
来
（
く
き
）
る
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の

ニ
シ
ン
漁
も
昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年

を
最
後
に
幻
の
光
景
と
な
っ
て
い
た
。

　

浜
に
揚
げ
ら
れ
た
ニ
シ
ン
は
、
鰊
粕

と
し
て
北
前
船
で
関
西
に
運
ば
れ
た
。

当
時
盛
ん
だ
っ
た
綿
花
や
藍
な
ど
の
商

品
作
物
の
肥
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
が
、

前
浜
の
漁
獲
量
の
急
減
や
化
学
肥
料
の

拡
大
な
ど
で
、
小
樽
経
済
の
中
心
か
ら

遠
退
い
て
行
く
。

　

だ
が
ニ
シ
ン
が
も
た
ら
し
た
富
は
、

現
在
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
小
樽
の

財
産
に
な
っ
て
い
る
。
鰊
番
屋
と
呼
ば

れ
る
建
物
群
も
そ
の
ひ
と
つ
。
祝
津
地

区
に
は
ニ
シ
ン
漁
で
富
を
築
い
た
青
山

家
の
旧
青
山
別
邸
（
小
樽
貴
賓
館
・
国

登
録
有
形
文
化
財
）
や
、
小
樽
市
鰊
御

殿
（
北
海
道
有
形
文
化
財
）
が
あ
り
、

ニ
シ
ン
な
ど
の
魚
介
を
提
供
す
る
食
堂

も
あ
る
。
そ
こ
で
浜
の
幸
を
味
わ
い
な

が
ら
、
か
つ
て
の
ニ
シ
ン
場
の
風
景
に

思
い
を
馳
せ
る
の
も
い
い
。

　

ニ
シ
ン
は
、
丸
焼
き
や
刺
身
だ
け
で

な
く
さ
ま
ざ
ま
に
調
理
加
工
さ
れ
て
き

た
。
代
表
的
な
も
の
が
内
臓
を
と
っ
て

乾
燥
さ
せ
た
身
欠
き
鰊
。
ま
た
塩
カ
ズ

ノ
コ
は
黄
色
い
ダ
イ
ヤ
と
呼
ば
れ
、
お

せ
ち
に
も
欠
か
せ
な
い
食
材
と
し
て
重

宝
さ
れ
た
。

　

他
に
も
カ
マ
ク
ラ
や
甘
露
煮
、
昆
布

巻
き
な
ど
様
々
あ
る
が
、
近
年
は
市
内

の
水
産
加
工
業
各
社
が
そ
れ
ぞ
れ
に
味

付
け
や
製
法
を
工
夫
し
た
「
に
し
ん
小

樽
漬
」
が
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。
醤
油

ベ
ー
ス
の
調
味
液
に
漬
け
込
ん
で
松
前

漬
け
風
に
し
た
り
、
柚
子
コ
シ
ョ
ウ
で

味
付
け
し
た
り
、
ま
だ
ま
だ
新
た
な
味

覚
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

　

途
絶
え
て
い
た
小
樽
で
の
ニ
シ
ン
漁

が
平
成
20
（
２
０
０
８
）
年
、
54
年
ぶ

り
に
再
開
さ
れ
た
。
か
つ
て
小
樽
の
繁

栄
は
ニ
シ
ン
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た

が
、
今
度
は
「
群
来
蕎
麦
」
や
「
に
し

ん
小
樽
漬
」
な
ど
、
ニ
シ
ン
の
価
値
再

発
見
の
機
会
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ニ
シ
ン
焼
き

身
欠
き
鰊

　

小
樽
は
前
浜
で
ニ
シ
ン
が
獲
れ
た
の

で
、
新
鮮
な
状
態
の
素
材
そ
の
も
の
の

味
を
、
丸
焼
き
や
刺
身
な
ど
で
楽
し
む

こ
と
が
で
き
た
。
な
か
で
も
塩
を
振
っ

て
そ
の
ま
ま
焼
く
身
厚
の
ニ
シ
ン
は
、

当
時
の
札
幌
な
ど
で
も
よ
く
食
卓
に

上
っ
た
。

　

串
刺
し
に
し
た
ニ
シ
ン
を
、
炭
火
で

丸
ご
と
焼
く
光
景
を
年
中
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
が
、祝
津
の
「
青
塚
食
堂
」
だ
。

す
ぐ
近
く
の
「
お
た
る
水
族
館
」
は
、

昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
に
開
か
れ
た

北
海
道
大
博
覧
会
の
会
場
が
前
身
で
、

水
族
館
や
海
水
浴
の
客
を
相
手
に
始
め

た
の
が
食
堂
だ
っ
た
。

　
「
昔
は
閑
散
と
し
た
漁
村
だ
っ
た
」

　

日
持
ち
の
し
な
い
生
魚
を
、
遠
方
で

も
、
日
が
経
っ
て
か
ら
で
も
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
代
表
的
な
食
品

が
、
身
欠
き
鰊
だ
。
京
都
の
鰊
蕎
麦
の

よ
う
に
、
ふ
だ
ん
は
新
鮮
な
状
態
の
も

の
を
食
べ
る
の
が
難
し
か
っ
た
土
地
で

広
ま
っ
た
食
文
化
の
一
つ
と
い
え
る
。

ニ
シ
ン
漁
の
本
場
で
あ
る
小
樽
な
ど
で

は
、
食
べ
よ
う
と
思
え
ば
新
鮮
な
ニ
シ

ン
を
い
く
ら
で
も
味
わ
う
こ
と
が
で
き

た
。
だ
か
ら
工
夫
を
加
え
て
保
存
す
る

必
要
性
は
京
都
な
ど
よ
り
低
く
、
加
工

の
発
想
も
起
こ
り
に
く
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

　

頭
や
内
臓
を
取
り
除
い
て
乾
燥
さ
せ

た
身
欠
き
鰊
は
、
京
都
で
は
お
ば
ん
ざ

と
語
る
店
主
・
青
塚
忍
の
父
は
漁
師

だ
っ
た
が
、
か
つ
て
盛
ん
だ
っ
た
後
志

地
方
の
ニ
シ
ン
漁
は
そ
の
時
す
で
に
終

了
。
漁
の
稼
ぎ
の
少
な
い
夏
場
に
母
が

始
め
た
の
が
浜
の
食
堂
だ
っ
た
。
最
初

は
行
楽
シ
ー
ズ
ン
だ
け
だ
っ
た
が
、
改

築
し
た
平
成
５
（
１
９
９
３
）
年
か
ら

は
通
年
で
営
業
し
て
い
る
。

　

当
初
は
お
で
ん
や
ラ
ー
メ
ン
な
ど
海

の
家
の
よ
う
な
感
じ
で
、
や
が
て
ニ

シ
ン
焼
き
や
ツ
ブ
焼
き
な
ど
が
加
わ
っ

た
。
青
塚
自
身
も
出
漁
し
、
刺
身
な
ど

の
魚
介
メ
ニ
ュ
ー
が
多
い
が
、
普
通
の

食
堂
メ
ニ
ュ
ー
も
揃
う
。「
こ
こ
は
地

元
の
台
所
な
ん
で
す
」。
だ
か
ら
リ
ピ
ー

タ
ー
も
多
い
。
店
の
前
で
焼
く
串
焼
き

ニ
シ
ン
は
、
そ
こ
が
ニ
シ
ン
と
切
り
離

せ
な
い
場
所
だ
っ
た
こ
と
も
伝
え
る
。

い
の
定
番
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
甘
露

煮
に
し
た
も
の
を
蕎
麦
の
上
に
乗
せ
た

鰊
蕎
麦
が
知
ら
れ
る
。
乾
燥
さ
せ
る
と

い
う
と
簡
単
そ
う
だ
が
、
ニ
シ
ン
は
脂

肪
分
が
多
い
た
め
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ

く
り
中
の
方
ま
で
乾
燥
さ
せ
な
い
と
腐

敗
し
て
し
ま
う
。
本
来
は
気
候
が
冷
涼

な
地
方
の
方
が
そ
の
作
業
に
も
適
し
て

い
た
。

　

た
だ
ど
ん
な
料
理
に
使
う
か
に
よ
っ

て
、
使
う
身
欠
き
鰊
も
一
様
で
な
い
。

鰊
漬
に
入
れ
る
の
は
脂
肪
が
少
な
い
方

が
合
う
が
、
甘
露
煮
の
場
合
は
む
し
ろ

ほ
ど
よ
く
脂
肪
が
あ
る
も
の
の
方
が
良

い
と
さ
れ
る
。
身
欠
き
鰊
は
小
樽
で
は
、

正
月
の
お
せ
ち
料
理
に
用
い
る
昆
布
巻

き
や
飯
寿
司
な
ど
で
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。

〔
参
考
文
献
〕

・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
）

・『
群
来
る
ニ
シ
ン
漁
覚
書
』（
安
田
雄
兒
、

　

 

小
樽
教
育
地
図
研
究
会
、
２
０
１
４
年
）

ニシン漁の様子 〈写真提供：小樽市総合博物館〉
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
寿
司

港
町
小
樽
の
名
物

小
樽
の
寿
司

小樽寿司屋通り 〈写真提供：塚田敏信〉

北海ホテル内（昭和初期） 〈写真提供：小樽市総合博物館〉

押
し
寿
司

飯
寿
司

握
り
寿
司

　

押
し
寿
司
は
、
四
角
い
箱
に
酢
飯
と

魚
介
類
な
ど
を
入
れ
、
重
し
で
押
し
て

作
ら
れ
る
関
西
発
の
寿
司
文
化
。
細
長

い
木
箱
に
詰
め
た
り
巻
き
す
で
締
め
る

棒
寿
司
も
押
し
寿
司
の
一
種
だ
。

　

小
樽
に
出
身
者
の
多
い
北
陸
に
は
、

富
山
の
「
ま
す
の
す
し
」
な
ど
、
押
し

寿
司
系
の
寿
司
が
定
着
。
ま
た
『
稲
垣

益
穂
日
誌
』
の
稲
垣
夫
妻
の
出
身
地
高

知
で
は
、
押
し
寿
司
の
一
種
で
あ
る
棒

寿
司
（
姿
ず
し
）
が
作
ら
れ
た
。
箱
に

酢
飯
と
魚
や
野
菜
な
ど
を
何
層
に
も
重

ね
重
石
で
押
す
の
だ
が
、
夫
人
が
よ
く

ニ
シ
ン
な
ど
で
棒
寿
司
を
調
理
し
た
こ

と
が
日
誌
に
も
出
て
く
る
。

　

近
年
、
朝
里
の
「
小
樽
あ
さ
り
家
」

で
珍
し
い
寿
司
が
作
り
出
さ
れ
た
。
平

成
16
（
２
０
０
４
）
年
に
販
売
し
た
「
燻

煙
棒
寿
司
」が
そ
れ
。
ニ
シ
ン
、ヒ
ラ
メ
、

シ
ャ
コ
、
ホ
タ
テ
な
ど
小
樽
近
海
の
魚

を
使
い
、
押
し
寿
司
文
化
の
幅
を
広
げ

て
い
る
。

　

飯
寿
司
は
な
れ
ず
し
の
一
種
で
、
米

麹
や
魚
、
野
菜
を
樽
に
入
れ
て
漬
け
込

み
、
乳
酸
発
酵
さ
せ
て
作
る
。
そ
れ
は

冬
の
保
存
食
と
し
て
、
ま
た
年
末
か
ら

正
月
に
か
け
て
欠
か
せ
ぬ
郷
土
料
理
と

し
て
手
作
り
さ
れ
て
き
た
。
西
川
家
文

書
に
は
「
鮭
す
し
」
が
出
て
く
る
が
、

早
な
れ
の
飯
寿
司
だ
っ
た
可
能
性
が
高

い
と
い
う
。

　

飯
寿
司
は
西
日
本
に
も
点
在
す
る

が
、
お
も
に
北
陸
か
ら
北
海
道
に
か
け

て
伝
わ
る
料
理
。
大
正
９
（
１
９
２
０
）

年
に
行
わ
れ
た
小
樽
移
住
者
の
出
身
地

調
査
に
よ
る
と
、
道
外
出
生
者
の
地
方

別
割
合
は
、
北
陸
と
東
北
の
出
身
者
が

約
８
割
を
占
め
、
ほ
と
ん
ど
が
飯
寿
司

文
化
圏
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
小
樽
で

は
現
在
、
八
丸
堀
内
水
産
食
品
、
小
樽

か
ね
丁
鍛
治
、
栗
原
恒
次
郎
商
店
な
ど

が
飯
寿
司
を
作
り
、
魚
の
種
類
と
し
て

は
、
ベ
ニ
ザ
ケ
、
ハ
タ
ハ
タ
、
ニ
シ
ン
、

ホ
ッ
ケ
な
ど
が
使
わ
れ
る
。

　

道
内
で
は
握
り
寿
司
を
生
寿
司
と
呼

ん
で
き
た
。
確
か
に
江
戸
前
で
使
う
煮

タ
コ
や
蒸
ア
ワ
ビ
な
ど
の
煮
も
の
は
少

な
く
、
あ
く
ま
で
生
の
ネ
タ
が
中
心
。

そ
れ
に
慣
れ
た
道
産
子
は
東
京
で
熱
を

通
し
た
エ
ビ
が
出
て
く
る
の
を
見
て
驚

い
た
り
す
る
。

　

オ
タ
モ
イ
の
龍
宮
閣
建
設
で
知
ら
れ

る
加
藤
秋
太
郎
が
、
花
園
に
「
東
京

浅
草
蛇
の
目
寿
し
支
店
」
を
開
い
た
の

は
明
治
40
（
１
９
０
７
）
年
。
大
正
２

（
１
９
１
３
）
年
に
出
た
『
小
樽
』
に

小
樽
を
代
表
す
る
料
亭
と
し
て
紹
介
さ

れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。

　

握
り
寿
司
が
広
ま
る
の
は
大
正
以
降

で
、〝
寿
司
の
ま
ち
〟
の
イ
メ
ー
ジ
が

広
く
拡
大
定
着
す
る
の
は
１
９
８
０
年

代
後
半
以
降
。
小
樽
運
河
が
現
在
の
か

た
ち
に
整
備
さ
れ
観
光
客
が
増
え
る
時

期
と
重
な
る
。
現
在
市
内
に
は
半
世
紀

を
こ
え
る
老
舗
も
多
く
、
軒
数
は
優
に

百
店
を
こ
え
る
。

握り寿司（すし処貫） 飯寿司（堀内水産食品）
〈写真提供：堀内水産食品〉

小
樽
の
寿
司

　

こ
こ
で
い
う
寿
司
は
握
り
寿
司
の
こ

と
で
あ
る
。
江
戸
で
は
19
世
紀
前
半
に

屋
台
で
出
さ
れ
て
お
り
、
気
候
が
よ
り

冷
涼
で
目
の
前
に
海
を
控
え
る
小
樽
に

も
、
早
く
か
ら
握
り
寿
司
が
あ
っ
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
明
治

初
期
に
小
樽
で
食
さ
れ
た
寿
司
は
別
の

寿
司
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

江
戸
中
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
小
樽

周
辺
で
活
動
し
た
近
江
出
身
の
商
家
西

川
家
の
文
書
や
、
明
治
30
年
代
半
ば
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
書
か
れ
た
『
稲

垣
益
穂
日
誌
』
に
、
寿
司
の
こ
と
が
出

て
く
る
。
文
書
の
研
究
を
進
め
る
小
樽

市
総
合
博
物
館
に
よ
る
と
、
早
い
時
期

の
そ
れ
は
握
り
寿
司
で
な
く
、
乳
酸
菌

で
発
酵
さ
せ
た
飯
寿
司
（
い
ず
し
）
か
、

早
な
れ
の
押
し
寿
司
系
で
は
な
い
か
と

い
う
。
そ
こ
か
ら
は
上
方
な
ど
の
西
日

本
や
北
陸
と
の
つ
な
が
り
も
見
え
て
く

る
。

　

稲
垣
家
で
は
夫
人
が
ニ
シ
ン
や
ハ
タ

ハ
タ
で
飯
寿
司
と
思
わ
れ
る
も
の
を

作
っ
た
。
小
樽
で
は
今
も
小
売
市
場
な

ど
で
飯
寿
司
を
販
売
す
る
が
、
近
年
は

大
晦
日
や
正
月
の
食
の
印
象
が
強
く
、

日
常
は
ほ
と
ん
ど
食
卓
に
上
ら
な
く

な
っ
た
。
ま
た
早
く
か
ら
屋
台
で
も
寿

司
が
売
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
寿

司
だ
っ
た
の
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

明
治
末
に
な
る
と
、
握
り
寿
司
を
提

供
し
た
と
思
わ
れ
る
店
が
出
て
く
る

が
、
確
認
で
き
る
の
は
稲
垣
日
誌
に
も

出
て
く
る
「
蛇
の
目
寿
司
」。「
嚆
矢
の

誉
れ
高
き
蛇
の
目
寿
司
屋
」
と
書
か
れ
、

開
業
数
年
で
小
樽
を
代
表
す
る
人
気
店

に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

押
し
寿
司
、
飯
寿
司
、
握
り
寿
司
。

小
樽
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
寿
司
文
化
を
堪

能
で
き
る
が
、
昨
今
一
般
に
す
し
と
い

え
ば
握
り
寿
司
。「
寿
司
屋
通
り
」に
は
、

多
く
の
寿
司
屋
が
店
を
出
し
て
い
る
。

　

小
樽
が
寿
司
の
ま
ち
と
し
て
の
認

知
を
広
げ
る
の
は
、
小
樽
運
河
に
多

く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る

１
９
８
０
年
代
後
半
以
降
。
き
っ
か
け

は
寿
司
店
主
ら
の
動
き
だ
っ
た
。

　

昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
７
月
１
日
、

市
内
の
老
舗
寿
司
店
主
ら
が
、
小
樽
の

海
の
資
源
を
供
養
し
感
謝
の
気
持
ち
を

捧
げ
る
「
魚
供
養
感
謝
祭
」
を
開
催
。

同
年
10
月
４
日
に
「
お
た
る
寿
司
屋
通

り
会
」
が
発
足
し
、
国
道
か
ら
運
河
に

至
る
妙
見
川
沿
い
の
道
を
「
寿
司
屋
通

り
」
と
名
づ
け
た
。

　

動
き
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
、「
政

寿
司
」「
町
の
」「
日
本
橋
」「
し
か
ま
」

「
大
和
家
」
と
い
う
５
店
の
老
舗
寿
司

店
だ
っ
た
。

小
樽
寿
司
屋
通
り

執
筆
／
塚
田 

敏
信

〔
参
考
文
献
〕

・
石
川
直
章
「
小
樽
歴
史
探
訪
」

   （『
小
樽
學
』
２
０
２
２
年
）

・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
）

・
小
樽
寿
司
屋
通
り
名
店
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
ホ
タ
テ
・
シ
ャ
コ

『
お
タ
テ
』
ブ
ラ
ン
ド
で
ま
す
ま
す
人
気
に

ホ
タ
テ

小
樽
っ
子
は
み
ん
な
大
好
き

シ
ャ
コ

　

稚
貝
出
荷
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
確
立

す
る
と
、
収
益
が
安
定
し
た
が
、
市
内

で
は
一
部
し
か
流
通
し
て
い
な
い
た

め
、
市
民
、
観
光
客
と
も
に
ホ
タ
テ
が

小
樽
の
特
産
品
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
。
近
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で

観
光
客
が
激
減
し
、
飲
食
店
・
観
光
業

者
が
疲
弊
す
る
中
、「
知
ら
れ
ざ
る
特

産
品
」
ホ
タ
テ
に
光
を
当
て
、
観
光
資

源
と
し
て
活
用
す
る
取
り
組
み
が
始

ま
っ
た
。

　

令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
、
小
樽
ホ

タ
テ
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
協
議
会
が
発
足

し
、
小
樽
産
ホ
タ
テ
を
「
お
タ
テ
」
と

ネ
ー
ミ
ン
グ
。
飲
食
店
フ
ェ
ア
や
「
お

タ
テ
祭
り
」
等
、
様
々
な
取
り
組
み

を
開
始
し
た
。「
お
タ
テ
祭
り
」
は
祝

津
前
浜
を
会
場
に
、
ホ
タ
テ
漁
師
た
ち

が
汗
を
拭
い
な
が
ら
炭
火
焼
き
を
販
売

し
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
市
内
飲
食
店

の
お
タ
テ
料
理
ブ
ー
ス
が
並
ぶ
会
場
に

は
、
各
地
か
ら
客
が
殺
到
し
た
。

　

