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と
塩
さ
え
あ
れ
ば
い
い
︒
そ
れ
に
師
匠
を

と
ら
な
く
て
も
す
ぐ
に
で
き
た
﹂︒
煎
餅
屋

は
︑
開
店
に
あ
た
り
多
額
の
設
備
投
資
や

技
術
習
得
の
時
間
を
必
要
と
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒

 
南
部
地
⽅
で
盛
ん
な
⼩
⻨
⽣
産
も
煎
餅

屋
の
増
加
を
後
押
し
し
た
︒
店
が
農
家
か

ら
⻨
粉
を
受
け
取
り
︑
煎
餅
を
作
る
賃
加

⼯
と
い
う
業
務
形
態
が
⾏
わ
れ
︑
原
材
料

を
⼊
⼿
し
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

 
戦
後
煎
餅
屋
を
開
業
し
た
⼈
の
な
か
に

は
︑
復
員
者
や
引
揚
者
︑
農
地
を
持
た
な

か
っ
た
分
家
︑
そ
し
て
男
⼿
を
失
っ
た
⼥

性
な
ど
︑
経
済
基
盤
が
脆
弱
な
⼈
々
が
含

ま
れ
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
⼈
々
に
︑
煎

餅
屋
は
緊
急
的
に
現
⾦
収
⼊
を
得
る
⼿
段

と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

 
⽥
⼦
町
の
Ａ
さ
ん
の
⽗
は
和
菓
⼦
職
⼈

と
し
て
満
州
に
渡
っ
た
︒
１
９
４
６
︵
昭

和
２
１
︶
年
に
引
き
揚
げ
た
あ
と
和
菓
⼦

屋
を
開
こ
う
と
し
た
が
︑
家
も
資
⾦
も
な

い
う
え
に
和
菓
⼦
の
材
料
も
不
⾜
し
て
い

た
︒

 
そ
こ
で
親
戚
宅
を
間
借
り
し
て
煎
餅
屋

を
始
め
た
︒
⻑
さ
８
０
㎝
︑
幅
３
０
㎝
く

ら
い
の
⻑
⽅
形
の
炉
と
型
が
２
０
丁
あ
れ

ば
⼗
分
だ
っ
た
︒
彼
は
無
職
の
知
⼈
に
も

型
を
買
い
与
え
︑
開
業
を
⼿
助
け
し
た
︒

 
⼋
⼾
市
の
Ｂ
さ
ん
は
⽗
が
除
隊
後
に
病

死
し
た
た
め
︑
⺟
と
煎
餅
屋
を
始
め
た
︒
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⼋
⼾
市
を
は
じ
め
南
部
地
⽅
の
家
庭
に

⽋
か
せ
な
い
⾷
べ
物
に
南
部
煎
餅
が
挙
げ

ら
れ
る
︒
県
⺠
に
愛
さ
れ
て
き
た
南
部
煎

餅
が
︑
終
戦
直
後
に
多
く
の
⼈
々
を
救
っ

た
話
を
紹
介
し
た
い
︒

 
⼋
⼾
市
塩
町
に�

︑
⼿
焼
き
⽤
煎
餅
型
な

煎
餅
は
元
々
⾃
家
製
で
焼
い
て
い
た
の
で

修
⾏
せ
ず
に
始
め
ら
れ
た
︒

 
１
９
４
９
︵
昭
和
２
４
︶
年
の
組
合
員

名
簿
に
よ
る
と
︑
⼋
⼾
市
内
の
煎
餅
屋
１

６
８
名
の
う
ち
⼥
性
店
主
は
２
７
名
に
上

っ
た
︒
⼥
性
が
⽣
計
を
⽴
て
る
⼿
段
と
し

て
煎
餅
屋
を
選
ぶ
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ

た
と
い
え
る
︒

 
し
か
し
︑
煎
餅
屋
の
開
業
ブ
ー
ム
は
す

ぐ
に
終
わ
っ
た
︒
理
由
と
し
て
別
の
商
売

へ
の
転
業
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
Ａ
さ
ん
の
⽗

が
１
９
５
５
︵
昭
和
３
０
︶
年
頃
に
和
菓

⼦
屋
を
再
開
さ
せ
た
よ
う
に
︑
戦
前
に
⾏

っ
て
い
た
商
売
や
︑
よ
り
稼
ぎ
の
良
い
商

売
に
替
え
た
店
が
⼀
定
数
あ
っ
た
︒

 
他
⽅
で
︑
⼋
⼾
市
内
で
は
煎
餅
屋
が
増

え
過
ぎ
て
供
給
過
多
が
起
き
た
︒
組
合
で

定
め
ら
れ
た
価
格
を
無
視
す
る
店
が
現

れ
︑
値
崩
れ
に
よ
り
廃
業
す
る
店
が
あ
っ

た
︒
ま
た
︑
１
９
５
０
︵
昭
和
２
５
︶
年

頃
か
ら
製
法
が
機
械
に
シ
フ
ト
し
は
じ

め
︑
⼿
焼
き
の
煎
餅
屋
は
淘
汰
さ
れ
て
い

っ
た
︒

 
終
戦
直
後
︑
⽣
活
の
糧
を
南
部
煎
餅
に

⾒
出
し
︑
混
乱
期
を
乗
り
切
っ
た
多
く
の

県
⺠
が
い
た
︒
今
度
煎
餅
を
⾷
べ
る
時

は
︑
往
時
を
偲
び
な
が
ら
噛
み
し
め
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
︒

⼩
林
 �

⼒

︵
⼋
⼾
市
博
物
館

��

 
主
査
兼
学
芸
員
︶

戦
後
の
南
部
煎
餅
屋

�

 
 
 
 
 
 
開
業
ブ
ー
ム
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ど
を
製
造
す
る
鍛
冶
屋
の
柏
⽊
家
が
あ

っ
た
︒
同
家
の
﹁
注
⽂
品
控
﹂︵
⼋
⼾

市
博
物
館
蔵
︶
に
は
︑
１
９
４
１
～
５

３
︵
昭
和
１
６
～
２
８
︶
年
の
注
⽂
内

容
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
４
６
年
に
５
件

だ
っ
た
煎
餅
型
の
出
荷
が
︑
４
７
年
に

２
７
件
︑
４
８
年
に
３
２
件
︑
４
９
年

に
５
０
件
と
急
増
し
た
こ
と
が
わ
か

る
︒

 
戦
後
に
煎
餅
屋
が
増
え
︑
型
の
需
要

が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
︒
４
９
年
当

時
︑
⻘
森
県
で

５
６
６
名
が
煎

餅
屋
を
営
ん
で

い
た
が
︑
そ
の

う
ち
南
部
地
⽅

︵
三
⼋
上
北
︶

だ
け
で
４
２
６

名
に
上
っ
た

︵
図
参
照
︶
︒

 
柏
⽊
家
に
よ

る
と
﹁
戦
後
帰

っ
て
き
た
⼈
が

何
を
や
っ
た
ら

い
い
か
と
思
っ

て
煎
餅
屋
さ
ん

を
開
い
た
︒
バ

ー
ッ
と
増
え

た
︒
煎
餅
屋
は

型
と
炭
と
⻨
粉