小
樽
産
ホ
タ
テ
は
小
ぶ
り
だ
が
、
旨

み
が
凝
縮
さ
れ
、
使
い
勝
手
が
良
く
、

ど
ん
な
料
理
に
も
対
応
で
き
る
。
ベ

シ
ャ
メ
ル
＆
チ
ー
ズ
味
で
、
レ
ン
ジ
で

　

小
樽
や
石
狩
に
面
す
る
石
狩
湾
沿
岸

で
は
、
北
海
道
で
唯
一
シ
ャ
コ
の
刺
し

網
漁
が
行
わ
れ
て
い
る
。
刺
し
網
漁
と

は
、
シ
ャ
コ
の
通
り
道
に
網
を
仕
掛
け

て
お
き
、
網
に
絡
ん
で
引
っ
か
か
っ
た

も
の
を
獲
る
漁
法
だ
。
カ
ギ
と
呼
ば
れ

る
道
具
を
使
っ
て
陸
に
上
が
っ
た
網
か

ら
１
匹
ず
つ
丁
寧
か
つ
素
早
く
外
し
て

い
く
。
オ
ス
と
メ
ス
に
分
け
、煮
え
立
っ

た
大
釜
に
投
入
さ
れ
て
塩
茹
で
さ
れ

る
。

　

シ
ャ
コ
は
鮮
度
が
落
ち
や
す
い
た

め
、
こ
こ
ま
で
の
作
業
は
大
急
ぎ
で

進
め
ら
れ
る
。
茹
で
る
際
の
塩
加
減
も

熟
練
し
た
漁
師
の
技
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

　

卸
売
市
場
に
並
ん
だ
時
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
漁
師
番
号
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ

加
熱
す
る
だ
け
で
気
軽
に
高
級
店
の
味

を
堪
能
で
き
る
加
工
品
や
、
お
タ
テ
に

合
う
白
ワ
イ
ン
が
開
発
さ
れ
る
な
ど
、

お
タ
テ
に
よ
る
小
樽
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
進
化
し
続
け
て
い
る
。

シ
ャ
コ
漁

ホタテ焼き（ふじりん）
〈写真提供：小樽ホタテブランド化

  推進協議会〉

おタテフライカレー（青塚食堂）
〈写真提供：小樽ホタテブランド化

  推進協議会〉

て
お
り
、
同
じ
小
樽
産
の
シ
ャ
コ
と

い
っ
て
も
、
漁
師
の
個
性
や
こ
だ
わ
り

を
感
じ
ら
れ
る
。

　

日
本
全
域
に
棲
息
し
、
寿
司
屋
で
は

高
級
食
材
と
し
て
提
供
し
て
い
る
お
店

も
あ
る
シ
ャ
コ
だ
が
、
小
樽
産
の
シ
ャ

コ
は
い
く
つ
か
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

一
つ
は
大
き
さ
だ
。
刺
し
網
の
網
目
を

大
き
く
す
る
こ
と
で
小
さ
い
シ
ャ
コ
は

逃
げ
て
大
物
だ
け
が
残
る
。
小
樽
の
市

場
に
行
け
ば
約
20 

cm
の
特
大
シ
ャ
コ
が

並
ん
で
い
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
季
節
に
よ
っ
て
味
が

変
わ
る
点
で
あ
る
。
冬
が
終
わ
る
と
メ

ス
は
産
卵
に
向
け
て
お
腹
に
た
っ
ぷ
り

と
卵
を
蓄
え
る
。
ま
た
、
厳
し
い
冬
に

備
え
る
た
め
に
栄
養
を
蓄
え
、
旨
み
と

コ
ク
が
増
し
て
身
が
厚
く
な
る
。
春
は

子
持
ち
の
メ
ス
シ
ャ
コ
、
秋
は
身
と
旨

み
が
引
き
締
ま
っ
た
オ
ス
の
シ
ャ
コ
が

好
ま
れ
る
。

　

全
国
の
漁
業
組
合
が
認
定
す
る
プ
ラ

イ
ド
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と
い
う
制
度
が
あ

り
、
地
元
漁
師
が
自
信
を
持
っ
て
勧
め

る
魚
と
し
て
小
樽
で
は
シ
ャ
コ
が
指
定

さ
れ
て
い
る
。
過
去
に
は
「
し
ゃ
こ
祭

り
」
が
開
催
さ
れ
た
程
の
人
気
だ
。

　

１
年
に
２
回
も
旬
が
訪
れ
る
小
樽
の

新
鮮
な
シ
ャ
コ
を
、
寿
司
屋
は
も
ち
ろ

ん
洋
食
店
や
和
食
屋
な
ど
で
も
季
節
限

定
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
提
供
す
る
お
店
も

多
い
。
漁
師
の
プ
ラ
イ
ド
と
料
理
人
の

技
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
堪
能
し
て
ほ

し
い
。

シャコの茹で上げ
（小樽高島成田漁業部）

シャコのパスタ

シ
ャ
コ
料
理

ホタテ漁 〈写真提供：小樽ホタテブランド化推進協議会〉シャコ漁 〈小樽高島成田漁業部〉

執
筆
／
高
野 

宏
康
（
ホ
タ
テ
）・
盛
合 

将
矢
（
シ
ャ
コ
）

お
タ
テ

地
域
ぐ
る
み
で

ブ
ラ
ン
ド
化
を
目
指
す

小
樽
の
ホ
タ
テ
漁
の
歴
史

　

小
樽
が
ホ
タ
テ
の
一
大
産
地
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
か
つ
て
、
小
樽
は
ニ

シ
ン
漁
で
繁
栄
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
実

は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
ホ
タ
テ
漁

の
先
進
地
で
も
あ
っ
た
。
小
樽
の
前
浜
だ
け
で

な
く
、
道
内
各
地
に
小
樽
の
ホ
タ
テ
船
団
が
出

漁
し
て
い
た
が
、昭
和
初
期
に
は
獲
り
尽
く
し
、

途
絶
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
沿
岸
漁
業
の
試
行
錯
誤
が
続
く

中
、
昭
和
57
（
１
９
８
２
）
年
に
祝
津
沖
で
ホ

タ
テ
養
殖
の
事
業
化
に
成
功
。
以
後
、
成
長
を

続
け
、
現
在
で
は
漁
獲
量
・
金
額
と
も
に
市
内

漁
業
の
ト
ッ
プ
水
準
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
っ
て

い
る
。当
初
は
成
貝
の
出
荷
が
中
心
だ
っ
た
が
、

オ
ホ
ー
ツ
ク
や
道
東
、
東
北
等
か
ら
稚
貝
の
需

要
が
高
ま
り
、
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
以
降

は
稚
貝
出
荷
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
小
樽
で
生

ま
れ
た
ホ
タ
テ
は
各
地
で
大
き
く
育
て
ら
れ
、

特
産
品
と
な
っ
て
い
る
。
小
樽
は
各
地
の
ホ
タ

テ
の
ふ
る
さ
と
な
の
だ
。

高
野　

宏
康
（
た
か
の
・
ひ
ろ
や
す
）

小
樽
商
科
大
学
客
員
研
究
員
。
博
士
（
歴
史
民

俗
資
料
学
）。
専
門
は
地
域
資
源
論
、
北
前
船
学
。

１
９
７
４
年
、
石
川
県
生
ま
れ
。
明
治
大
学
文

学
部
卒
業
。
神
奈
川
大
学
大
学
院
歴
史
民
俗
資

料
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
機
関
研
究
員
を
経
て
、
２
０
１
３

年
よ
り
現
職
。

10 09



お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
蒲
鉾

市
場
の
お
惣
菜
か
ら
始
ま
っ
た

小
樽
の
蒲
鉾　

小
樽
の
蒲
鉾
製
造
は
、
明
治
20
年
代

半
ば
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
明
治
40

年
代
に
は
40
軒
以
上
の
蒲
鉾
屋
が
し
の

ぎ
を
削
り
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
は

作
っ
た
だ
け
売
れ
た
と
い
う
。
材
料
は

そ
の
時
期
に
獲
れ
る
魚
を
使
っ
た
が
、

小
樽
の
蒲
鉾
を
引
き
立
て
た
の
が
、
水
。

い
い
蒲
鉾
を
作
る
に
は
い
い
水
が
必
要

で
、
軟
水
度
の
高
い
小
樽
の
水
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

戦
時
体
制
下
で
は
、
蒲
鉾
に
ま
ぜ
る

デ
ン
プ
ン
や
砂
糖
な
ど
の
統
制
が
行
な

わ
れ
、
魚
も
多
く
が
鮮
魚
と
し
て
市
場

に
出
る
た
め
小
樽
の
蒲
鉾
屋
は
苦
境
に

立
た
さ
れ
る
。
戦
後
の
お
も
な
材
料
は

ス
ケ
ソ
ウ
ダ
ラ
や
ホ
ッ
ケ
、
か
れ
い
等

で
、
昭
和
30
年
前
後
の
蒲
鉾
業
者
は
約

60
軒
。
だ
が
昭
和
40
年
代
に
は
２
０
０

カ
イ
リ
問
題
で
漁
獲
高
が
減
っ
た
上
、

小
樽
の

蒲
鉾
の
歴
史

日
本
人
の
食
生
活
も
魚
か
ら
肉
へ
と
洋

風
化
を
強
め
消
費
量
が
減
少
。
製
造
会

社
も
減
り
続
け
て
い
る
が
、
新
た
な
発

想
に
よ
る
蒲
鉾
作
り
へ
の
取
り
組
み

が
、
需
要
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。

　

と
て
も
薄
い
パ
ン
が
サ
ク
ッ
と
し
た

食
感
を
生
み
出
す
パ
ン
ロ
ー
ル
。
す
り

身
の
塩
加
減
と
、
豚
ひ
き
肉
と
玉
ね
ぎ

の
甘
み
が
絶
妙
な
美
味
し
さ
を
際
立
た

せ
て
い
る
。
芸
能
人
が
テ
レ
ビ
番
組
で

紹
介
し
た
事
な
ど
を
き
っ
か
け
に
爆
発

的
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、
発
売
か
ら
60
年
以

上
経
っ
た
今
で
も
人
気
が
落
ち
る
気
配

は
な
い
。
消
費
期
限
が
極
端
に
短
く
真

空
パ
ッ
ク
で
き
な
い
特
性
を
持
つ
た

め
、
北
海
道
で
し
か
買
え
な
い
事
が
レ

ア
感
を
高
め
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

新
鮮
な
魚
と
良
質
な
水
に
恵
ま
れ
た

小
樽
で
は
、
早
く
か
ら
蒲
鉾
の
製
造
が

始
ま
っ
て
い
た
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か

け
て
製
造
業
者
が
増
え
て
い
く
が
、
日

本
人
の
食
文
化
の
変
化
な
ど
が
影
響
し

昭
和
中
期
を
ピ
ー
ク
に
徐
々
に
低
迷
。

そ
こ
で
開
発
さ
れ
た
商
品
が
パ
ン
ロ
ー

ル
だ
っ
た
。

　
「
か
ま
栄
」
の
先
代
社
長
が
〝
ス
ナ
ッ

ク
感
覚
で
食
べ
る
か
ま
ぼ
こ
〟
と
い
う

構
想
に
こ
だ
わ
り
、
す
り
身
を
食
パ
ン

　
「
か
ま
栄
」
は
新
潟
か
ら
移
住
し
た

芝
栄
吉
が
明
治
38
（
１
９
０
５
）
年
に

創
業
し
た
。
そ
の
後
、
芝
と
同
郷
で
か

ま
栄
に
入
る
前
は
丸
井
今
井
函
館
店
の

副
支
配
人
を
し
て
い
た
佐
藤
仁
一
が
昭

和
８
（
１
９
３
３
）
年
に
５
代
目
に
就

任
。
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
に
現
花

園
本
店
の
場
所
に
本
店
舗
を
置
き
、
昭

和
56
（
１
９
８
１
）
年
に
本
社
工
場
を

堺
町
に
新
築
移
転
し
た
。

　

観
光
客
が
大
勢
や
っ
て
く
る
工
場
直

売
店
（
小
樽
市
堺
町
）
に
は
、
工
場
内

部
の
様
子
を
見
学
で
き
る
施
設
も
併
設

さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
商

品
を
作
る
が
、
か
ま
栄
と
い
え
ば
や
は

「
ひ
ら
天
」と「
角
焼
」
り
「
ひ
ら
天
」。「
ひ
ら
天
」
は
平
た
い

小
判
型
の
揚
げ
か
ま
ぼ
こ
だ
が
、
か
ま

栄
の
そ
れ
は
砂
糖
を
入
れ
て
独
特
の

甘
み
を
出
し
て
い
る
。
ふ
わ
っ
と
し

た
甘
い
魚
肉
は
ま
る
で
お
や
つ
菓
子

の
よ
う
だ
。

　
「
き
ん
ぴ
ら
」、「
み
そ
南
蛮
」、「
パ
ン

ロ
ー
ル
」の
他
に
、「
パ
ン
ド
ー
ム
」や「
ウ

イ
ン
ナ
ー
ロ
ー
ル
」
な
ど
工
場
直
売
店

の
限
定
商
品
も
続
々
登
場
。現
地
に
行
っ

て
そ
の
場
で
味
わ
う
と
い
う
、
食
本
来

の
楽
し
み
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
く
れ
る
。

　
「
か
ま
栄
」
の
芝
栄
吉
の
下
で
明
治
39

（
１
９
０
６
）
年
か
ら
修
業
し
、
大
正
３

（
１
９
１
４
）
年
に
独
立
開
業
し
た
の
が

「
大
八
栗
原
蒲
鉾
店
」
初
代
の
栗
原
八

郎
だ
っ
た
。
店
名
に
あ
る
大
八
の
印
は

栗
原
の
出
身
地
で
あ
る
群
馬
県
の
大
室

（
前
橋
市
）
の
大
と
名
前
の
八
を
組
み
合

わ
せ
た
も
の
。
当
初
つ
く
り
出
し
た
ソ

ウ
ハ
チ
ガ
レ
イ
を
使
っ
た
蒲
鉾
「
角
焼
」

は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
１
９
６
０
年

代
ま
で
店
の
看
板
商
品
だ
っ
た
。

　

現
在
は
入
船
町
に
あ
る
本
店
の
ほ
か

南
樽
市
場
の
店
舗
な
ど
で
、
ロ
ン
グ

セ
ラ
ー
の
「
イ
カ
つ
ま
み
」
や
「
か

ら
み
だ
ん
ご
」、「
チ
ー
ズ
棒
」、「
た
こ

八
」、「
お
祭
り
棒
天
」
な
ど
、
人
工
甘

味
料
や
保
存
料
を
使
わ
な
い
蒲
鉾
を
製

造
販
売
し
て
い
る
。
ま
た
３
代
目
の
栗

原
康
は
中
断
し
て
い
た
角
焼
を
昭
和
59

（
１
９
８
４
）
年
に
イ
ト
ヨ
リ
ダ
イ
を

使
っ
て
再
現
。
そ
の
後
さ
ら
に
す
り
身

の
研
究
を
進
め
、
２
０
１
０
年
頃
に
ソ

ウ
ハ
チ
ガ
レ
イ
の
「
角
焼
」
と
し
て
復

活
。
ぷ
り
ぷ
り
し
っ
か
り
し
た
歯
ご
た

え
と
旨
味
が
凝
縮
さ
れ
た
「
復
古
版
宗

八
入
り
角
焼
」
は
、平
成
28
（
２
０
１
６
）

年
に
第
68
回
全
国
蒲
鉾
品
評
会
で
最
高

賞
の
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。

　

小
樽
市
内
に
は
12
店
の
蒲
鉾
店
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
蒲
鉾
を
製
造
し

て
い
る
。

かま栄本社工場 〈写真提供：塚田敏信〉

大八栗原蒲鉾店 〈写真提供：塚田敏信〉

蒲鉾各種（かま栄）

パンロール（かま栄） 〈写真提供：かま栄〉

大八栗原蒲鉾店内 〈写真提供：塚田敏信〉

で
包
ん
で
揚
げ
る
と
い
う
斬
新
な
ア
イ

デ
ア
を
思
い
つ
き
昭
和
37
（
１
９
６
２
）

年
に
商
品
化
。
そ
し
て
、
先
代
社
長
は

当
時
の
組
合
員
約
65
社
に
対
し
「
大
い

に
真
似
し
て
く
れ
！
」
と
言
っ
て
商
標

を
と
っ
て
独
占
し
な
か
っ
た
。
パ
ン

ロ
ー
ル
に
は
、
自
社
の
発
展
だ
け
で
は

な
く
業
界
の
繁
栄
を
願
う
想
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。

パ
ン
ロ
ー
ル

「かま栄」昔の本店（花園町・昭和30年頃） 〈写真提供：かま栄〉

執
筆
／
塚
田 

敏
信
（
小
樽
の
蒲
鉾
の
歴
史
・「
ひ
ら
天
」
と
「
角
焼
」）

　
　
　

盛
合 

将
矢
（
パ
ン
ロ
ー
ル
）

〔
参
考
文
献
〕

・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
） 

・
小
樽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

   

『
小
樽
蒲
鉾
工
業
協
同
組
合
』
リ
ス
ト

・
か
ま
栄
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
大
八
栗
原
蒲
鉾
店
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

復古版角焼（大八栗原蒲鉾店）
〈写真提供：大八栗原蒲鉾店〉
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
鶏
の
小
樽
め
し

小
樽
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
的
食
文
化

鶏
の
小
樽
め
し

若鶏定食（なると）
〈写真提供：塚田敏信〉

小樽なると屋朝里本店 若鶏の半身揚げ（なると）
〈写真提供：塚田敏信〉

小樽地鶏を使ったどらやき（游菓）
〈写真提供：塚田敏信〉

2022年 第8回 熱闘ザンギ甲子園チラシ

小樽地鶏を使った「グリーンカレー」
（石と鉄）〈写真提供：石と鉄〉

９種類のザンギ入りパック
〈写真提供：酒商たかの〉

小樽地鶏のたまご 〈写真提供：塚田敏信〉

　

も
は
や
道
内
の
鶏
肉
め
し
の
代
表
格

の
一
つ
と
い
え
る
の
が
「
若
鶏
の
半
身

揚
げ
」。
ま
ち
文
化
は
お
も
し
ろ
い
。

今
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
浸
透
し
て
い

る
も
の
も
、
遡
れ
ば
一
軒
の
店
の
取
り

組
み
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
り
す
る
。
道

内
各
地
で
多
く
の
店
が
定
番
メ
ニ
ュ
ー

に
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の

若
鶏
の
半
身
揚
げ
だ
。
そ
の
起
点
と
目

さ
れ
る
の
が
小
樽
の
「
若
鶏
時
代
な
る

と
」
で
あ
る
。

　
「
な
る
と
」
は
栗
嶌
寅
男
が
鉄
板
焼

き
の
店
と
し
て
１
９
５
０
年
代
に
創
業

し
た
。
屋
号
は
栗
嶌
の
生
ま
れ
故
郷

が
、
鳴
門
海
峡
を
目
の
前
に
望
む
淡
路

島
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

　

当
初
は
半
身
揚
げ
で
な
く
鉄
板
の
上

で
焼
く
半
身
焼
き
だ
っ
た
が
、
時
間
が

か
か
る
た
め
油
で
揚
げ
た
と
こ
ろ
こ
れ

が
好
評
。
若
鶏
の
半
身
揚
げ
は
昭
和
33

（
１
９
５
８
）
年
頃
に
定
番
と
な
り
、

若
鶏
の
半
身
揚
げ

お
盆
な
ど
は
一
日
で
１
５
０
０
羽
分
が

売
れ
る
人
気
商
品
に
。
ク
リ
ス
マ
ス
な

ど
の
食
卓
の
定
番
で
も
あ
る
。

　

道
内
産
の
若
鶏
に
塩
コ
シ
ョ
ウ
で
味

付
け
し
、
天
ぷ
ら
よ
り
高
い
約
２
０
０

度
の
高
温
の
油
で
素
揚
げ
す
る
。
そ
の

途
中
で
肉
を
引
き
上
げ
、
火
の
通
り
に

く
い
サ
サ
ミ
の
部
分
に
包
丁
を
入
れ

油
に
戻
す
。
こ
れ
を
何
度
か
く
り
返
す

こ
と
で
、
皮
は
パ
リ
っ
と
中
は
ジ
ュ
ー

シ
ー
に
焼
き
揚
が
る
。

　
「
な
る
と
」
と
い
え
ば
半
身
揚
げ
や

か
ら
揚
げ
が
知
ら
れ
る
が
、
梁
川
通
り

の
本
店
に
行
く
と
そ
れ
だ
け
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
ナ
ン
コ
ツ
や
い
か
リ
ン
グ

な
ど
の
揚
げ
物
を
は
じ
め
、
焼
き
そ

ば
、
チ
ャ
ー
ハ
ン
、
オ
ム
ラ
イ
ス
か
ら

天
丼
な
ど
の
丼
物
、
生
寿
司
（
握
り
寿

司
）
や
鉄
火
巻
な
ど
の
寿
司
類
ま
で
、

一
般
の
大
衆
食
堂
ど
こ
ろ
で
は
な
い
品

ぞ
ろ
え
。
だ
か
ら
折
々
の
節
目
に
は
家

族
連
れ
で
賑
わ
う
。
多
彩
な
品
ぞ
ろ
え

と
家
庭
的
な
雰
囲
気
は
何
よ
り
の
ご
馳

走
だ
。

　

ま
た
、「
小
樽
な
る
と
屋
」
の
ブ
ラ

ン
ド
で
全
国
に
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
展
開

し
て
い
る
こ
と
で
、
小
樽
に
行
か
な
く

て
も
「
な
る
と
の
若
鶏
」
を
味
わ
え
る

の
は
嬉
し
い
。

　

立
ち
飲
み
し
な
が
ら
目
の
前
で
網
焼

き
さ
れ
る
肉
。
グ
リ
ー
ン
カ
レ
ー
や
餃

子
の
具
材
に
も
使
用
さ
れ
、
卵
を
ど
ら

焼
き
の
材
料
に
し
て
い
る
和
菓
子
屋
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
店
で
使
わ
れ
て
い
る

の
が
、
小
樽
地
鶏
だ
。

　

数
種
類
の
在
来
種
を
掛
け
合
わ
せ
塩

谷
に
あ
る
農
園
で
孵
化
し
た
雛
は
、
十

分
な
広
さ
が
あ
っ
て
ス
ト
レ
ス
が
軽
減

さ
れ
る
平
飼
い
で
飼
育
さ
れ
、
オ
ス
は

１
２
０
日
以
上
、
メ
ス
は
１
３
５
日
以

上
育
成
さ
れ
て
か
ら
出
荷
さ
れ
る
。
一

般
的
に
は
生
後
45
日
で
出
荷
さ
れ
る

が
、
倍
以
上
の
時
間
を
か
け
て
飼
育
す

る
た
め
、
肉
は
力
強
い
食
感
と
な
り
、

臭
み
や
雑
味
が
少
な
く
し
っ
か
り
と
し

た
旨
味
を
味
わ
え
る
。
ま
た
、
卵
は
強

い
弾
力
と
濃
厚
な
コ
ク
を
持
っ
て
お
り

栄
養
価
も
高
い
。

　

試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
こ
の
方
法
を

見
つ
け
出
し
、
平
成
25(

２
０
１
３)

年
に
株
式
会
社
小
樽
地
鶏
本
舗
が
設
立

さ
れ
た
。
鶏
は
20
時
間
に
１
個
の
卵
を

産
む
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
小
樽
地
鶏

は
３
日
に
１
個
程
度
し
か
産
ま
な
い
の

で
、
市
内
で
も
一
部
の
店
で
し
か
扱
わ

れ
て
い
な
い
。

　　

北
海
道
名
物
ザ
ン
ギ
は
小
樽
で
も
人

小
樽
地
鶏

小
樽
ザ
ン
ギ

「若鶏時代なると本店」（現在）

気
だ
。
平
成
27(

２
０
１
５)

年
に
は

各
店
自
慢
の
ザ
ン
ギ
を
持
ち
寄
っ
て
販

売
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
「
酒
商
た
か
の
」

が
仕
掛
け
た
、
そ
の
名
も
「
ザ
ン
ギ
甲

子
園
」。
居
酒
屋
は
も
ち
ろ
ん
和
食
や

郷
土
料
理
を
メ
イ
ン
に
し
て
い
る
店

や
、
有
名
な
寿
司
屋
な
ど
が
作
っ
た
13

店
舗
の
ザ
ン
ギ
が
並
び
即
完
売
と
な
る

店
が
続
出
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
は
毎
年
恒

例
と
な
り
、
令
和
２
（
２
０
２
０
）
年

か
ら
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
に
切
り
替
え
ら

れ
、
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
の
第
８

回
熱
闘
ザ
ン
ギ
甲
子
園
に
は
総
勢
27
店

舗
の
ザ
ン
ギ
が
集
結
。
３
チ
ー
ム
に
分

け
ら
れ
た
９
種
類
の
ザ
ン
ギ
が
１
パ
ッ

ク
と
な
っ
て
予
約
制
で
販
売
さ
れ
、
各

店
の
こ
だ
わ
り
を
食
べ
比
べ
な
が
ら
自執

筆
／
塚
田 

敏
信
（
若
鶏
の
半
身
揚
げ
）

　
　
　

盛
合 

将
矢
（
小
樽
地
鶏
・
小
樽
ザ
ン
ギ
）

分
の
好
き
な
店
を
見
つ
け
る
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
蕎
麦

は
じ
ま
り
は
明
治
初
期

小
樽
の
蕎
麦　

明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
の
『
鵙
目

貫
一
郎
日
誌
』（
当
別
町
教
育
委
員
会

所
蔵
）
に
、「
鳴
海
ヤ
蕎
麦
ヤ
」
が
出

て
く
る
。
ま
た
明
治
10
年
頃
の
市
街
地

図
（
小
樽
市
総
合
博
物
館
所
蔵
）
に
は

「
米
山
ソ
バ
ヤ
」
の
文
字
が
あ
る
。
ど

ち
ら
も
現
在
の
信
香
町
の
あ
た
り
で
、

当
時
の
蕎
麦
屋
の
存
在
を
伝
え
る
貴
重

な
史
料
だ
。

　

明
治
の
小
樽
の
蕎
麦
屋
史
を
た
ど
る

と
、
小
樽
以
外
と
の
つ
な
が
り
も
見
え

て
興
味
深
い
。
道
内
現
役
最
古
の
蕎
麦

屋
と
し
て
知
ら
れ
る
釧
路
の
竹
老
園
東

家
総
本
店
は
、
明
治
７
（
１
８
７
４
）

年
に
初
代
の
伊
藤
文
平
が
小
樽
で
始
め

た
夜
啼
き
そ
ば
の
「
や
ま
な
か
」
が
原

点
だ
っ
た
。
ま
た
明
治
15
年
頃
に
入
船

町
で
「
ヤ
マ
福
福
本
」
を
開
い
た
高
松

利
平
衛
は
、
そ
の
後
東
京
を
経
て
札
幌

に
転
居
。
以
後
狸
小
路
で
蕎
麦
屋
「
山

福
」
を
営
み
、
平
成
20
（
２
０
０
８
）

年
の
閉
店
ま
で
人
気
の
店
で
あ
っ
た
。

　

入
舟
川
下
流
の
土
場
町
で
は
上
坂
家

が
そ
ば
屋
「
三
〼
上
坂
」
を
営
業
し
て

い
た
。
そ
こ
で
働
い
て
い
た
の
が
明
治

18
年
頃
に
石
川
県
か
ら
き
た
河
本
徳
松

で
、
上
坂
の
店
を
明
治
30
（
１
８
９
７
）

年
に
買
い
取
り
、
三
〼
河
本
蕎
麦
屋
と

し
て
や
が
て
若
松
町
に
移
転
。
明
治
42

年
頃
に
建
て
ら
れ
た
店
舗
主
屋
は
、
そ

の
後
北
海
道
開
拓
の
村
に
移
さ
れ
、
村

内
唯
一
の
蕎
麦
屋
建
築
と
し
て
今
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

小
樽
蕎
麦
商
組
合
に
は
、
平
成
２

（
１
９
９
０
）
年
に
45
店
が
加
入
し
て

い
た
。
平
成
13
（
２
０
０
１
）
年
の
組

合
創
立
１
０
０
周
年
の
際
に
は
、
詳
細

な
記
録
を
掘
り
起
こ
し
て
ま
と
め
た
記

念
誌
を
刊
行
。
そ
の
時
点
の
加
盟
店
は

38
店
で
、
そ
の
後
は
増
減
を
繰
り
返
し
、

40
店
前
後
を
保
っ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
市
内
の
現
役
最
古
参
で
あ

る
「
一
福
」
は
、
明
治
27
（
１
８
９
４
）

年
に
森
田
伝
蔵
が
「
丸
吉
」
と
い
う
遠

藤
由
太
郎
の
そ
ば
店
か
ら
独
立
し
て
創

業
。
半
纏
（
は
ん
て
ん
）
や
か
つ
て
の

配
達
用
自
転
車
な
ど
貴
重
な
現
物
資
料

を
保
存
し
て
い
る
。

　

現
在
営
業
し
て
い
る
大
正
創
業
の
店

に
は
、「
三
マ
ス
そ
ば
屋
緑
店
」（
大
正

７
年
）、「
ヤ
マ
カ
加
藤
」（
大
正
11
年
）、

「
か
ね
さ
く
支
店
」（
大
正
12
年
）
な
どニシンそば（籔半） 〈写真提供：塚田敏信〉

そばアイス（籔半） 〈写真提供：塚田敏信〉

いろは 〈写真提供：塚田敏信〉 籔半 〈写真提供：塚田敏信〉 一福 〈写真提供：塚田敏信〉群来そば（やま安） もりそば（一福） 〈写真提供：塚田敏信〉

小
樽
の
蕎
麦
屋
史

が
あ
り
、
昭
和
20
年
代
以
前
に
創
業
し

た
店
だ
け
で
20
軒
近
く
を
数
え
る
。
そ

こ
に
新
た
な
店
も
加
わ
っ
て
、
歴
史
の

香
が
漂
う
町
並
み
に
蕎
麦
屋
の
た
た
ず

ま
い
が
よ
く
似
合
う
。

　

小
樽
の
蕎
麦
屋
に
は
以
前
よ
り
、
小

樽
が
か
つ
て
ニ
シ
ン
漁
で
栄
え
た
こ
と

を
知
る
観
光
客
か
ら
、
鰊
蕎
麦
を
注
文

す
る
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

鰊
蕎
麦
は
、
明
治
初
期
に
発
案
さ
れ

た
京
都
の
名
物
料
理
と
し
て
知
ら
れ
て

き
た
。
京
都
や
大
阪
で
は
、
北
海
道
か

ら
北
前
船
で
運
ば
れ
た
干
し
魚
の
加
工

が
江
戸
時
代
以
来
発
達
。
そ
の
技
術
を

生
か
し
、
棒
煮
に
し
た
身
欠
き
ニ
シ
ン

を
そ
ば
に
乗
せ
る
ニ
シ
ン
そ
ば
が
生
ま

れ
た
。

　

小
樽
の
ニ
シ
ン
漁
は
す
で
に
昔
話
に

な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
突
然
や
っ
て
き

た
の
が
平
成
20
（
２
０
０
８
）
年
の
ニ

シ
ン
の
大
群
。
昭
和
29
（
１
９
５
４
）

年
を
最
後
に
途
絶
え
て
い
た
小
樽
沿
岸

の
ニ
シ
ン
の
群
来
が
、
半
世
紀
の
時
を

こ
え
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
群
来

た
海
は
、
ニ
シ
ン
の
雌
が
海
草
に
産
ん

だ
卵
に
向
け
て
雄
が
出
す
白
子
で
海
面

が
白
く
染
ま
る
。

　

久
し
ぶ
り
の
ニ
シ
ン
漁
に
、
小
樽
蕎

麦
商
組
合
は
新
た
に
ニ
シ
ン
そ
ば
に
取

り
組
む
こ
と
に
な
り
、「
籔
半
」
で
は

平
成
22
（
２
０
１
０
）
年
か
ら
品
書
き

に
加
え
た
。
京
都
の
鰊
蕎
麦
は
上
に
硬

め
の
ニ
シ
ン
の
甘
露
煮
が
乗
る
が
、「
籔

半
」
で
は
小
骨
も
気
に
な
ら
な
い
よ
う

な
柔
ら
か
さ
の
身
欠
き
鰊
と
蕎
麦
を
提

供
。
現
在
は
何
軒
も
の
蕎
麦
屋
で
、
そ

れ
ぞ
れ
に
味
付
け
を
工
夫
し
た
身
欠
き

鰊
と
蕎
麦
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

群
来
の
再
来
を
機
に
、「
群
来
蕎
麦
」

の
創
作
者
・
須
藤
雄
司
と
市
民
有
志
が

鰊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、
共
感
し
た
蕎
麦
屋
「
籔
半
」
が

メ
ニ
ュ
ー
に
加
え
、
以
後
取
り
組
む
店

が
増
え
て
き
た
。

　

磨
っ
た
山
芋
で
海
水
の
白
濁
を
再
現

し
た
り
、
産
卵
の
海
藻
を
模
し
た
ワ
カ

メ
や
子
持
昆
布
を
入
れ
た
り
数
の
子
を

使
う
な
ど
、
各
店
が
そ
れ
ぞ
れ
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
群
来
蕎
麦
を
期
間
限
定
で
提
供

し
て
い
る
。

ニ
シ
ン
そ
ば

群
来
そ
ば

旧三〼河本蕎麦屋建物（現在は北海道開拓の村に移築） 〈写真提供：塚田敏信〉

執
筆
／
塚
田 

敏
信

〔
参
考
文
献
〕

・『
小
樽
麺
業
界
の
歩
み
』

   （
小
樽
蕎
麦
商
組
合
、
１
９
７
０
年
）

・『
小
樽
の
蕎
麦
屋
百
年
』

   （
小
樽
蕎
麦
商
組
合
、
２
０
０
１
年
）
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小
樽
の
焼
肉
屋
で
は
、
食
べ
終
わ
っ

た
後
に
「
ス
ー
プ
お
願
い
し
ま
す
」
と

い
う
声
が
当
た
り
前
に
聞
こ
え
て
く

る
。
網
の
上
で
焼
か
れ
た
お
肉
を
、
箸

で
掴
ん
で
タ
レ
に
潜
ら
せ
て
食
す
。
肉

汁
の
旨
み
や
、
野
菜
な
ど
か
ら
エ
キ
ス

が
滲
み
出
た
焼
肉
タ
レ
は
、
肉
の
種
類

や
量
な
ど
に
よ
っ
て
自
分
だ
け
の
唯
一

無
二
の
タ
レ
に
育
つ
。

　

食
べ
終
え
て
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
な

り
、
焼
き
台
の
火
を
止
め
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
店
員
に
声
を
か
け
る
と
、
残
っ
た

つ
ゆ
に
蕎
麦
湯
を
入
れ
て
飲
む
の
と
同

じ
要
領
で
タ
レ
の
入
っ
た
器
に
出
汁
が

注
が
れ
、
締
め
の
ス
ー
プ
が
完
成
す
る
。

　

昭
和
40
年
代
、
残
っ
た
タ
レ
を
捨
て

る
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
た
店
主

が
考
案
し
、
や
っ
て
み
る
と
大
好
評
。

そ
れ
が
市
内
の
焼
肉
店
に
広
ま
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
三
四
郎
」「
大
仁
門
」「
や
し
ま
」「
金

太
の
金
太
」
な
ど
、
地
元
民
で
賑
わ
う

焼
肉
店
が
数
多
く
あ
り
、
当
然
だ
が
焼

肉
タ
レ
は
各
店
舗
で
味
が
違
う
。
小
樽

な
ら
大
抵
の
焼
肉
店
で
、
自
慢
の
タ
レ

に
よ
く
合
う
昆
布
や
鶏
ガ
ラ
な
ど
の
出

汁
ス
ー
プ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

観
光
で
来
ら
れ
た
方
も
、
飲
み
干
さ

な
く
て
良
い
か
ら
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に

挑
戦
し
て
み
て
欲
し
い
。
こ
れ
が
小
樽

流
の
焼
肉
文
化
だ
か
ら
。

　

塩
漬
け
に
し
た
サ
ケ
、
ニ
シ
ン
な
ど

の
魚
、
そ
れ
に
人
参
や
大
根
な
ど
の
野

菜
を
一
緒
に
煮
込
ん
だ
郷
土
料
理
で
あ

り
、
２
０
０
年
以
上
も
前
か
ら
食
べ
ら

れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
漁
師
の

名
前
か
ら
付
け
ら
れ
た
説
や
、
三
平
皿

と
い
う
深
皿
に
盛
り
つ
け
ら
れ
た
の
が

由
来
と
さ
れ
る
説
な
ど
、
由
来
に
つ
い

て
は
諸
説
存
在
す
る
。
小
樽
の
食
堂
で

は
、
不
定
期
で
三
平
汁
を
提
供
し
て
い

る
お
店
も
あ
る
。

　

か
じ
か
は
魚
へ
ん
に
秋
と
書
く
が
、

年
中
獲
る
事
が
出
来
る
魚
で
あ
る
。
魚

を
使
用
し
た
鍋
料
理
は
大
抵
良
い
ダ
シ

が
で
て
美
味
し
い
と
言
わ
れ
る
が
、
か

じ
か
は
鍋
を
突
つ
き
過
ぎ
て
壊
し
て
し

ま
う
ほ
ど
の
美
味
し
さ
で
、「
鍋
壊
し
」

の
異
名
を
持
つ
。
ま
た
、
ぷ
り
っ
ぷ
り

の
身
は
コ
ラ
ー
ゲ
ン
が
た
っ
ぷ
り
で
、

女
性
か
ら
特
に
好
ま
れ
て
い
る
。

お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
ス
ー
プ

寒
い
北
海
道
で
生
ま
れ
た

小
樽
ス
ー
プ

ホテルノイシュロス小樽

オステリア・イル・ぴあっと・ヌォーボ

トラットリア コンフォルテーボレ

マンジャーレ TAKINAMI

三
平
汁

か
じ
か
汁

焼
き
肉
タ
レ
ス
ー
プ

　

ス
ー
プ
は
飲
み
物
だ
ろ
う
か
？　

平

成
25
（
２
０
１
３
）
年
に
発
足
さ
れ
た

「
し
り
べ
し
コ
ト
リ
ア
ー
ド
推
進
協
議

会
」
に
よ
る
と
、
ス
ー
プ
は
食
べ
物
だ

と
言
う
。

　

会
長
を
務
め
る
兼
崎
義
明
が
代
表
取

締
役
を
務
め
る
ホ
テ
ル
ノ
イ
シ
ュ
ロ
ス

小
樽
（
ノ
イ
シ
ュ
ロ
ス
・
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
株
式
会
社
）
で
は
、
季
節
ご
と

の
旬
な
食
材
と
、
小
樽
産
の
ホ
タ
テ
や

余
市
産
の
甘
海
老
な
ど
の
ふ
ん
だ
ん
な

魚
介
な
ど
を
、
白
ワ
イ
ン
や
魚
の
出
汁

で
じ
っ
く
り
煮
込
ん
で
仕
上
げ
、「
し

り
べ
し
コ
ト
リ
ア
ー
ド
」
と
し
て
提
供

し
て
い
る
。
そ
の
ス
ー
プ
を
使
っ
た
焼

き
リ
ゾ
ッ
ト
な
ど
も
用
意
さ
れ
て
お

り
、
素
材
の
美
味
し
さ
を
贅
沢
に
味
わ

え
る
。

　

こ
の
活
動
が
始
ま
っ
た
背
景
に
は
、

洋
食
シ
ェ
フ
た
ち
に
よ
る
熱
い
想
い

が
あ
る
。
本
冊
子
で
も
紹
介
し
て
い
る

様
々
な
〝
小
樽
め
し
〟
が
盛
り
上
が
る

な
か
、「
小
樽
の
グ
ル
メ
と
言
え
ば
？
」

の
質
問
に
対
し
て
洋
食
を
答
え
る
人
が

少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
食
材
の
宝
庫

で
あ
る
小
樽
と
後
志
の
食
材
を
活
用

し
、
こ
こ
に
来
な
い
と
食
べ
ら
れ
な
い

洋
食
メ
ニ
ュ
ー
を
考
案
し
た
結
果
「
し

り
べ
し
コ
ト
リ
ア
ー
ド
」
が
誕
生
し
た
。

　

コ
ト
リ
ア
ー
ド
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
ブ

ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
郷
土
料
理
で
、
簡

単
に
言
え
ば
魚
介
の
ス
ー
プ
で
あ
る
。

こ
の
メ
ニ
ュ
ー
を
原
型
に
、「
し
り
べ

し
コ
ト
リ
ア
ー
ド
」
で
は
具
材
、
ス
ー

プ
、
ソ
ー
ス
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
が
決

め
ら
れ
た
。
①
後
志
近
海
で
獲
れ
た
魚

介
類
、
魚
介
類
す
り
身
。
後
志
産
の
野

菜
、
果
物
（
加
工
品
を
含
む
）
を
そ
れ

ぞ
れ
１
種
類
以
上
使
用
す
る
こ
と
。
②

後
志
近
海
で
獲
れ
た
魚
介
類
と
野
菜
を

使
っ
た
ベ
ー
ス
ス
ー
プ
に
、
後
志
産
の

ワ
イ
ン
、
ま
た
は
シ
ー
ド
ル
、
北
海
道

産
の
乳
製
品
を
使
っ
て
仕
上
げ
る
こ

と
。
③
ヴ
ィ
ネ
グ
レ
ッ
ト
ソ
ー
ス
（
オ

リ
ー
ブ
オ
イ
ル
、
ビ
ネ
ガ
ー
、
塩
、
き

ざ
み
エ
シ
ャ
ロ
ッ
ト
か
玉
ネ
ギ
を
混
ぜ

三平汁 かじか汁

三四郎のホルモン焼と
焼き肉タレスープ

執
筆
／
盛
合 

将
矢

小
樽
と
後
志
の
海
の
幸

し
り
べ
し

コ
ト
リ
ア
ー
ド

た
も
の
）
を
添
え
る
こ
と
。
④
基
本
レ

シ
ピ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
各
店
で
料
理

内
容
や
提
供
方
法
な
ど
に
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
加
え
る
こ
と
。
以
上
の
４
点
で

あ
る
。

　

食
と
観
光
の
施
策
と
し
て
「
し
り
べ

し
コ
ト
リ
ア
ー
ド
推
進
協
議
会
」
が
発

足
。
料
理
人
の
み
な
ら
ず
、
ワ
イ
ン
ソ

ム
リ
エ
や
生
産
者
な
ど
異
業
種
の
方
も

協
議
会
に
参
加
し
て
い
る
。

〈写真提供：しりべしコトリアード推進協議会（４点とも）〉
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
大
晦
日
と
お
正
月
の
小
樽
め
し

大
晦
日
と
お
正
月
の
小
樽
め
し

　

大
晦
日
の
食
事
は
一
年
の
中
で
も
っ
と
も
贅
沢
に
な

る
が
、
そ
の
前
の
28
日
か
30
日
に
餅
つ
き
が
行
わ
れ
た
。

餅
は
祝
事
に
つ
き
も
の
で
、
厳
冬
期
の
重
要
な
保
存
食

で
も
あ
る
。
か
つ
て
は
家
で
搗
（
つ
）
い
た
が
、
餅
屋

に
も
ち
米
を
持
ち
込
ん
で
搗
い
て
も
ら
う
賃
も
ち
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
小
樽
の
も
ち
屋
も
年
末
は
そ
れ
に
か
か

り
き
り
に
な
っ
た
。
種
類
は
、
お
供
え
、
の
し
も
ち
、

あ
ん
も
ち
、
豆
も
ち
、
草
も
ち
な
ど
が
あ
る
。
ま
だ
柔

ら
か
い
う
ち
に
家
で
四
角
く
切
り
分
け
、
す
ぐ
食
べ
る

分
以
外
は
切
り
口
に
粉
を
つ
け
て
保
存
し
、
必
要
に
応

じ
て
取
り
出
し
て
食
べ
た
。

　

大
晦
日
の
食
卓
に
は
年
越
し
そ
ば
の
他
に
、
お
せ
ち

や
刺
身
な
ど
が
並
ぶ
。
お
せ
ち
は
、
黒
豆
、
な
ま
す
、

き
ん
ぴ
ら
、
昆
布

巻
き
、
数
の
子
、

う
ま
煮
な
ど
を
家

で
作
っ
た
が
、
市

内
各
所
に
市
場
が

あ
る
小
樽
で
は
、

惣
菜
店
な
ど
で
調

達
す
る
こ
と
も
で

き
、
新
巻
き
サ
ケ

や
飯
寿
司
な
ど
も

食
卓
に
加
わ
っ
た
。

口
取
り

CO
LU
M
N

く
じ
ら
汁

う
ま
煮

甘
納
豆
入
り
赤
飯

　

本
来
江
戸
で
は
本
膳
料
理
で
出
す

勝
栗
・
熨
斗
（
の
し
）
あ
わ
び
・
昆

布
な
ど
の
口
取
り
肴
（
さ
か
な
）
を

指
し
、
器
に
盛
っ
て
添
え
る
果
物
や

菓
子
を
口
取
り
菓
子
と
呼
ん
だ
。
だ

が
北
海
道
で
は
、
松
前
藩
で
本
膳
料

理
を
模
し
て
作
っ
た
口
取
り
菓
子
を

用
い
た
の
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
、
青

森
に
も
同
様
の
食
習
が
あ
る
。
青
森

や
北
海
道
で
は
食
材
入
手
が
容
易
で

な
い
た
め
、
お
せ
ち
料
理
に
模
し
て
、

海
老
・
鯛
・
宝
船
・
松
竹
梅
な
ど
の

縁
起
物
を
落
雁
（
ら
く
が
ん
）
や
練

り
切
り
等
で
作
っ
た
。
年
末
に
な
る

と
市
内
の
和
菓
子
店
や
製
パ
ン
会
社

の
口
取
り
菓
子
が
店
頭
を
賑
わ
せ
る
。

　

正
月
の
膳
に
は
雑
煮
や
昆
布
巻

き
、
黒
豆
な
ど
と
と
も
に
う
ま
煮

が
並
べ
ら
れ
る
。
野
菜
類
や
肉
、

魚
介
な
ど
を
、
砂
糖
や
醤
油
、
酒

な
ど
で
甘
辛
く
煮
つ
け
た
も
の
で
、

甘
煮
と
も
い
う
。
材
料
や
作
り
方

は
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
椎
茸
で
出
汁

を
取
り
ト
リ
肉
と
ブ
タ
肉
で
う
ま

味
を
出
し
た
あ
と
、
醤
油
と
ザ
ラ

メ
で
食
材
ご
と
に
煮
た
り
し
た
。

似
た
も
の
に
煮
し
め
が
あ
る
が
、

味
は
う
ま
煮
の
方
が
濃
い
め
で
甘

味
が
あ
る
。
小
樽
で
正
月
と
い
え

ば
う
ま
煮
。
く
じ
ら
汁
同
様
温
め

直
す
ほ
ど
味
が
沁
み
て
お
い
し
く

な
る
。

　

小
樽
で
は
正
月
の
食
事
の
中
に

く
じ
ら
汁
も
あ
っ
た
。
お
も
に
道

南
や
日
本
海
沿
い
の
漁
師
町
で
食

べ
ら
れ
た
も
の
で
、
ク
ジ
ラ
の
よ

う
に
大
物
に
な
る
よ
う
に
と
縁
起

を
か
つ
ぎ
、
年
越
し
や
正
月
の
料

理
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

西
日
本
で
獲
れ
た
ク
ジ
ラ
が
塩
漬

け
さ
れ
て
北
前
船
で
新
潟
や
北
日

本
に
運
ば
れ
た
が
、
江
戸
時
代
に

は
松
前
な
ど
に
も
ク
ジ
ラ
が
上
が

り
塩
蔵
し
た
塩
く
じ
ら
と
し
て
保

存
食
に
な
っ
て
い
た
。
ニ
ン
ジ
ン

や
大
根
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
な
ど
と
一

緒
に
大
鍋
で
大
量
に
作
り
、
し
ば

ら
く
の
間
食
卓
に
加
わ
っ
た
。

　

赤
飯
に
は
元
々
ア
ズ
キ
が
使
わ

れ
、
ア
ズ
キ
か
ら
出
る
汁
で
自
然

に
色
づ
け
さ
れ
た
。
北
海
道
で
甘

納
豆
入
り
の
赤
飯
が
広
ま
っ
た
の

は
戦
後
で
、
昭
和
20
年
代
後
半
に

札
幌
の
光
塩
学
園
の
南
部
明
子
先

生
が
考
案
し
た
と
い
う
話
が
伝
わ

る
。
手
間
の
か
か
る
赤
飯
を
手
軽

に
作
れ
る
よ
う
、
食
紅
で
色
づ
け

し
て
炊
き
あ
が
っ
た
ご
飯
に
甘
納

豆
を
混
ぜ
る
だ
け
。
甘
味
を
求
め

る
北
海
道
の
寒
冷
な
気
候
風
土
も

あ
と
押
し
し
て
全
道
に
広
ま
っ
た
。

小
豆
と
甘
納
豆
の
両
方
を
販
売
す

る
入
船
の
景
星
餅
菓
商
に
よ
る
と

「
売
れ
行
き
は
半
々
」
と
い
う
。

　

正
月
に
食
べ
る
雑
煮
の
も
ち
は
、
北
陸
・
東
北
か
ら

の
移
住
者
が
多
い
小
樽
で
は
大
部
分
が
角
も
ち
だ
が
、

香
川
や
愛
媛
な
ど
の
四
国
勢
や
石
川
な
ど
の
出
身
者
は

丸
も
ち
で
餡
（
あ
ん
）
入
り
も
あ
っ
た
。
全
国
的
な
分

布
を
み
る
と
関
ケ
原
か
ら
西
が
丸
も
ち
で
東
が
角
も
ち

と
さ
れ
る
。
石
川
県
は
そ
の
境
界
に
あ
り
角
も
ち
と
丸

も
ち
が
併
存
し
て
き
た
。

　

雑
煮
の
汁
も
出
身
地
で
異
な
る
。
東
北
・
北
陸
勢
は

お
も
に
昆
布
と
か
つ
お
節
で
出
汁
を
取
り
醤
油
で
味
付

け
し
た
す
ま
し
汁
。
そ
こ
に
も
ち
、
ト
リ
肉
、
か
ま
ぼ

こ
、
シ
イ
タ
ケ
、
ミ
ツ
バ
な
ど
を
入
れ
、
家
に
よ
り
ダ

イ
コ
ン
や
ニ
ン
ジ
ン
と
い
っ
た
野
菜
類
や
高
野
豆
腐
な

ど
が
加
え
ら
れ
た
。
サ
ケ
の
産
地
で
も
あ
る
新
潟
出
身

の
家
に
は
新
巻
き
サ
ケ
や
イ
ク
ラ
を
使
っ
た
「
越
後
雑

煮
」
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
各
地
か
ら
の
移
住
者
が
混
在

す
る
小
樽
の
食
の
中

で
も
、
地
域
色
が

も
っ
と
も
色
濃
く
あ

ら
わ
れ
る
の
が
雑
煮

で
あ
っ
た
。

大
晦
日
と
お
正
月

飯寿司（堀内水産食品）
〈写真提供：堀内水産食品〉

昆布巻き

執
筆
／
塚
田 

敏
信

〔
参
考
文
献
〕

・『
北
海
道
を
探
る
』

   （
北
海
道
み
ん
ぞ
く

　

文
化
研
究
会
）

正月の風景（明治30年代、小樽市内）〈写真提供：小樽市総合博物館（奥山コレクション）〉

〈写真提供：石田美恵〉
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
「
小
樽
め
し
」
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
・
あ
る
あ
る
満
腹
小
樽
め
し

あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば

　

店
員
が
オ
ー
ダ
ー
を
通
す
と
き
「
麺
一
丁
！
」

と
元
気
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
味
噌
ラ
ー
メ

ン
な
ど
の
定
番
メ
ニ
ュ
ー
が
出
て
き
そ
う
だ
が
、

こ
の
掛
け
声
が
「
あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば
」
を
意

味
す
る
店
が
小
樽
に
は
あ
る
。
ホ
テ
ル
や
温
泉

施
設
の
レ
ス
ト
ラ
ン
、
居
酒
屋
や
喫
茶
店
な
ど

で
も
メ
ニ
ュ
ー
に
載
っ
て
い
る
事
が
多
く
、
小

樽
で
は
１
０
０
店
舗
以
上
で
あ
ん
か
け
焼
き
そ

ば
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

起
源
と
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
商
都
小
樽
が

賑
わ
っ
て
い
た
昭
和
中
期
、〝
デ
パ
ー
ト
で
買
い

物
を
し
た
後
に
家
族
で
あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば
を

食
べ
る
〟
こ
と
が
流
行
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

市
民
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
だ
っ
た
が
、
そ

れ
を
新
鮮
に
思
っ
た
人
達
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
な
ど

で
盛
り
上
が
り
市
民
活
動
に
発
展
。
平
成
24

（
２
０
１
２
）
年
に
は
市
民
団
体
「
小
樽
あ
ん

か
け
焼
そ
ば
親
衛
隊
」
が
発
足
さ
れ
、
Ｂ-

１

グ
ラ
ン
プ
リ
全
国
大
会
に
初
出
場
し
た
際
に
は

45
万
３
千
人
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
59
団
体
中

９
位
に
選
ば
れ
た
。

　

現
在
で
は
、
大
学
生
が
地
域
活
性
化
な
ど
を

学
ぶ
題
材
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
平
成

25
（
２
０
１
３
）
年
に
は
小
樽
商
科
大
学
の
学

生
が
『
小
樽
あ
ん
か
け
焼
そ
ば
事
典
』
を
発
行
。

あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば
を
提
供
す
る
64
店
や
歴
史

な
ど
を
紹
介
す
る
内
容
で
、
冊
子
を
手
に
焼
き

そ
ば
巡
り
を
す
る
人
も
増
え
た
。
第
三
弾
と
な

る
『
小
樽
あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば
事
典
２
０
２
２
』

は
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
12
月
に
発
行
さ
れ
、

約
10
年
が
経
過
し
た
店
舗
の
変
化
に
つ
い
て
も

知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

各
店
で
提
供
さ
れ
る
あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば
に

具
材
や
味
の
ル
ー
ル
は
無
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

違
う
味
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
。
き
っ
と
、

自
分
好
み
の
店
に
出
会
え
る
だ
ろ
う
。

桂苑

小樽
あんかけ焼きそば事典
2022

とろり庵

「
小
樽
め
し
」と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ

― 
小
樽
は
豊
富
な
地
酒
も
楽
し
め
る
ま
ち 

―

　

小
樽
の
酒
造
は
、
明
治
10
年
代
に
始
め
た
十
一
荒
木
、

加
納
造
酒
屋
、
山
三
が
先
駆
と
さ
れ
る
。
当
時
多
く
の
酒

が
道
外
か
ら
移
入
さ
れ
、
と
く
に
山
形
の
大
山
酒
が
飲
ま

れ
て
い
た
。
ニ
シ
ン
漁
場
で
は
飲
酒
の
機
会
が
多
く
年
々

消
費
量
が
増
大
。
明
治
10
（
１
８
７
７
）
年
の
小
樽
港
の

移
入
品
を
み
る
と
、酒
が
米
に
次
ぐ
金
額
に
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
18
（
１
８
８
５
）
年
に
は
小
樽
・
高
島
両
郡
を
合

わ
せ
た
醸
造
所
が
13
か
所
。
そ
の
後
も
増
え
て
価
格
競
争

が
起
こ
り
粗
製
品
や
模
造
品
が
増
加
し
た
。
そ
こ
で
明
治

21
（
１
８
８
８
）
年
に
小
樽
酒
造
組
合
を
結
成
し
、
組
合

商
標
を
貼
る
な
ど
名
声
の
回
復
に
注
力
。
当
時
の
漁
師
た

ち
は
酒
ど
こ
ろ
と
し
て
「
西
の
神
戸
、
東
の
小
樽
」
を
挙

げ
た
。

　

明
治
34
（
１
９
０
１
）
年
に
石
川
県
出
身
の
野
口
吉
次

郎
が
、
北
の
誉
酒
造
の
母
体
と
な
る
丸
ヨ
野
口
商
店
を
創

業
。
翌
明
治
35
（
１
９
０
２
）
年
に
勝
納
川
沿
い
に
酒
蔵

を
建
て
近
隣
の
伏
流
水
を
使
っ
た
が
、
う
ま
み
の
あ
る
辛

口
の
酒
に
適
し
た
と
い
う
。
勝
納
川
沿
い
に
は
戦
後
も
本

間
酒
造
、
白
方
酒
造
、
雪
の
花
酒
造
、
田
中
酒
造
が
あ
り
、

小
樽
は
旭
川
と
と
も
に
北
海
道
の
酒
の
都
と
し
て
並
び
称

さ
れ
た
。

　
「
宝
川
」
を
代
表
銘
柄
と
す
る
田
中
酒
造
は
、
明
治
32

酒
造
の
歴
史

（
１
８
９
９
）
年
に
田
中
市
太
郎
が
創
業
し
た
の
ち
清
酒

醸
造
を
始
め
た
。
昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
に
旧
岡
崎

倉
庫
を
取
得
し
製
造
場
を
拡
張
。
そ
の
倉
庫
を
平
成
７

（
１
９
９
５
）
年
に
改
修
し
、「
亀
甲
蔵
」
と
し
て
製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

明
治
以
降
に
開
業
し
た
酒
造
家
の
数
は
、『
北
海
道
の

酒
造
家
と
酒
造
史
資
料
』
に
よ
る
と
、
小
樽
が
道
内
最
多

の
60
に
上
る
。
ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
っ
た
が
、
近
年
は

「
も
っ
き
り
」
と
か
「
角
打
ち
」
と
称
す
る
酒
屋
内
の
立

ち
呑
み
空
間
が
復
活
し
て
い
る
。
錦
町
の
「
ざ
っ
か
す
嶋

影
」、サ
ン
モ
ー
ル
一
番
街
と
小
樽
駅
構
内
の
「
た
か
の
」、

稲
穂
の
「
石
川
源
蔵
商
店
」
な
ど
が
、
清
酒
文
化
の
新
た

な
発
信
源
と
し
て
人
を
集
め
て
い
る
。

　

ま
た
小
樽
に
は
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
や
ビ
ー
ル
醸
造
所
も
多

い
。
清
酒
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
に
共
通
の
条
件
は
、
い
い

水
。
小
樽
の
や
わ
ら
か
い
水
か
ら
、
う
ま
い
地
酒
が
生
ま

れ
続
け
て
い
る
。

　　

小
樽
に
は
明
治
期
に
葡
萄
酒
が
製
造
さ
れ
た
記
録

が
あ
る
。
時
を
置
き
、
道
内
で
の
本
格
製
造
の
拡
大

を
先
導
し
た
一
つ
が
、
北
海
道
ワ
イ
ン
株
式
会
社
小

樽
醸
造
所
。
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年
に
誕
生
し
た

ワ
イ
ナ
リ
ー
だ
。

　

自
社
直
轄
農
場
の
ほ
か
余
市
な
ど
に
多
く
の
契
約
農

家
を
も
ち
、
フ
ル
ー
テ
ィ
で
人
気
の
高
い
「
ナ
イ
ヤ
ガ

ラ
」
を
は
じ
め
多
様
な
ワ
イ
ン
を
醸
造
。
１
０
０
％
日

本
で
採
れ
た
ぶ
ど
う
で
国
内
生
産
し
た
〈
日
本
ワ
イ
ン
〉

の
生
産
量
は
日
本
一
だ
。

　

も
う
一
つ
が
平
成
27
（
２
０
１
５
）
年
創
業
の
「
Ｏ

Ｓ
Ａ 

Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
」。
福
岡
出
身
の
長
直
樹
が
理
想

の
ワ
イ
ン
造
り
を
求
め
て
た
ど
り
着
い
た
小
樽
。
明
治

に
建
て
ら
れ
た
旧
新
谷
漁
網
の
木
骨
石
造
倉
庫
の
醸
造

所
で
、
飲
む
場
面
を
思
い
な
が
ら
ブ
レ
ン
ド
し
た
ワ
イ

ン
は
、
ソ
ム
リ
エ
で
あ
る
夫
人
と
の
産
物
だ
。

　

明
治
９
（
１
８
７
６
）
年
に
開
拓
使
が
札
幌
麦
酒
醸

造
所
を
設
立
し
た
が
、
当
時
か
ら
北
海
道
は
ビ
ー
ル
に

適
し
た
土
地
と
さ
れ
て
き
た
。
近
年
も
道
内
で
多
く
の

地
ビ
ー
ル
（
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
）
が
造
ら

れ
、
な
か
で
も
小
樽

は
醸
造
会
社
の
設
立

が
盛
ん
だ
。

　

先
が
け
と
な
っ
た

の
が「
小
樽
ビ
ー
ル
」。

平
成
７
（
１
９
９
５
）

年
に
ア
レ
フ
が
道
内

２
番
目
の
地
ビ
ー
ル

ワ
イ
ン

製
造
を
開
始
。
そ
の
後
銭
函
に
も
工
場
を
建
て
、
見
学

や
イ
ベ
ン
ト
で
ビ
ー
ル
の
普
及
に
努
め
て
い
る
。
平
成

８
（
１
９
９
６
）
年
に
は
海
鮮
レ
ス
ト
ラ
ン
の
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
マ
ン
ズ
ハ
ー
バ
ー
を
経
営
す
る
「
海
鱗
丸
ビ
ー

ル
」
が
仲
間
入
り
し
た
。

　

ま
た
平
成
９（
１
９
９
７
）年
に
北
海
道
ワ
イ
ン
の「
お

た
る
ワ
イ
ナ
リ
ー
ビ
ー
ル
」
と
新
日
本
物
産
の
「
小
樽

丘
の
上
ビ
ー
ル
」、平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
に
は
「
ギ
ャ

オ
ビ
ー
ル
」
が
参
入
し
、
最
大
５
社
が
醸
造
。
そ
の
後
、

海
鱗
丸
・
丘
の
上
・
ギ
ャ
オ
が
終
了
す
る
一
方
、
平
成

16
（
２
０
０
４
）
年
に
は
北
海
道
麦
酒
醸
造
の
「
小
樽

麦
酒
」
が
加
わ
り
３
社
に
な
っ
て
い
る
。

ビ
ー
ル

あ
る
あ
る 

満
腹
小
樽
め
し

執
筆
／
塚
田 

敏
信
（「
小
樽
め
し
と
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
」）

　
　
　

盛
合 

将
矢
（
あ
ん
か
け
焼
き
そ
ば
）

〔
参
考
文
献
〕

・『
小
樽
市
史
』（
第
１
～
３
巻
）

・『
北
海
道
の
酒
造
家
と
酒
造
史
資
料
』（
加
藤
良
己
、
２
０
１
５
年
）

・『
小
樽
産
業
経
済
史
』（
小
樽
市
役
所
、
１
９
４
９
年
）

田中酒造本店 〈写真提供：田中酒造〉

北海道ワイン㈱
 〈写真提供：北海道ワイン㈱〉

小樽ビール（小樽倉庫 No.1）
 〈写真提供：小樽ビール〉
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
も
ち
・
だ
ん
ご

腹
も・
・ち

が
良
い
と
愛
さ
れ
た

も
ち
・
だ
ん
ご

　

小
樽
は
も
ち
屋
が
多
い
ま
ち
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
ち
が
歩
ん
で
き
た
歴

史
と
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
人
々

の
営
み
に
関
係
し
て
い
る
。
早
く
か
ら

北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
道
外
か
ら
運
ば
れ
る
移
入
品
の
玄

関
口
と
な
っ
た
小
樽
。
も
ち
米
や
砂
糖

が
移
入
さ
れ
、
開
拓
が
進
む
道
内
か
ら

も
小
豆
な
ど
が
集
ま
っ
て
き
た
た
め
、

も
ち
菓
子
の
材
料
を
比
較
的
安
い
価
格

で
入
手
。
ま
た
小
樽
に
は
漁
夫
や
荷
役

作
業
の
港
湾
労
働
者
な
ど
が
多
く
、
腹

持
ち
の
良
い
も
ち
や
も
ち
菓
子
が
好
ま

れ
た
。

　

小
樽
菓
子
商
組
合
が
昭
和
５

（
１
９
３
０
）
年
に
ま
と
め
た
記
録
に

は
、
山
ノ
上
町
（
現
在
の
住
吉
町
周
辺
）

の
三
本
木
の
下
に
茶
屋
が
３
軒
あ
っ
た

と
あ
る
。
真
ん
中
の
店
で
大
福
も
ち
を

売
り
「
明
治
３
年
町
名
が
初
め
て
設
け

ら
れ
た
時
は
盛
に
繁
昌
」。
こ
れ
が
小

　

小
樽
の
だ
ん
ご
屋
の
始
ま
り
は
定

か
で
な
い
が
、
も
ち
屋
も
だ
ん
ご
を

作
る
の
で
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
数
少
な
い
記
録
と
し
て
、
大
正

８
（
１
９
１
９
）
年
７
月
15
日
の
「
稲

垣
益
穂
日
誌
」
に
「
桃
太
郎
団
子
」
が

出
て
く
る
。
店
は
小
樽
公
園
の
頂
上
に

あ
っ
て
、
味
は
「
ア
マ
リ
賞
美
ス
ル
程

ノ
コ
ト
ハ
ナ
キ
」
と
あ
る
。

　

昭
和
11
（
１
９
３
６
）
年
の
小
樽
商

工
名
鑑
に
、
１
軒
だ
け
団
子
と
記
さ
れ

た
店
が
「
か
め
や
」
で
、
小
原
馥
が
大

正
14
（
１
９
２
５
）
年
に
稲
穂
町
で
開

業
。
品
目
に
は
菓
子
類
と
餅
団
子
類
が

あ
り
、
そ
こ
で
作
ら
れ
た
の
が
「
花
園

だ
ん
ご
」
だ
っ
た
。

　

花
園
公
園
と
も
呼
ば
れ
た
小
樽
公

樽
の
も
ち
屋
の
、
か
つ
菓
子
屋
の
始
ま

り
だ
と
い
う
。
小
樽
に
限
ら
ず
、
菓
子

店
の
あ
ゆ
み
を
遡
る
と
、
も
ち
屋
か
ら

始
ま
っ
た
店
が
結
構
あ
る
。

　

現
在
は
19
世
紀
後
半
創
業
と
い
う

「
雷
除
志
ん
古
」
や
、
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
開
業
し
た
「
景
星
餅
菓
商
」

「
ツ
ル
ヤ
餅
菓
子
舗
」「
菊
原
餅
菓
商
」

「
六
美
」「
山
照
開
福
餅
」「
み
な
と
も

ち
」
な
ど
の
老
舗
の
ほ
か
、
平
成
29

（
２
０
１
７
）
年
に
は
「
游
菓
」
が
開

業
し
た
。
も
ち
屋
に
行
く
と
、「
す
あ
ま
」

や
、
名
称
の
由
来
が
諸
説
あ
っ
て
北
海

道
や
東
北
の
一
部
に
根
づ
く
「
べ
こ
も

ち
」
な
ど
も
あ
る
。

　

多
い
時
は
も
ち
を
扱
う
店
が
百
軒
以

上
あ
っ
た
と
い
う
小
樽
。
そ
の
後
甘
味

や
菓
子
類
の
多
様
化
が
進
ん
だ
が
、
昔

か
ら
ハ
レ
食
と
し
て
特
異
な
存
在
で
も

あ
っ
た
も
ち
は
、
小
樽
で
は
と
く
に
特

別
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
一

度
に
２
、
30
個
買
っ
て
行
く
人
が
い
る

の
で
聞
く
と
、
知
人
ら
と
集
ま
る
時
は

ケ
ー
キ
で
な
く
も
ち
を
一
緒
に
食
べ
る

の
だ
と
い
う
。
小
樽
の
も
ち
は
人
と
の

距
離
を
縮
め
、
つ
き
あ
い
を
円
滑
に
す

る
手
軽
で
か
け
が
え
の
な
い
潤
滑
油
と

し
て
も
、
し
っ
か
り
機
能
し
続
け
て
い

る
。

山照開福餅 〈写真提供：塚田敏信〉 景星餅菓商 雷除志ん古 〈写真提供：塚田敏信〉

園
は
、
明
治
33
（
１
９
０
０
）
年
に
開

設
。
国
内
初
の
公
園
設
計
家
長
岡
安
平

が
手
が
け
た
が
、
春
は
花
見
の
名
所
と

し
て
も
知
ら
れ
、
何
軒
も
の
店
が
売
る

だ
ん
ご
を
総
称
し
て
、
当
時
は
「
花
園

だ
ん
ご
」と
呼
ん
だ
ら
し
い
。「
か
め
や
」

は
昭
和
４
年
以
前
か
ら
花
園
だ
ん
ご
を

販
売
し
、
小
樽
駅
で
駅
弁
の
よ
う
に
販

売
さ
れ
た
掛
け
紙
が
残
っ
て
い
る
。

　

現
在
も
続
く
「
新
倉
屋
」
は
、
明
治

28
（
１
８
９
５
）
年
に
金
沢
出
身
の
佐

井
キ
ク
が
始
め
た
食
料
雑
貨
の
大
阪
屋

が
前
身
で
、
花
園
町
に
移
っ
た
の
ち
菓

子
屋
に
転
身
。
昭
和
11
（
１
９
３
６
）

年
か
ら
作
る
花
園
だ
ん
ご
は
餡
・
胡
麻
・

醤
油
の
３
種
類
が
あ
り
、
特
徴
の
一
つ

が
餡
の
つ
け
方
。
洋
食
ナ
イ
フ
を
使
う

そ
れ
は
山
型
一
刀
流
と
呼
ば
れ
、
進
物

用
を
意
識
し
た
工
夫
が
個
性
的
な
餡
の

もち屋の引き札 〈所蔵：小樽市総合博物館／写真提供：塚田敏信〉

すあま（菊原餅菓商）

べこもち（みなともち）

各種餅（景星餅菓商）

コハクだんご（野島製菓）
〈写真提供：塚田敏信〉

花園だんご（新倉屋）
 〈写真提供：新倉屋〉

も
ち

だ
ん
ご

形
を
生
ん
だ
。
ま
た
胡
麻
は
時
間
が
経

つ
と
風
味
が
抜
け
る
た
め
、
い
つ
も
作

り
立
て
を
味
わ
え
る
よ
う
に
胡
麻
の

入
っ
た
小
袋
を
そ
え
て
い
る
。

　

大
正
14
（
１
９
２
５
）
年
に
野
島

藤
平
が
創
業
し
た
「
野
島
製
菓
」
の

串
だ
ん
ご
も
ユ
ニ
ー
ク
だ
。
昭
和
44

（
１
９
６
９
）
年
頃
に
売
り
出
し
た
「
コ

ハ
ク
だ
ん
ご
」
は
、
胡
麻
と
醤
油
の
他

に
、
く
る
み
、
お
し
る
こ
、
と
う
き
び

も
あ
っ
て
、
真
空
パ
ッ
ク
入
り
。
お
菓

子
の
ま
ち
な
ら
で
は
の
多
様
な
だ
ん
ご

が
、
食
べ
歩
き
の
楽
し
み
を
広
げ
る
。

花園だんごの掛け紙（かめや・
昭和初期） 〈写真提供：塚田敏信〉

「みなともち」（現在）

執
筆
／
塚
田 

敏
信

〔
参
考
文
献
〕

も
ち

・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
）

だ
ん
ご

・『
小
樽
市
史
』（
第
10
巻
）

・『
稲
垣
益
穂
日
誌
』（
稲
垣
日
誌
28
巻
、

    

大
正
８
（
１
９
１
９
）
年
７
月
15
日
）
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
パ
ン

市
民
に
愛
さ
れ
続
け
る
パ
ン
屋

　

明
治
17
（
１
８
８
４
）
年
に
、
近
江

出
身
の
久
田
友
吉
が
永
井
町
で
永
楽
堂

と
い
う
パ
ン
屋
を
開
業
し
て
い
る
。
パ

ン
専
業
の
店
は
当
時
こ
こ
だ
け
で
、
食

パ
ン
は
作
ら
ず
菓
子
パ
ン
だ
け
製
造
。

明
治
19
（
１
８
８
６
）
年
に
熊
本
出
身

の
寺
峰
久
蔵
が
開
い
た
店
も
食
パ
ン
は

作
っ
て
い
な
い
。

　

パ
ン
専
業
で
な
く
菓
子
屋
が
パ
ン
も

手
が
け
た
事
例
は
早
く
か
ら
あ
っ
て
、

小
樽
の
パ
ン
史
と

小
林
三
星
堂

日
本
で
は
パ
ン
が
菓
子
に
近
い
位
置
づ

け
に
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
。
東
京
の

木
村
屋
が
酒
種
あ
ん
ぱ
ん
を
開
発
し
た

の
は
明
治
７
（
１
８
７
４
）
年
だ
が
、

小
樽
で
は
明
治
20
年
代
か
ら
30
年
代
に

か
け
て
、
ア
ン
パ
ン
が
結
構
売
れ
て
い

た
よ
う
だ
。

　

小
林
慶
義
は
、
小
樽
で
買
い
取
っ
た

店
で
明
治
35
（
１
９
０
２
）
年
に
「
小

林
三
星
堂
」
と
い
う
パ
ン
屋
を
開
業
。

郷
里
秋
田
か
ら
弟
の
末
松
一
家
を
小
樽

に
呼
ぶ
が
、
そ
の
次
男
が
『
蟹
工
船
』

を
著
し
た
小
林
多
喜
二
で
、
小
樽
高
商

（
現
商
大
）
在
学
中
は
伯
父
の
パ
ン
屋
を

手
伝
っ
て
い
た
。

　
「
小
林
三
星
堂
」
は
食
糧
事
情
が
逼

迫
し
始
め
る
大
正
期
に
、
ビ
ル
マ
豆
を

混
交
し
た
国
益
代
用
パ
ン
の
製
造
を
引

き
受
け
、
後
に
全
国
に
広
が
る
代
用
パ

ン
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
。
そ
の
後
、

慶
義
は
苫
小
牧
に
移
住
し
、
明
治
45

（
１
９
１
２
）
年
に
支
店
を
開
業
。
そ
れ

が
「
よ
い
と
ま
け
」
で
知
ら
れ
る
「
三
星
」

で
、
現
在
も
パ
ン
を
作
り
続
け
て
い
る
。

　

一
方
小
樽
の
店
は
、
昭
和
４

（
１
９
２
９
）
年
に
富
樫
辰
雄
が
商
号
を

譲
り
受
け
る
形
で
「
三
星
製
パ
ン
所
」
を

創
業
。
後
に
「
小
樽
製
パ
ン
」
に
改
称
し
、

や
が
て
本
社
を
札
幌
に
移
転
。
今
も
オ
タ

ル
パ
ン
の
ロ
ゴ
は
健
在
で
、
角
食
を
ベ
ー

ス
に
パ
ン
作
り
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

　

小
樽
に
は
昭
和
20
年
代
に
、『
小
樽
商

工
名
鑑
』（
１
９
５
４
年
）
に
よ
る
と
16

軒
の
パ
ン
製
造
業
者
が
あ
っ
た
。
そ
の

頃
に
創
業
し
今
も
続
く
の
は
「
亀
十
パ

ン
」「
友
和
の
パ
ン
」「
平
野
パ
ン
」
の

３
店
。
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
に
平

野
商
店
と
し
て
設
立
さ
れ
た
平
野
パ
ン

は
、
小
樽
を
は
じ
め
余
市
、
積
丹
、
岩
内
、

寿
都
、
真
狩
な
ど
後
志
全
域
の
学
校
に

給
食
の
パ
ン
を
届
け
て
き
た
。
店
舗
で

は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
パ
ン
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
顔

ぶ
れ
に
出
合
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

老
舗
か
ら
近
年
開
業
の
新
店
ま
で
、
懐

か
し
く
て
何
度
食
べ
て
も
飽
き
な
い
パ

ン
や
、
さ
り
げ
な
い
ア
イ
デ
ア
か
ら
生
ま

れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ン
が
店
頭
に
並
ぶ

小
樽
の
パ
ン
屋
た
ち
。
そ
の
個
性
を
味
わ

い
た
く
て
つ
い
ハ
シ
ゴ
し
て
し
ま
う
。

　

昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
10
月
に
横
山

正
次
が
創
業
し
、
現
在
は
２
代
目
。
元
の

家
業
は
繊
維
の
下
請
け
だ
っ
た
と
い
う

話
は
、
界
隈
が
か
つ
て
繊
維
街
だ
っ
た
こ

と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
軍
隊
で
は
食
糧
班

に
属
し
食
へ
の
思
い
が
強
か
っ
た
初
代

が
、
繊
維
工
場
の
傍
ら
で
パ
ン
を
焼
い
た

の
が
始
ま
り
。
屋
号
の
由
来
は
「
昔
あ
っ

た
亀
屋
の
上
を
行
く
意
味
で
、
亀
に
プ
ラ

ス
を
つ
け
亀
十
に
し
た
」
と
伝
わ
る
。

　

パ
ン
屋
の
仕
事
は
朝
が
早
い
が
、「
亀

十
」
は
開
店
時
間
も
め
っ
ぽ
う
早
い
。

日
が
変
わ
る
前
に
起
き
出
し
、
朝
４
時

頃
に
は
開
店
。
だ
が
夜
の
飲
食
業
の

人
や
冬
は
除
雪
作
業
の
人
が
開
店
前
に

や
っ
て
き
た
り
す
る
。
な
く
な
り
次
第

閉
店
で
、
土
曜
日
は
早
け
れ
ば
昼
過
ぎ

に
は
売
切
れ
て
し
ま
う
。

　

現
在
は
40
種
類
ほ
ど
作
る
が
、
亀

十
と
い
え
ば
バ
タ
ー
ク
リ
ー
ム
パ
ン
。

し
っ
と
り
し
た
食
パ
ン
の
間
に
独
特
の

バ
タ
ー
ク
リ
ー
ム
が
た
っ
ぷ
り
挟
ま
っ

た
そ
れ
は
、
薄
切
り
と
厚
切
り
の
２
種
。

昭
和
30
年
代
頃
か
ら

今
の
薄
切
り
を
始

め
、
双
葉
高
校
の
生

徒
の
声
を
受
け
て
厚
切
り
が
誕
生
し
た
。

厚
さ
が
７
㎝
ほ
ど
も
あ
る
が
、
パ
ン
と

ク
リ
ー
ム
の
バ
ラ
ン
ス
が
絶
妙
で
ぺ
ろ

り
と
腹
に
納
ま
る
。

　

甘
食
、
ピ
ロ
シ
キ
、
あ
ん
ド
ー
ナ
ツ
な

ど
を
含
め
、
菓
子
パ
ン
類
は
初
代
か
ら
の

も
の
。
コ
ロ
ネ
や
メ
ロ
ン
パ
ン
、
ク
リ
ー

ム
パ
ン
の
形
は
昔
の
ま
ま
だ
と
い
う
。
さ

ま
ざ
ま
な
調
理
パ
ン
も
加
わ
り
、
朝
８
時

頃
に
は
全
種
類
揃
っ
て
い
る
。

　

榎
本
武
揚
の
雅

号
「
梁
川
（
り
ょ
う

せ
ん
）」
に
ち
な
ん

だ
梁
川
通
り
に
あ
る
商
店
街
の
パ
ン
屋
。

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
坂
井
省
吾

が
色
内
小
学
校
の
前
で
開
業
。
そ
の
後

中
央
バ
ス
本
社
前
で
20
年
間
営
業
し
、

梁
川
通
り
に
移
転
し
現
在
に
至
る
。

　

屋
号
の
「
友
和
」
は
、
文
字
通
り
友

人
の
和
を
表
す
。「
亀
十
」「
い
の
ま
た
」

「
友
和
」
の
店
主
た
ち
は
飲
み
友
達
で
、

そ
ん
な
友
人
た
ち
の
力
を
得
て
始
め
た

と
い
う
。「
昔
は
イ
ー
ス
ト
の
貸
し
借
り

も
し
た
」
と
亀
十
の
２
代
目
。「
パ
ン

の
い
の
ま
た
」
は
昭
和
23
（
１
９
４
８
）

年
創
業
で
、
昔
か
ら
あ
る
ピ
ロ
シ
キ

や
数
量
限
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
パ
ン

「
お
た
る
運
が
っ
ぱ
ん
」
な
ど
注
目
商

品
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
平
成
31

（
２
０
１
９
）
年
２
月
に
閉
店
し
た
。

亀
十
パ
ン

友
和
の
パ
ン

亀十パン・厚切りクリーム
 〈写真提供：塚田敏信〉

友和のパン・バターパン
 〈写真提供：塚田敏信〉

明治42年頃。多喜二一家が住んだ小林三星堂支店。右から2番目が多喜二。〈写真提供：市立小樽文学館〉

パンのいのまた（2019 年閉店）
 〈写真提供：塚田敏信〉

　
「
友
和
の
パ
ン
」
は
ど
れ
も
根
強
い
支

持
を
受
け
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
。
な
か
で

も
バ
タ
ー
パ
ン
は
あ
る
意
味
シ
ン
プ
ル

イ
ズ
ベ
ス
ト
を
体
現
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な

パ
ン
だ
。
背
割
り
し
た
間
に
薄
切
り
の

市
販
バ
タ
ー
を
挟
む
の
だ
が
、
パ
ン
生

地
と
の
味
の
バ
ラ
ン
ス
が
何
と
も
い
え

な
い
。
パ
ン
は
コ
ッ
ペ
パ
ン
と
そ
ぼ
ろ

パ
ン
の
２
種
類
が
あ
り
、
好
み
で
選
択

で
き
る
。

　

長
年
使
っ
て
い
た
バ
タ
ー
が
入
手
で

き
な
く
な
り
、
他
社
の
製
品
に
変
え
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
フ
ァ
ン
は
、

店
主
が
中
に
入
れ
る
具
材
と
の
相
性
も

考
え
て
パ
ン
生
地
を
工
夫
し
て
い
る
と

い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
味
の
違
い

を
通
し
て
納
得
し
た
。

『北海製菓新報』掲載の小林
三星堂広告。大正12年1月1
日発行 〈所蔵：塚田敏信〉

執
筆
／
塚
田 

敏
信

小
樽
の
パ
ン

〔
参
考
文
献
〕

・『
小
樽
菓
子
屋
由
来
記
』（
刀
禰
孫
兵
衛
、

　

 

１
９
２
８
年
）

・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
・
第
10
巻
）

・『
小
樽
商
工
名
鑑
』
各
年
版

・『
小
樽　

昭
和
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー　

我
が
青
春
の

　

 

街
角
へ
』（
株
式
会
社
ぶ
ら
ん
と
マ
ガ
ジ
ン
社
、

　

 

２
０
１
３
年
）

・『
小
樽
と
聖
樹
の
パ
ン
』（
本
気
プ
ロ
・
市
立
小

　

 

樽
図
書
館
、
２
０
１
８
年
）

・
平
野
商
店
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
お
た
る
駄
菓
子

北
の
菓
子
界
を
リ
ー
ド

お
た
る
駄
菓
子

　

キ
ャ
ラ
メ
ル
、
か
り
ん
と
う
、
甘
納
豆
、

き
び
だ
ん
ご
…
。
ど
れ
も
小
樽
だ
け
で
な

く
道
民
の
身
近
な
お
や
つ
と
し
て
親
し
ま

れ
て
き
た
も
の
ば
か
り
だ
。
そ
の
多
く
が

小
樽
で
作
ら
れ
て
き
た
。
小
樽
で
生
ま
れ

暮
ら
し
に
と
け
込
ん
で
き
た
菓
子
類
を
、

こ
こ
で
は
「
お
た
る
駄
菓
子
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。

　

小
樽
の
菓
子
業
の
特
徴
の
一
つ
は
、
数

多
い
中
小
規
模
の
工
場
で
多
様
な
菓
子
が

作
ら
れ
て
き
た
こ
と
だ
。
炭
鉱
や
農
村
な

ど
道
内
各
地
と
鉄
道
で
結
ば
れ
、
戦
前
は

南
樺
太
へ
の
供
給
も
あ
っ
て
、
多
く
の
問

屋
が
精
力
的
に
活
動
。
と
く
に
大
正
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
、
北
の
菓
子
界
を

様
々
な
面
で
リ
ー
ド
し
て
き
た
。

　

そ
の
時
期
に
創
業
し
た
会
社
は
、
か
り

ん
と
う
の
「
中
野
製
菓
」、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の

「
東
製
菓
」、
き
び
だ
ん
ご
の
「
生
田
製
菓
」

「
お
た
る
駄
菓
子
」の

系
譜

な
ど
数
多
い
が
、
な
か
で
も
急
速
に
業
績

を
伸
ば
し
た
の
が
大
正
11
（
１
９
２
２
）

年
創
業
の
「
池
田
製
菓
」
だ
っ
た
。

　

戦
前
に
バ
ナ
ナ
を
扱
っ
た
池
田
泰
夫

は
、
昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
に
菓
子
業

に
転
換
。
大
連
か
ら
廉
価
で
仕
入
れ
た
落

花
生
を
バ
タ
ー
ピ
ー
ナ
ツ
な
ど
に
加
工
し

莫
大
な
収
益
を
得
た
。
社
名
を
「
池
田
製

菓
」
に
改
め
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
や
ド
ロ
ッ
プ
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
各
種
豆
菓
子
、
粉
末

ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
総
合
メ
ー
カ
ー
に
成
長

す
る
。

　

画
期
と
な
っ
た
の
が
「
バ
ン
ビ
キ
ャ
ラ

メ
ル
」
だ
っ
た
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
使
用
権
を
取
得
し
て
ス
タ
ー
ト

し
た
イ
メ
ー
ジ
戦
略
は
、
豆
菓
子
な
ど
他

の
商
品
の
売
り
上
げ
も
底
上
げ
し
、
道
内

で
は
札
幌
の
「
古
谷
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
に
伍

す
る
知
名
度
を
得
て
売
上
を
拡
大
す
る
。

　

当
時
の
様
子
を
伝
え
る
映
画
が
あ
る
。

平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
に
公
開
さ
れ

た
「
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
三
丁
目
の
夕
日
」
に

出
て
く
る
駄
菓
子
屋
に
、「
バ
ン
ビ
キ
ャ

ラ
メ
ル
」
の
大
き
な
広
告
幕
が
下
が
っ
て

い
る
の
だ
。
映
画
の
セ
ッ
ト
は
昭
和
33

（
１
９
５
８
）
年
の
東
京
下
町
を
忠
実
に

再
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
。「
池
田
製
菓
」

の
勢
い
は
そ
れ
ほ
ど
す
ご
か
っ
た
。

　

バ
ン
ビ
キ
ャ
ラ
メ
ル
は
そ
の
後
消
長
を

繰
り
返
し
、
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
に

創
業
80
周
年
を
記
念
し
た
復
刻
版
が
、
年

間
百
万
個
を
こ
え
る
大
ヒ
ッ
ト
。
だ
が
、

平
成
18
（
２
０
０
６
）
年
11
月
30
日
に
84

年
の
歴
史
を
閉
じ
る
。
そ
の
後
「
北
海

道
村
」（
小
樽
市
銭
函
）
が
継
承
す
る
が
、

平
成
25
（
２
０
１
３
）
年
に
事
業
を
停
止
。

店
頭
か
ら
「
バ
ン
ビ
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
が
消

え
た
。

　

全
国
的
知
名
度
を
誇
っ
た
か
り
ん
と
う

メ
ー
カ
ー
が
小
樽
の
「
中
野
製
菓
」
だ
。

大
正
12
（
１
９
２
３
）
年
に
中
野
竹
二
郎

が
信
香
町
で
創
業
し
た
中
野
商
店
が
前
身

で
、
当
初
は
か
り
ん
と
う
を
リ
ヤ
カ
ー
１

台
で
販
売
し
て
い
た
と
い
う
。
中
野
の
か

り
ん
と
う
の
特
徴
は
、
生
地
を
温
度
の

異
な
る
油
で
揚
げ
る
三
度
揚
げ
に
よ
る

軽
い
食
感
と
、
あ
っ
さ
り
し
た
甘
さ
。
積

み
重
ね
た
技
術
が
作
り
出
す
そ
れ
は
他
の

追
随
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
銭
函
に

移
転
す
る
が
業
績
は
ふ
る
わ
ず
、
平
成
20

（
２
０
０
８
）
年
に
経
営
権
を
「
木
野
商
事
」

に
譲
渡
。
現
在
は
「
木
野
商
事
」
が
中
野

ブ
ラ
ン
ド
の
商
品
を
製
造
販
売
し
て
い
る
。

　

小
樽
に
は
も
う
１
社
、
か
り
ん
と
う
の

会
社
が
あ
る
。
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年

創
業
、
銭
函
に
あ
る
「
オ
タ
ル
製
菓
」
だ
。

ひ
ね
り
揚
げ
の
「
よ
こ
づ
な
」
や
甘
辛
い

糖
蜜
を
絡
め
た
「
大
鵬
」
な
ど
の
油
菓
子

で
も
知
ら
れ
る
。
だ
が
メ
イ
ン
は
か
り
ん

と
う
で
、黒
糖
か
り
ん
と
う
の「
黒
潮
」や
、

黒
糖
蜜
を
た
っ
ぷ
り
か
け
た
「
黒
太
鼓
」

と
白
糖
蜜
の「
白
太
鼓
」。
ま
た
板
状
の「
北

海
揚
」
な
ど
、
多
彩
な
か
り
ん
と
う
ワ
ー

ル
ド
を
展
開
し
て
い
る
。

　

古
い
資
料
を
見
る
と
、
数
社
出
て
く
る

甘
納
豆
会
社
の
創
業
年
が
大
正
か
ら
昭
和

初
期
。
小
樽
は
早
く
か
ら
豆
類
の
一
大
集

散
地
だ
っ
た
か
ら
、
甘
納
豆
の
製
造
は
大

正
初
期
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
現
在
は
「
木
村
製
菓
」（
昭
和

６
年
創
業
）、「
中
ノ
目
製
菓
」（
昭
和
25

年
創
業
）、「
近
藤
製
菓
」（
昭
和
52
年
創

業
）の
３
社
。「
中
ノ
目
製
菓
」は
金
時
豆
・

小
豆
・
白
花
豆
の
３
種
類
の
甘
納
豆
を
手

池
田
製
菓

か
り
ん
と
う

近藤製菓の甘納豆

中ノ目製菓の甘納豆

木村製菓の甘納豆

が
け
、
開
業
以
来
甘
納
豆
一
筋
の
「
木
村

製
菓
」
は
、
近
年
「
お
た
る
ワ
イ
ン
仕
込

み
甘
納
豆
」
な
ど
も
売
り
出
し
て
い
る
。

　
「
近
藤
製
菓
」
は
、昭
和
６
（
１
９
３
１
）

年
か
ら
甘
納
豆
を
作
り
続
け
た
「
杉
本
製

菓
」
を
引
き
継
ぎ
、
そ
こ
で
使
わ
れ
た
銅

製
の
大
鍋
な
ど
を
修
繕
し
な
が
ら
使
い
続

け
て
き
た
。
最
近
は
カ
ボ
チ
ャ
や
サ
ツ
マ

イ
モ
な
ど
新
た
な
材
料
の
甘
納
豆
作
り
に

精
力
的
に
取
り
組
む
。

　

か
つ
て
は
全
道
の
甘
納
豆
の
９
割
、
近

年
も
約
７
割
を
生
産
し
て
い
る
小
樽
の
甘

納
豆
業
。
最
も
売
れ
る
の
が
７
月
中
旬
か

ら
お
盆
前
の
期
間
だ
。
甘
納
豆
赤
飯
に
入

れ
る
金
時
豆
甘
納
豆
の
需
要
が
急
増
し
、

通
常
の
２
倍
の
売
れ
行
き
に
な
る
の
だ
。

北
海
道
の
甘
納
豆
赤
飯
（
20
ペ
ー
ジ
参
照
）

は
小
樽
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
。

池田製菓（北海道村）・バンビキャラ
メルとバンビチョコレートキャラメル

「大鵬」「ミルクカリント」
「よこづな」（オタル製菓）

甘
納
豆

中野のかりんとう（木野商事）

中野のかりんとう（木野商事）
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
ケ
ー
キ
・
ぱ
ん
じ
ゅ
う

北
海
道
ケ
ー
キ
文
化
の
下
地

　

小
樽
で
は
明
治
20
年
代
に
カ
ス
テ
ラ

に
フ
ォ
ン
ダ
ン
を
か
け
た
洋
菓
子
が
作

ら
れ
た
。
だ
が
当
時
の
小
樽
の
人
の
口
に

は
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
途
絶
え
て

し
ま
う
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
菓
子

店
の
開
業
が
続
き
、
戦
前
に
小
樽
は
道

内
最
大
の
菓
子
生
産
高
に
な
る
。
昭
和

11(

１
９
３
６
）
年
の
小
樽
商
工
名
鑑
に

は
、
洋
生
菓
子
を
扱
う
菓
子
店
と
し
て
、

玉
乃
屋
と
利
休
が
出
て
く
る
が
、
商
品
の

種
類
は
わ
か
ら
な
い
。

　

洋
生
菓
子
と
い
え
ば
ケ
ー
キ
だ
が
、
日

本
の
第
一
号
は
「
不
二
家
」
説
と
「
コ
ロ

ン
バ
ン
」
説
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
正
10

年
代
だ
か
ら
、
地
方
で
の
拡
大
は
昭
和

以
降
。
ま
た
昭
和
20
年
代
は
冷
蔵
シ
ョ
ー

ケ
ー
ス
の
設
置
が
限
定
的
で
、
品
質
保
持

の
た
め
バ
タ
ー
ク
リ
ー
ム
が
主
流
。
生
ク

リ
ー
ム
ケ
ー
キ
の
普
及
は
昭
和
30
年
代

以
降
に
な
る
。

　

小
樽
の
ケ
ー
キ
店
の
先
駆
的
存
在
が
、

「
米
華
堂
」「
あ
ま
と
う
」「
館
（
館
ブ
ラ

ン
シ
ェ
の
前
身
）」。「
米
華
堂
」
は
昭
和

３
（
１
９
２
８
）
年
に
佐
賀
出
身
の
八
木

清
が
創
業
。
初
代
の
頃
か
ら
ロ
ー
ル
ケ
ー

キ
や
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
手
が
け
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
マ
ッ
サ
ン
』

の
モ
デ
ル
、
竹
鶴
政
孝
・
リ
タ
夫
妻
が
好

ん
だ
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
の
店
と
し
て
も
話

題
に
な
っ
た
が
、
令
和
３
（
２
０
２
１
）

年
に
閉
店
し
た
。

　
「
あ
ま
と
う
」
は
、
石
川
県
加
賀
市
出

身
の
柴
田
昇
が
、
食
堂
と
ぱ
ん
じ
ゅ
う
の

「
マ
ル
イ
チ
甘
黨
」
を
開
い
た
の
が
始
ま

り
。
昭
和
４
（
１
９
２
９
）
年
の
開
業
以

来
、
同
じ
場
所
で
創
業
家
が
続
け
る
。
昭

和
11
（
１
９
３
６
）
年
の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、

和
洋
中
の
料
理
・
飲
物
・
甘
味
を
86
品
目

掲
げ
、そ
こ
に
ケ
ー
ク
（
15
銭
）
も
あ
る
。

戦
後
は
食
堂
で
な
く
甘
味
処
と
し
て
歩

み
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
に
は
「
マ

ロ
ン
コ
ロ
ン
」
と
「
ク
リ
ー
ム
ぜ
ん
ざ
い
」

を
出
し
、
ど
ち
ら
も
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
。

　
「
館
」
は
、
昭
和
11
（
１
９
３
６
）
年

に
光
清
四
が
開
業
し
、
店
名
は
洋
画
家
の

国
松
登
が
命
名
し
た
。
や
が
て
、
ふ
ん
わ

り
や
わ
ら
か
い
独
特
の
ス
ポ
ン
ジ
ケ
ー

キ
を
開
発
。
道
内
で
類
を
見
な
い
ケ
ー
キ

は
、
市
外
か
ら
も
多
く
の
フ
ァ
ン
を
引
き

寄
せ
た
。
そ
の
後
、
館
で
育
っ
た
職
人
た

ち
が
「
パ
ー
ル
マ
リ
ー
ブ
」（
小
樽
）
や

「
パ
ー
ル
モ
ン
ド
ー
ル
」（
札
幌
）
な
ど
道

内
各
地
で
開
業
。
館
が
つ
く
り
出
し
た

ケ
ー
キ
は
北
海
道
の
ケ
ー
キ
文
化
の
大

き
な
下
地
と
な
っ
た
。

　

ケ
ー
キ
の
「
モ
ン
ブ
ラ
ン
」
は
、
一
般

的
に
は
マ
ロ
ン
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
使
っ

た
丸
型
の
ケ
ー
キ
。
だ
が
小
樽
の
「
モ
ン

ブ
ラ
ン
」
は
チ
ョ
コ
ス
ポ
ン
ジ
の
カ
ッ
ト

ケ
ー
キ
に
削
り
チ
ョ
コ
を
乗
せ
、
栗
は
見

あ
た
ら
な
い
。「
米
華
堂
」、「
あ
ま
と
う
」、

「
館
」、「
パ
ー
ル
マ
リ
ー
ブ
」
が
各
自
の

ス
タ
イ
ル
で
作
り
、
い
わ
ば
同
名
異
曲
の

〝
小
樽
風
モ
ン
ブ
ラ
ン
〟
と
し
て
市
民
権

を
得
て
き
た
。

パールマリーブ 〈写真提供：塚田敏信〉 あまとう

　

小
樽
の
ぱ
ん
じ
ゅ
う
は
、
文
字
通
り
パ

ン
と
饅
頭
が
融
合
し
た
よ
う
な
和
菓
子

だ
。
銅
板
の
焼
き
台
の
窪
み
に
小
麦
粉
等

を
溶
い
た
生
地
を
流
し
込
み
、
小
豆
の
餡

を
入
れ
て
ド
ー
ム
型
に
焼
き
上
げ
る
。
そ

の
姿
は
独
特
だ
が
、
北
海
道
で
お
や
き
と

呼
ば
れ
る
菓
子
や
鯛
焼
き
に
通
じ
る
。

　

ぱ
ん
じ
ゅ
う
の
発
祥
に
は
諸
説
が
あ

り
、
小
樽
と
同
様
の
も
の
は
明
治
34

（
１
９
０
１
）
年
に
東
京
神
田
で
始
ま
っ

た
「
七
越
ぱ
ん
じ
ゅ
う
」
が
始
ま
り
と
さ

れ
る
。
戦
後
本
店
を
伊
勢
市
に
移
し
、
平

成
12
（
２
０
０
０
）
年
ま
で
続
い
た
。
か

つ
て
は
全
国
に
支
店
を
出
し
た
と
い
う

が
、小
樽
と
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

小
樽
市
総
合
博
物
館
所
蔵
の
古
い
絵
は

が
き
に
、
ぱ
ん
ぢ
う
と
書
か
れ
た
看
板
の

よ
う
な
も
の
が
写
っ
て
い
る
。
場
所
は
手

宮
裡
町
（
現
在
の
錦
町
界
隈
）
で
、
文
字

は
「
鶴
之
子
ぱ
ん
ぢ
う
」。
消
印
が
大
正

２
（
１
９
１
３
）
年
だ
か
ら
、
小
樽
の
ぱ

ん
じ
ゅ
う
の
始
ま
り
は
明
治
に
遡
る
可
能

性
が
高
い
。

　

小
樽
で
ぱ
ん
じ
ゅ
う
と
い
え
ば
必
ず
語

ら
れ
る
の
が
「
ガ
ン
ジ
ロ
ウ
」
と
「
タ
ケ

ヤ
」
だ
。
創
業
年
は
そ
れ
ぞ
れ
大
正
14

（
１
９
２
５
）
年
と
昭
和
５
（
１
９
３
０
）

年
。前
者
が
こ
し
あ
ん
で
後
者
は
粒
あ
ん
。

二
大
ラ
イ
バ
ル
が
し
の
ぎ
を
削
る
昭
和
30

年
代
の
市
内
に
は
、
他
に
何
軒
も
の
ぱ
ん

じ
ゅ
う
屋
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
詳
細

は
定
か
で
な
い
。

　

現
在
市
内
に
あ
る
３
店
の
う
ち
、
早

く
か
ら
あ
る
の
が
昭
和
40
（
１
９
６
５
）

年
創
業
の
「
西
川
ぱ
ん
じ
ゅ
う
」
で
、

初
代
は
タ
ケ
ヤ
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
。

看
板
に
「
昔
の
タ
ケ
ヤ
の
味
が
復
活
」

と
あ
り
、
中
身
は
タ
ケ
ヤ
と
同
様
に
粒

あ
ん
。
現
在
２
代
目
が
焼
く
ぱ
ん
じ
ゅ

う
の
表
面
は
ま
さ
に
職
人
技
と
い
え
る
。

　
「
正
福
屋
」
は
平
成
26
（
２
０
１
４
）

年
に
札
幌
か
ら
小
樽
に
移
っ
た
が
、
そ
の

場
所
で
は
平
成
４
（
１
９
９
２
）
年
ま
で

「
甘
党
一
番
」
が
ぱ
ん
じ
ゅ
う
を
焼
い
て

い
た
。
正
福
屋
が
札
幌
で
営
業
し
て
い
た

の
も
以
前
「
十
八
番
」
と
い
う
ぱ
ん
じ
ゅ

う
屋
が
あ
っ
た
場
所
。
そ
ん
な
縁
の
妙
味

も
味
わ
い
た
い
。
そ
し
て
「
桑
田
屋
」
は

焼
き
型
が
従
来
の
ぱ
ん
じ
ゅ
う
と
は
異
形

の
新
タ
イ
プ
だ
。

　

道
内
で
の
分
布
も
興
味
深
い
。
夕
張
に

は
大
正
期
か
ら
あ
り
、
そ
の
形
か
ら
「
帽

子
の
お
や
き
」
と
親
し
ま
れ
た
。
現
在
は

１
軒
だ
け
だ
が
、
小
樽
に
次
ぐ
ぱ
ん
じ
ゅ

う
の
町
だ
。
戦
前
か
ら
札
幌
に
も
あ
っ
た

が
、
三
笠
・
月
形
・
沼
田
な
ど
炭
鉱
町
に

多
く
、「
日
本
遺
産
『
炭
鉄
港
』」
と
の
つ

な
が
り
も
見
え
て
く
る
。

　

明
治
期
に
海
路
を
渡
っ
て
小
樽
に
入

り
、
鉄
路
で
札
幌
や
炭
鉱
町
な
ど
に
伝

わ
っ
て
行
っ
た
。
だ
と
し
た
ら
小
樽
は
ぱ

ん
じ
ゅ
う
の
伝
播
で
も
心
臓
の
役
割
を
果

た
し
た
こ
と
に
な
る
。

小
樽
か
ら
北
海
道
内
に
伝
播

ぱ
ん
じ
ゅ
う

各店各様の小樽の「モンブラン」 〈写真提供：塚田敏信〉たけや 〈『みなと小樽』みなと新聞社、1949年より〉

正福屋 〈写真提供：塚田敏信〉

執
筆
／
塚
田 

敏
信

小
樽
の
ケ
ー
キ

〔
参
考
文
献
〕

・『
小
樽
商
工
名
鑑
』（
１
９
３
６
年
）

・『
み
な
と
小
樽　

開
港
五
十
周
年
記
念
』

   （
み
な
と
新
聞
社
、
１
９
４
９
年
）

・『
ほ
っ
か
い
ど
う
お
菓
子
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ー
』  

   （
塚
田
敏
信
、
亜
璃
西
社
、
２
０
１
２
年
）

・『
ま
ち
文
化
百
貨
店
』（
ま
ち
文
化
研
究
所
、

    

２
０
１
９
年
）
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
洋
食

港
町
は
西
洋
料
理
が
よ
く
似
合
う

　

港
町
と
し
て
外
に
開
か
れ
た
小
樽

は
、
道
内
で
は
函
館
と
並
び
早
く
か

ら
西
洋
料
理
が
広
ま
っ
た
。
明
治
21

（
１
８
８
８
）
年
８
月
４
日
、
色
内
町
に

洋
食
店
「
精
養
軒
」
が
新
築
落
成
し
た

記
事
が
北
海
新
聞
に
載
っ
て
い
る
。「
精

養
軒
」
は
明
治
36
（
１
９
０
３
）
年
に

幸
徳
秋
水
の
講
演
会
関
係
の
会
場
に
も

な
っ
た
。
ま
た
明
治
38
（
１
９
０
５
）

年
２
月
の
『
稲
垣
益
穂
日
誌
』
に
は
、

職
員
ら
と
「
精
養
軒
」
で
祝
宴
を
開
い

た
と
あ
り
、
昼
飯
に
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
が

出
て
い
る
。

　

一
方
大
正
８
（
１
９
１
９
）
年
の
日

誌
に
は
、
息
子
の
誕
生
日
に
妻
が
家
で

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
を
作
っ
た
と
あ
る
。

　

明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
に
色
内

村
に
最
初
の
埠
頭
が
築
か
れ
、
明
治

22
（
１
８
８
９
）
年
に
特
別
輸
出

港
、
明
治
32
（
１
８
９
９
）
年
に
は
外

国
貿
易
港
に
指
定
。
さ
ら
に
明
治
41

小
樽
と
洋
食
文
化

（
１
９
０
８
）
年
に
は
北
防
波
堤
が
完

成
し
て
い
る
。
こ
の
間
多
く
の
船
の
出

入
り
に
と
も
な
い
、
国
内
外
の
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
が
流
入
し
、
そ
の
中
に
洋
食

も
あ
っ
た
。

　

明
治
の
小
樽
に
は
、「
茂
利
屋
」（
相

生
町
）、「
入
江
洋
食
店
」（
稲
穂
町
）、

「
浅
草
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
」（
南
濱
町
）
を
は

じ
め
洋
食
の
店
が
結
構
あ
り
、
大
正
に

入
る
と
西
洋
料
理
店
・
レ
ス
ト
ラ
ン
・

ビ
ヤ
ホ
ー
ル
の
名
で
続
々
開
業
。
ち
な

み
に
大
正
３
年
頃
の
「
精
養
軒
」
の
メ

ニ
ュ
ー
に
は
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
他
に
、

「
ハ
ン
バ
ク
ス
テ
ー
ク
」、「
オ
ム
レ
ツ
」

な
ど
、
現
在
の
レ
ス
ト
ラ
ン
と
変
わ
ら

ぬ
顔
ぶ
れ
が
揃
っ
て
い
た
。

　

大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
に
北
海
屋

ホ
テ
ル
が
開
業
。
大
正
11
（
１
９
２
２
）

年
１
月
に
は
北
海
ホ
テ
ル
に
商
号

を
改
め
て
い
る
。
そ
こ
に
昭
和
49

（
１
９
７
４
）
年
に
就
職
し
た
の
が
、

村
武
三
。
村
は
当
時
北
海
ホ
テ
ル
で
料

理
長
を
し
て
い
た
村
田
龍
一
の
も
と
で

修
業
。
村
田
は
戦
前
に
札
幌
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル
の
総
料
理
長
だ
っ
た
青
木
小
太

郎
の
弟
子
で
、
そ
の
青
木
は
大
正
か
ら

昭
和
に
か
け
宮
内
省
の
主
厨
長
を
務
め

た
秋
山
徳
蔵
の
弟
子
。
秋
山
は
杉
森
久

秀
の
小
説
「
天
皇
の
料
理
番
」
の
モ
デ

ル
に
な
っ
て
お
り
、
作
品
は
３
度
も
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
。

　

村
田
に
か
わ
い
が
ら
れ
た
村
は
や
が

て
レ
ス
ト
ラ
ン
部
門
の
料
理
長
を
任
さ

れ
、
昭
和
60
（
１
９
８
５
）
年
か
ら
は

「
ダ
ニ
ー
デ
ン
」
で
料
理
長
を
務
め
る
。

そ
し
て
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
に
花

園
で
「
レ
ス
ト
ラ
ン
村
」
を
開
業
。
さ

ま
ざ
ま
な
洋
食
を
提
供
す
る
が
、
な
か

で
も
絶
品
と
評
さ
れ
る
の
が
ス
モ
ー
ク

サ
ー
モ
ン
。
丁
寧
に
お
ろ
し
た
サ
ー
モ

ン
を
白
ワ
イ
ン
や
塩
、
ハ
ー
ブ
な
ど
で

下
ご
し
ら
え
し
て
一
晩
寝
か
せ
、
裏
返

し
て
処
理
し
、
ま
た
一
晩
冷
蔵
庫
で
乾

燥
さ
せ
冷
た
い
煙
で
燻
製
に
す
る
。
こ

の
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
や
タ
コ
の
ガ
ー

リ
ッ
ク
マ
リ
ネ
は
、
都
内
の
百
貨
店
で

も
扱
わ
れ
て
き
た
。

北
海
ホ
テ
ル
と

レ
ス
ト
ラ
ン
村

小
樽
の
洋
食

　

小
樽
の
飲
食
界
に
新
た
な
流
れ
を
も

た
ら
し
た
の
が
、
小
樽
運
河
保
存
運
動

で
も
あ
っ
た
。
保
存
運
動
の
き
っ
か
け

は
、
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年
に
小
樽

市
が
計
画
し
た
運
河
埋
立
と
道
道
臨
港

線
の
建
設
。
小
樽
の
歴
史
的
遺
産
で
あ

る
運
河
保
存
を
呼
び
掛
け
る
市
民
グ

ル
ー
プ
と
、
埋
立
を
推
進
す
る
行
政
等

と
の
対
立
は
、
小
樽
運
河
戦
争
と
も
呼

ば
れ
全
国
か
ら
注
目
を
集
め
た
。

　

そ
の
動
き
と
並
行
し
、
歴
史
的
な
建

物
の
活
用
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
今

は
小
樽
運
河
プ
ラ
ザ
に
あ
る
喫
茶
一

番
庫
店
主
の
佐
々
木
一
夫
。
昭
和
50

（
１
９
７
５
）
年
に
、
質
屋
の
古
い
レ

ン
ガ
蔵
を
「
叫
児
楼
」
と
い
う
喫
茶
店

に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た
。
ス
パ
ゲ
テ
ィ

な
ど
の
食
事
も
出
し
た
が
、
そ
こ
で
一

緒
に
働
い
た
若
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
料

理
修
行
を
経
て
、
次
々
洋
食
店
を
開
業

す
る
。

　

現
在
も
市
内
で
営
業
す
る
４
店
を
開

業
順
に
挙
げ
る
と
、昭
和
63
（
１
９
８
８
）

年
「
い
ぐ
れ
っ
く
５.

３
」
安
川
真
美
（
富

岡
）、
平
成
２
（
１
９
９
０
）
年
「
コ
ッ

ト
ン
ク
ロ
ス
」
野
口
芳
雄
（
花
園
）、
平

成
２
（
１
９
９
０
）
年
「
ビ
ス
ト
ロ
小
泉
」

小
泉
彰
（
稲
穂
）、
平
成
７
（
１
９
９
５
）

年
「
マ
ン
ジ
ャ
ー
レ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｍ

Ｉ
」
滝
波
剛
（
色
内
）。
共
通
す
る
の
は
、

家
庭
的
で
あ
っ
た
か
い
店
づ
く
り
だ
。

　
「
叫
児
楼
」
は
平
成
12
（
２
０
０
０
）

年
に
閉
店
し
た
。
だ
が
そ
こ
で
使
わ
れ

た
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
は
今
も
４
店
で
ア
レ

ン
ジ
し
て
活
用
さ
れ
、
喫
茶
一
番
庫
で

も
販
売
し
て
い
る
。
ま
た「
マ
ン
ジ
ャ
ー

レ
」
の
パ
エ
リ
ア
は
、
佐
々
木
ら
が
運

河
保
存
運
動
の
一
環
と
し
て
１
９
７
８

年
か
ら
開
催
し
た
ポ
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
（
１
９
９
４
年
終
了
）
で
、
滝
波

が
強
く
関
わ
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
だ
っ
た
。

　
「
叫
児
楼
」
で
提
供
し
た
メ
ニ
ュ
ー

は
、
み
ん
な
で
知
恵
を
出
し
合
う
「
料

理
の
因
数
分
解
」
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
。
そ
し
て
「
叫
児
楼
」
が
実
践
し
た

歴
史
的
建
物
再
活
用
の
知
恵
は
、
そ
の

後
の
小
樽
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う

だ
。
次
々
個
性
的
な
洋
食
店
が
生
ま
れ

て
い
る
の
も
、
そ
の
証
か
も
し
れ
な
い
。

小
樽
は
ま
た
、
洋
食
も
似
合
う
ま
ち
で

あ
る
。

運
河
保
存
め
し

～
運
河
保
存
運
動
と

建
物
再
生
と
洋
食
の
ま
ち

レストラン村

コットンクロス

いぐれっく 5.3

マンジャーレ TAKINAMI

北海ホテル（創業の頃）
『北海観光株式会社小史～旧北海ホテ

ル五十年の足跡』（北海観光株式会社、
1969 年より）ビストロ小泉

コットンクロス

執
筆
・
写
真
提
供
／
塚
田 

敏
信

〔
参
考
文
献
〕

・『
北
海
観
光
株
式
会
社
小
史
～

    

旧
北
海
ホ
テ
ル
五
十
年
の
足
跡
』

   （
北
海
観
光
株
式
会
社
、
１
９
６
９
年
）

叫児楼
※ 2 代目オーナーにより継続中

叫児楼のドレッシング
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お
い
し
い
「
小
樽
め
し
」　
小
樽
の
ア
イ
ス
文
化
・
小
樽
の
ア
メ
文
化

外
国
航
路
の
船
乗
り
ゆ
ず
り

北
海
道
の
ア
メ
文
化
を
支
え
る

小
樽
の
ア
メ
文
化

　

小
樽
で
は
明
治
時
代
か
ら
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
が
販
売
さ
れ
て
き
た
が
、
長
年

小
樽
を
代
表
し
て
き
た
ア
イ
ス
の
店
と

い
え
ば
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
パ
ー
ラ
ー

美
園
」。
明
治
40
年
代
に
下
駄
屋
を
始

め
た
漆
谷
勝
太
郎
が
大
正
期
に
か
き
氷

屋
に
転
身
。
他
の
甘
味
も
出
す
よ
う
に

な
っ
た
大
正
８
（
１
９
１
９
）
年
を
創

業
年
と
す
る
。

　

小
樽
で
の
ア
メ
の
製
造
は
明
治
10
年

代
前
後
に
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

色
内
町
の
「
二
の
屋
」
や
土
場
町
の
「
曲

春
渡
邊
春
太
郎
」
の
名
が
出
て
く
る
が
、

売
り
子
た
ち
は
「
あ
め
や
、
こ
ろ
ば

し
、
た
ん
き
り
あ
め
」
と
美
声
を
張
り

あ
げ
な
が
ら
市
中
を
ふ
れ
歩
い
た
。
昭

和
11
（
１
９
３
６
）
年
の
『
小
樽
商
工

名
鑑
』
に
は
ア
メ
や
水
ア
メ
を
扱
う
店

が
10
軒
。
小
樽
は
道
内
で
は
屈
指
と
い

え
る
ア
メ
の
ま
ち
な
の
で
あ
る
。
現
在

も
全
国
で
も
稀
有
な
ア
メ
玉
を
明
治
末

か
ら
作
り
続
け
る
「
澤
の
露
本
舗
」
や
、

自
社
ブ
ラ
ン
ド
の
製
品
だ
け
で
な
く
他

店
が
生
み
出
し
た
歴
史
的
な
ア
メ
の
サ

ポ
ー
ト
も
し
て
き
た
「
飴
谷
製
菓
」
が
、

道
内
の
ア
メ
文
化
を
支
え
て
い
る
。

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

小
樽
と
ア
メ

　

店
の
運
命
を
変
え
た
の
は
、
ふ
ら
り

と
や
っ
て
き
た
外
国
航
路
の
船
乗
り

だ
っ
た
。
店
を
気
に
入
り
教
え
て
く
れ

た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
知
っ
た
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
の
作
り
方
。
あ
と
味
が

さ
っ
ぱ
り
し
て
飽
き
の
こ
な
い
他
店
に

な
い
味
わ
い
。
赤
井
川
村
の
新
鮮
な
牛

乳
を
使
っ
た
そ
れ
は
、
さ
っ
ぱ
り
と
懐

か
し
い
大
正
浪
漫
の
味
が
す
る
。
昭
和

10
年
代
生
ま
れ
の
ア
イ
ス
最
中
も
懐
か

し
く
て
新
し
い
。

　

文
字
通
り
小
樽
の
甘
党
と
共
に
歩
ん

で
き
た
の
が
「
あ
ま
と
う
」
で
、
看

板
メ
ニ
ュ
ー
の
ひ
と
つ
が
、
昭
和
35

（
１
９
６
０
）
年
に
登
場
し
た
「
ク
リ
ー

ク
リ
ー
ム
ぜ
ん
ざ
い

アイスモナカ（美園）

美園

ム
ぜ
ん
ざ
い
」。
冷
菓
と
の
縁
は
深
く
、

昭
和
11
（
１
９
３
６
）
年
の
メ
ニ
ュ
ー

に
も
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
（
15
銭
）」

が
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
機
械
が
な
い
時

代
だ
っ
た
の
で
、
材
料
を
入
れ
た
筒
を

く
る
く
る
回
し
な
が
ら
氷
と
塩
で
冷
や

し
た
。
戦
後
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
も

作
っ
て
い
る
。

　

ク
リ
ー
ム
ぜ
ん
ざ
い
は
、
粒
入
り
の

小
豆
餡
と
求
肥
餅
に
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
が
、
い
ち
ご
・

塩
・
み
そ
な
ど
多
彩
な
種
類
を
展
開
。

ま
た
カ
ッ
プ
入
り
持
ち
帰
り
商
品
も
、

ク
リ
ー
ム
ぜ
ん
ざ
い
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

パ
フ
ェ
、
ゆ
ず
茶
ク
リ
ー
ム
等
々
。
か

つ
て
は
街
頭
放
送
で
こ
ん
な
Ｃ
Ｍ
を
流

し
て
い
た
。「
甘
く
て
申
し
訳
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
あ
ま
と
う
の
ク
リ
ー
ム
ぜ
ん

ざ
い
」。

カップ入りクリームぜんざい（あまとう）

　

そ
の
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
透
明
感

は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
福

井
県
三
国
出
身
の
澤
崎
浅
次
郎
が
、
明

治
44
（
１
９
１
１
）
年
に
売
り
出
し
た

ア
メ
は
た
だ
の
ア
メ
で
な
い
。
ア
メ
は

ふ
つ
う
水
ア
メ
と
砂
糖
で
作
ら
れ
る
が
、

「
澤
の
露
」
は
水
ア
メ
を
使
わ
ず
、
サ
ト

ウ
キ
ビ
の
砂
糖
に
香
料
を
入
れ
た
だ
け
。

こ
ん
な
ふ
う
に
作
ら
れ
る
ア
メ
は
他
に

な
い
と
い
う
。
手
間
も
コ
ス
ト
も
か
か

り
、
大
量
に
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
。
そ
の
価
値
は
む
し
ろ
道
外
の
人
に

評
価
さ
れ
、
馴
染
み
客
か
ら
注
文
が
届

く
。
黄
金
の
水
晶
を
思
わ
せ
る
ア
メ
の

当
初
の
商
品
名
は
「
水
晶
あ
め
玉
」
だ
っ

た
。
だ
が
水
晶
と
あ
め
玉
を
組
み
合
わ

せ
た
だ
け
で
は
商
標
登
録
で
き
な
い
と

わ
か
り
、「
澤
の
露
」
に
改
称
。
北
洋
漁

業
の
船
団
員
も
好
ん
で
食
し
た
と
い
う
。

　
「
飴
谷
製
菓
」
と
い
う
よ
り
「
飴
屋
六

兵
衛
本
舗
」
の
方
に
馴
染
み
の
あ
る
人

も
多
い
の
だ
ろ
う
か
。
ル
ー
ツ
は
江
戸

時
代
の
富
山
県
。
３
代
目
六
兵
衛
が
北

海
道
に
渡
り
、
明
治
24
（
１
８
９
１
）

年
に
来
樽
。
現
在
は
７
代
目
が
継
承
す

る
。
当
初
は
「
水
飴
」
と
「
丹
切
飴
」

が
中
心
だ
っ
た
が
、
今
は
「
雪
た
ん
飴
」

や
「
楽
京
飴
」、「
手
ま
り
飴
」
な
ど
、

根
強
い
人
気
の
多
様
な
ア
メ
を
作
り
続

け
る
。
卸
売
業
だ
が
会
社
の
前
に
屋
台

を
出
し
て
小
売
も
行
っ
て
き
た
。「
飴
谷

製
菓
」
は
他
社
が
一
度
断
念
し
た
歴
史

的
な
ア
メ
を
蘇
ら
せ
る
、
い
わ
ば
ア
メ

の
再
生
工
房
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
大

正
以
来
続
い
て
き
た
登
別
温
泉
の
名
物

土
産
「
湯
の
香
ひ
ょ
う
た
ん
飴
」
が
、

職
人
の
逝
去
で
や
む
な
く
終
売
し
た
あ

と
、
製
造
を
引
き
受
け
復
活
さ
せ
た
。

澤
の
露

飴
谷
製
菓

小
樽
の
ア
イ
ス
文
化

クリームぜんざい（あまとう） ※現在はカップ入りを販売。左：飴谷製菓・袋入りの「楽京飴」「雪たん飴」「りんご飴」　　右：澤の露

飴屋六兵衛本舗の屋台
（飴谷製菓社屋前）

澤の露本舗

執
筆
・
写
真
提
供
／
塚
田 

敏
信

〔
参
考
文
献
〕・『
小
樽
市
史
』（
第
２
巻
）
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小
樽
に
暮
ら
し
た
人
々
の
日
常
の
「
食
」
は
、
文
献
に
は
あ
ま
り
残
ら
な
い
。「
あ
た
り
ま
え
」
過
ぎ
る
日
常
の
行
為
で
あ

る
た
め
、
格
別
に
記
録
す
る
対
象
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
小
樽
の
近
代
の
日
記
・
日
誌
類
に
は
断
片
的
に
小

樽
の
「
食
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ヲ
タ
ル
ナ
イ
が
「
小
樽
」
と
な
っ
て
ま
だ
日
の
浅
い
明
治
初
年
の
「
食
」
を
記
録
し
た
も
の
が
小
樽
郡
教
育
所
（
の
ち
の

量
徳
小
学
校
）
初
代
教
授
（
校
長
）
鵙
目
貫
一
郎
（
１
８
４
０
～
１
８
７
７
）
が
著
し
た
『
鵙
目
貫
一
郎
日
誌
』（
現
存
８
冊
）

で
あ
る
。

　

鵙
目
の
一
連
の
日
記
史
料
に
は
、
ま
だ
江
戸
時
代
の
風
情
が
残
る
小
樽
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
市
街
地
が
形
成
さ
れ
始
め

た
こ
ろ
の
小
樽
の
記
録
と
し
て
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
特
に
食
糧
を
は
じ
め
と
す
る
貸
し
借
り
、
贈
答
な
ど
が
細
か
く
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
明
治
初
年
の
小
樽
で
の
食
生
活
を
復
元
す
る
試
み
が
可
能
な
資
料
で
あ
る
。
明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
段
階
の

蕎
麦
屋
、
菓
子
屋
の
所
在
に
つ
い
て
の
情
報
も
重
要
で
あ
る
が
、
鵙
目
日
誌
か
ら
は
明
治
初
期
の
小
樽
の
菓
子
文
化
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

こ
の
時
期
は
近
代
の
「
小
樽
」
と
い
う
地
域
文
化
と
い
う
よ
り
は
、
各
地
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
食
文
化
が
混
在
し
て
い
た
た

め
、
そ
の
後
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
「
食
」
も
多
い
。
そ
の
一
つ
が
「
粽
」
で
あ
る
。
端
午
の
節
句
の
際
の
菓
子
と
し
て
柏
餅
、

笹
餅
と
と
も
に
登
場
し
て
い
る
。
全
国
的
に
は
端
午
の
節
句
に
粽
を
食
す
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
が
、
現
在
北
海
道
で
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
同
じ
く
「
鯨
餅
」
も
道
南
や
東
北
に
は
見
ら
れ
る
が
道
央
地
区
以
北
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

菓
子
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、端
午
の
節
句
の
菓
子
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
「
牛

餅
」
の
正
体
が
不
明
で
あ
る
。
端
午
の
節
句
の
菓
子
で
あ
り
、
字

面
か
ら
「
べ
こ
餅
」
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

　

在
地
の
人
々
を
含
め
、
様
々
な
地
域
の
食
文
化
が
融
合
し
「
小

樽
の
食
文
化
」
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
明
治
30
年
代
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。

　

小
樽
が
「
北
日
本
随
一
の
経
済
都
市
」
と
い
わ
れ
、
北
海
道
の
物
流
の
拠
点
と
な
る
明
治
30
年
代
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
の
時
期
に
小
樽
区
稲
穂
尋
常
高
等
小
学
校
（
現
在
の
小
樽
市
立
稲
穂
小
学
校
）
の
校
長
な
ど
を
務
め
た
稲

垣
益
穂
が
書
き
記
し
た
全
55
巻
の
日
記
が
『
稲
垣
益
穂
日
誌
』（
以
下
、『
稲
垣
日
誌
』）
で
あ
る
。
期
間
は
明
治
29

（
１
８
９
６
）
年
か
ら
昭
和
10
（
１
９
３
５
）
年
の
約
40
年
間
に
渡
り
、
こ
の
間
ほ
ぼ
毎
日
記
録
さ
れ
て
い
る
。
稲
垣

日
誌
は
食
に
限
ら
ず
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
小
樽
の
街
の
様
子
、
人
々
の
暮
ら
し
を
克
明
に
記
録
し
て
お
り
、
こ

の
時
期
の
小
樽
を
知
る
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
。

　

小
樽
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
、
こ
の
冊
子
で
も
「
寿
司
」
な
ど
の
項
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
い
つ
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
た
の
か
も
こ
の
日
誌
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
稲
垣
日
誌
の
も
う
一

つ
の
特
徴
は
巧
み
な
イ
ラ
ス
ト
に
あ
る
。

　

紹
介
し
て
い
る
図
は
、明
治
39
（
１
９
０
６
）
年
に
年
賀
の
客
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
膳
の
記
録
（
一
部
）
で
あ
る
。

膳
の
上
に
は
、「
カ
マ
ボ
コ
」「
数
の
子
」「
煮
つ
け
」「
ブ
タ
」、
右
が
「
刺
身
」「
ス
ネ
ギ
」「
吸
い
物
」
そ
れ
に
酒
、

ほ
か
に
「
カ
マ
ボ
コ
・
み
か
ん
」「
鮭
煮
つ
け
」「
ブ
タ
・
馬
鈴
薯
・
焼
豆
腐
」
そ
し
て
「
数
の
子
・
鱧
切
」、
右
に
「
比

目
魚
刺
身
と
わ
さ
び
」「
ネ
ギ
・
比
目
魚
・
酢
み
そ
」「
鮭
糠
漬
け
」「
鶏
肉
・
凍
り
豆
腐
・
ネ
ギ
」
と
か
な
り
の
数
の

鉢
が
な
ら
ん
で
い
る
。「
ブ
タ
・
馬
鈴
薯
・
焼
豆
腐
」
と
は
北
海
道
風
の
す
き
焼
き
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

稲
垣
益
穂
の
出
身
地
で
あ
る
高
知
の
伝
統
的
な
料
理
で
も
な
く
、
純
和
風
の
膳
で
も
な
く
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
「
小

樽
風
、
北
海
道
風
」
の
食
文
化
が
定
着
し
始
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
口
取
り
の
よ
う
な
菓
子
類
は
こ

の
日
誌
で
は
確
認
で
き
ず
、
ま
た
鯨
汁
も
食
卓
に
な
い
。
ま
だ
出
身
地
の
食
文
化
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
融
合
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

歴
史
を
辿
る
、小
樽
め
し
を
巡
る

深
掘
り
小
樽
の
食
文
化

近
代
小
樽
誕
生
の
こ
ろ
の
食  『
鵙も

ず
め目

貫
一
郎
日
誌
』 

よ
り

「
北
日
本
随
一
の
経
済
都
市
」の
食  『
稲
垣
益
穂
日
誌
』 

よ
り

北
海
製
罐
と

美
術
缶

　

小
樽
に
人
と
財
を
呼
び
込
ん
だ
魚
は
、
ニ
シ
ン

だ
け
で
な
か
っ
た
。
北
洋
の
サ
ケ
・
マ
ス
で
あ
る
。

そ
の
将
来
性
に
着
目
し
た
新
潟
出
身
の
堤
清
六

と
函
館
出
身
の
平
塚
常
次
郎
が
新
潟
で
堤
商
会

を
立
ち
上
げ
、
そ
の
後
缶
の
安
定
供
給
の
た
め

小
樽
に
北
海
製
罐
倉
庫
を
設
立
。
小
樽
に
創
設

し
た
決
め
手
は
、
石
炭
を
安
く
入
手
で
き
、
漁

場
の
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
近
く
、
運
河
建
設
で
埋

め
立
て
ら
れ
た
倉
庫
用
地
が
あ
っ
た
こ
と
。

　

サ
ケ
・
マ
ス
や
カ
ニ
の
缶
詰
は
当
初
、
缶

の
周
囲
に
紙
ラ
ベ
ル
を
巻
い
た
が
、
昭
和
２

（
１
９
２
７
）
年
に
導
入
し
た
機
械
で
、
缶
の
表

面
に
直
接
カ
ラ
ー
印
刷
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ

の
結
果
サ
ケ
・
マ
ス
の
缶
詰
は
印
刷
缶
に
移
行

す
る
が
、
用
途
を
広
げ
て
菓
子
な
ど
の
容
器
も

手
が
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
美
術
缶
と

呼
ん
だ
。

　

美
術
缶
は
小
樽
市
内
の
菓
子
で
は
、
戦
前
か

ら
「
澤
の
露
」
や
「
水
昌
飴
」
で
活
用
。
戦
後

は
「
池
田
製
菓
」
や
「
飴
谷
製
菓
」
の
「
バ
タ
ー

飴
」
が
加
わ
っ
た
。
小
樽
の
菓
子
だ
け
で
な
い
。

石
炭
の
町
赤
平
の
「
塊
炭
飴
」
や
「
炭
礦
飴
」、

「
雪
印
バ
タ
ー
飴
」
や
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
ク
ッ
キ
ー
」、

さ
ら
に
は
「
札
幌
千
秋
庵
」
の
「
山
親
爺
」
や
「
小

熊
の
プ
ー
ち
ゃ
ん
バ
タ
ー
飴
」
も
北
海
製
罐
の

美
術
缶
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
知
名
度
が
日
本
一
高
い
菓
子
と
さ
れ

る
「
石
屋
製
菓
」
の
「
白
い
恋
人
」
な
ど
、
道

内
の
名
物
菓
子
に
付
加
価
値
を
添
え
て
き
た
。

ま
た
青
森
の
「
津
軽
飴
」
や
「
南
部
せ
ん
べ
い
」

も
北
海
製
罐
の
製
品
を
使
用
。
美
術
缶
と
い
え

ば
か
つ
て
は
菓
子
を
食
べ
た
あ
と
も
、
小
物
入

れ
な
ど
に
重
宝
さ
れ
た
。
北
海
製
罐
の
洒
落
た

デ
ザ
イ
ン
の
美
術
缶
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
再
利
用

の
先
駆
け
で
も
あ
る
。赤平の「塊炭飴」と「炭礦飴」 ニチロ・あけぼの印鮭缶

池田製菓
「池田バンビバター飴」平缶

正月料理の膳（明治38年）　
『稲垣益穂日誌』より

明治5年5月3日に記述された
「牛餅」 『鵙目貫一郎日誌』より

「澤の露」黒の平小缶

〔
参
考
文
献
〕

櫻
井
美
香 「
小
樽
に
お
け
る
菓
子
文
化
の
基
礎
研
究
３
」

（『
小
樽
市
総
合
博
物
館
紀
要
』
29
号
、
２
０
１
６
）

〔
参
考
文
献
〕

山
本
侑
奈
・
石
川
直
章 「『
稲
垣
益
穂
日
誌
』小
樽
の
近
代
史
を
示
す
同
時
代
史
料
」（『
小
樽
市
総
合
博
物
館
紀
要
』36
号
、２
０
２
２
）

執
筆
・
写
真
提
供
／
塚
田 

敏
信

執
筆
／
石
川 

直
章
（
小
樽
市

　
　
　

総
合
博
物
館
館
長
）

〔
参
考
文
献
〕

・『
50
年
の
あ
ゆ
み
』（
北
海
製
罐
株
式
会
社
、
１
９
７
１
年
）
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歴
史
と
文
化
が
色
濃
く
残
る
街
で

人
々
の
腹
と
心
を
満
た
す
「
小
樽
め
し
」

　

か
つ
て
小
林
多
喜
二
は
、小
樽
の
ま
ち
を
、北
海
道
の
「
心
臓
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
明
治
以
降
、港
と
鉄
道
の
「
大
動
脈
」
に
よ
り
、

多
数
の
物
資
と
人
が
押
し
寄
せ
、
巨
大
な
ニ
シ
ン
番
屋
、
石
造
り
の
倉
庫
な
ど
を
造
っ
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
後
期
に
は
、
大
手
銀

行
や
商
社
の
支
店
が
進
出
し
、
経
済
の
「
血
液
」、
金
融
の
力
で
北
日
本
随
一
の
商
都
に
飛
躍
し
て
栄
華
を
極
め
、
運
河
を
は
じ
め
近

代
的
イ
ン
フ
ラ
が
「
骨
格
」
と
し
て
ま
ち
を
支
え
ま
し
た
。

　

昭
和
後
期
、
小
樽
運
河
保
存
運
動
を
経
て
、
ま
ち
を
愛
す
る
市
民
た
ち
の
「
民
の
力
」
で
、
ロ
マ
ン
溢
れ
る
歴
史
的
建
造
物
と
ま

ち
な
み
の
魅
力
が
再
発
見
さ
れ
、
カ
フ
ェ
な
ど
の
飲
食
店
、
博
物
館
・
美
術
館
等
の
文
化
施
設
に
活
用
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
か
つ

て
の
商
都
か
ら
、
文
化
と
観
光
の
「
心
臓
」
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
小
樽
は
、
国
内
外
か
ら
訪
れ
る
人
た
ち
を
魅
了
し
続
け
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
、
一
攫
千
金
を
夢
見
て
小

樽
に
渡
っ
た
人
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

財
を
成
し
福
祉
や
文
化
を
支
援
し
た

小
樽
商
人
た
ち
の
「
民
の
力
」
に
よ
っ

て
創
ら
れ
た
北
の
商
都
。
そ
し
て
、

小
樽
に
集
ま
っ
た
人
々
が
飯
を
食
い
、

酒
を
飲
み
、
甘
味
を
摂
り
、
明
日
へ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
、
た
く
ま
し

く
生
き
た
姿
。
歴
史
と
文
化
が
色
濃

く
残
る
ま
ち
で
、「
小
樽
め
し
」
は
い

つ
も
人
々
の
腹
と
心
を
満
た
し
て
い

る
の
で
す
。

　

明
治
以
降
、
小
樽
は
「
無
比
の
ニ

シ
ン
漁
場
」
と
な
り
ま
し
た
。
高
島

と
祝
津
、
両
町
を
結
ぶ
海
沿
い
の
道

に
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か

け
て
ニ
シ
ン
漁
の
親
方
や
漁
夫
た
ち

の
番
屋
な
ど
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

祝
津
地
区
の
「
御
三
家
」
と
い
わ
れ

る
ニ
シ
ン
親
方
た
ち
の
遺
産
と
し
て
、

旧
茨
木
邸
、
旧
茨
木
家
中
出
張
番
屋
、

旧
白
鳥
家
番
屋
、
旧
青
山
家
別
邸
等

が
い
ま
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
２
（
１
８
６
９
）
年
、
海
官
所

が
設
置
さ
れ
、
商
船
の
来
港
が
自
由
化

さ
れ
る
と
、
小
樽
に
多
数
の
北
前
船
が

往
来
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
明
治
20

年
代
か
ら
30
年
代
に
か
け
て
、
多
数
の

北
前
船
主
た
ち
が
小
樽
に
進
出
し
て
支

店
を
開
設
し
、
大
量
の
物
資
保
管
の
た

め
木
骨
石
造
の
倉
庫
群
を
建
設
し
て
い

き
ま
し
た
。
日
本
海
の
荒
波
を
越
え
、

小
樽
に
や
っ
て
き
た
人
た
ち
の
様
々
な

生
活
物
資
や
各
地
の
文
化
を
運
ん
だ
北

前
船
は
、
小
樽
の
発
展
の
基
礎
を
つ

く
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

明
治
13
（
１
８
８
０
）
年
11
月
、
内

陸
部
で
産
出
す
る
石
炭
輸
送
の
た
め
、

北
海
道
最
初
の
鉄
道
と
し
て
幌
内
鉄

道
の
手
宮
ー
札
幌
間
が
仮
開
通
し
ま
し

た
。
同
15
（
１
８
８
２
）
年
に
は
全
線

が
開
通
し
、
石
炭
輸
送
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
手
宮
地
区
に
は
石
炭
積
み
出
し
や

鉄
道
関
連
施
設
が
造
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。
日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
北
海
道

の
石
炭
は
手
宮
か
ら
国
内
外
に
運
ば
れ

た
の
で
す
。

　

港
と
鉄
道
の
「
大
動
脈
」
に
よ
っ

て
、
物
資
や
仕
事
を
求
め
る
人
々
が

殺
到
し
、
小
樽
は
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ

さ
な
が
ら
の
活
況
と
な
り
、
市
街
地

に
は
商
店
や
問
屋
街
、
路
地
裏
に
は

倉
庫
群
が
建
ち
並
び
、
料
亭
が
賑
わ

い
ま
し
た
。

　

明
治
末
期
、
日
露
戦
争
の
終
結
に

よ
り
、
小
樽
か
ら
南
樺
太
に
向
か
う

航
路
が
盛
ん
に
な
る
と
、
大
手
銀
行

や
商
社
の
支
店
が
次
々
と
進
出
し
、

経
済
の
「
血
液
」
で
あ
る
金
融
の
力

で
小
樽
は
北
日
本
随
一
の
経
済
都
市

と
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
最
盛
期
を

迎
え
た
小
樽
を
象
徴
す
る
建
物
群
は

現
在
も
様
々
な
形
で
活
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

銀
行
や
商
社
な
ど
が
軒
を
連
ね
る

ビ
ジ
ネ
ス
街
区
と
し
て
急
発
展
し
た

色
内
地
区
に
は
、
辰
野
金
吾
ら
日
本

の
近
代
建
築
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
の

作
品
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
多
彩
な

様
式
が
並
ぶ
異
国
的
な
建
築
と
ま
ち

な
み
は
、
半
径
５
０
０
ｍ
に
明
治
・

大
正
・
昭
和
各
時
代
の
最
先
端
の
材

料
と
技
術
で
造
ら
れ
た
建
築
が
凝
縮

す
る
日
本
で
こ
こ
だ
け
の
ビ
ジ
ネ
ス

街
区
で
、
さ
な
が
ら
「
近
代
建
築
の

博
物
館
・
美
術
館
」
で
す
。
そ
れ
ら

と
路
地
裏
の
倉
庫
や
商
店
等
の
石
造

り
な
ど
の
建
物
が
調
和
す
る
こ
と
で

小
樽
独
特
の
趣
き
の
あ
る
景
観
を
形

成
し
て
い
て
、
ま
ち
歩
き
を
楽
し
む

人
た
ち
を
小
樽
全
盛
の
佳
き
時
代
へ

の
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
に
誘
い
ま
す
。

　

昭
和
後
期
、
か
つ
て
栄
華
を
誇
っ

た
小
樽
は
、
石
炭
か
ら
石
油
へ
の
転

換
、
港
湾
の
市
場
が
太
平
洋
側
へ
移

行
す
る
中
で
次
第
に
衰
退
し
、「
心
臓
」

の
鼓
動
は
弱
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

昭
和
40
年
代
に
は
、
荒
廃
が
進
ん
だ

小
樽
運
河
を
埋
め
立
て
、
道
路
を
建

設
す
る
都
市
計
画
が
決
定
し
、
有
幌

地
区
の
倉
庫
群
の
取
り
壊
し
が
始
ま

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
市
民
の

間
に
、
ま
ち
の
発
展
の
象
徴
で
あ
る

運
河
を
守
ろ
う
と
す
る
運
動
が
起
こ

り
ま
す
。
10
年
余
り
に
渡
り
市
中
を

二
分
す
る
大
論
争
の
結
果
、
都
市
計

画
を
変
更
し
、
運
河
の
半
分
は
埋
め

立
て
ら
れ
、
半
分
は
道
路
と
水
辺
の

散
策
路
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

小
樽
は
観
光
都
市
へ
の
道
を
歩
み
は

じ
め
、
運
河
や
歴
史
的
な
建
物
は
か

け
が
え
の
な
い
観
光
資
源
と
な
り
ま

し
た
。

　

運
河
保
存
運
動
は
、
運
河
だ
け
で

な
く
、
多
数
の
歴
史
的
建
造
物
の
保
存

活
用
に
つ
な
が
り
、
歴
史
を
活
か
す
ま

ち
づ
く
り
の
認
識
を
一
般
市
民
か
ら
行

政
、
経
済
界
へ
と
広
め
、
全
国
の
ま
ち

づ
く
り
運
動
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

ま
さ
に
「
民
の
力
」
が
「
心
臓
」
の
鼓

動
を
蘇
ら
せ
た
と
い
え
ま
す
。

◆
「
無
比
の
ニ
シ
ン
場
」小
樽

◆ 

北
前
船
の
来
航

◆ 

幌
内
鉄
道
の
開
通

◆ 

北
日
本
随
一
の

　

経
済
都
市
・
小
樽

◆  

運
河
保
存
運
動
か
ら
生

ま
れ
た
、
歴
史
を
活
か

す
ま
ち
づ
く
り

◆ 

日
本
で
こ
こ
だ
け
の

　

ビ
ジ
ネ
ス
街
区

〈 写真提供：小樽市総合博物館〉
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