
平

4

異
国
の
風
を
感
じ
る

平
戸
市

ひ
ろ
む

一
八
四
五
年
に
作
成
さ
れ
た「
百

菓
之
図
」に
は
南
蛮
菓
子
を
取
り

入
れ
た
も
の
や
、平
戸
独
特
の
和

菓
子
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

（
個
人
蔵
）

お

ま
つ

と
し
ゆ
き

現
代
に

よ
み
が
え
っ
た

お
殿
様
へ
の

贈
り
物

百
菓
之
図

平
戸

百
菓
繚
乱

つたや總本家の24代目当主・松尾俊行
さんは「新たなお菓子が城下町平戸の
ブランドになってほしい」と話す。店舗は
築400年を超える建物で、歴史の重み
を感じる。

［牛蒡餅本舗熊屋］
「若紫」をモチーフにした

鈴虫の夢

［津乃上製菓］
「つばきもち」をモチーフにした

月光

［菓子工房えしろ］
「希さちいな」をモチーフにした

陽の恵

［firando］
「かごぼうる」をモチーフにした

四季

［つたや總本家］
「花かすてぃら」をモチーフにした

果の花

け

つ の うえぼうご もち

パッ
ケー
ジは
マグ
ネット

付。
食べ

終わ
った
後も
、大
事な
もの
をし
ま

いた
くな
るク
オリ
ティー
。

3

戸
に
は
、
か
つ
て
お
菓
子
を

こ
よ
な
く
愛
し
た
お
殿
様
が

い
た
。
一
八
四
五
年
、
平
戸
藩
主
・

松
浦
家
第
三
十
五
代
熈
公
の
命
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
百
菓
之
図
」

に
は
百
種
類
も
の
お
菓
子
が
極
彩
色

で
描
か
れ
て
い
る
。

　

「
平
戸 

百
菓
繚
乱
」
は
こ
の
百
菓

之
図
か
ら
、
平
戸
市
内
の
五
軒
の
菓

子
店
が
そ
れ
ぞ
れ
一
品
を
選
び
、
現

代
風
に
復
刻
ア
レ
ン
ジ
し
た
お
菓
子

で
あ
る
。
「
お
殿
様
へ
の
献
上
品
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
い
う
朱
地
に
金

の
イ
ラ
ス
ト
が
あ
し
ら
わ
れ
た
パ
ッ

ケ
ー
ジ
は
、
華
や
か
で
美
し
い
。
そ

の
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
は
「
長
崎
デ
ザ

イ
ン
ア
ワ
ー
ド
二
〇
二
二
」
の
大
賞

に
も
選
ば
れ
て
い
る
。

　

百
菓
之
図
に
描
か
れ
て
い
る
「
花

か
す
て
ぃ
ら
」
を
モ
チ
ー
フ
に
新
た

な
お
菓
子
「
果
の
花
」
を
作
り
上
げ

た
の
が
、
こ
の
地
で
五
百
年
以
上
に

わ
た
っ
て
菓
子
づ
く
り
を
続
け
て
い

る
、
つ
た
や
總
本
家
の
二
十
四
代

目
当
主
・
松
尾
俊
行
さ
ん
だ
。
花
か

す
て
ぃ
ら
は
、
カ
ス
テ
ラ
生
地
の
中

に
あ
ん
こ
が
入
っ
た
お
菓
子
だ
が
、

松
尾
さ
ん
は
こ
の
花
か
す
て
ぃ
ら
を

現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
。
バ
タ
ー
な
ど

の
乳
製
品
を
使
い
、
濃
厚
な
味
わ
い

に
仕
立
て
直
し
た
。
開
発
に
あ
た
っ

て
大
切
に
し
た
こ
と
を
松
尾
さ
ん
は

こ
う
語
る
。
「
お
菓
子
は
そ
の
土
地

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
重
要
で

す
。
平
戸
は
一
五
五
〇
年
の
ポ
ル
ト

ガ
ル
船
の
入
港
以
来
、
文
化
や
食
材

な
ど
新
し
い
も
の
が
入
っ
て
き
て
発

展
し
た
ま
ち
で
す
。
私
は
そ
う
い
う

歴
史
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
平
戸
に

根
付
く
お
菓
子
を
作
り
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」
。

　

松
尾
さ
ん
は
百
菓
之
図
に
つ
い
て

も
、
興
味
深
い
話
を
聞
か
せ
て
く
れ

た
。
「
百
菓
之
図
に
は
お
菓
子
の
絵

と
材
料
は
載
っ
て
い
ま
す
が
、
詳
細

な
レ
シ
ピ
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
現
代
の
職
人
が
経
験
と
想
像

を
も
と
に
復
元
し
て
い
く
わ
け
で
す

が
、
中
に
は
今
の
技
術
を
も
っ
て
し

て
も
、
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
か
分

か
ら
な
い
お
菓
子
も
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
菓
子
職
人
の
腕
に
は
脱

帽
し
ま
す
ね
」
。
先
人
た
ち
へ
の
尊

敬
の
念
は
、
心
を
込
め
た
丁
寧
な
菓

子
づ
く
り
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

「
平
戸 

百
菓
繚
乱
」
は
第
二
弾
も

動
き
出
し
て
い
る
と
い
う
。
次
は
ど

ん
な
お
菓
子
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
「
平
戸
の
菓
子
文
化
を
後
世
に

残
し
た
い
」
と
百
菓
之
図
を
残
し
た

熈
公
の
願
い
は
、
こ
の
土
地
の
菓
子

職
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
確
か
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
。

めぐみつきあかり ひ

か

ご
く
さ
い
し
き

か


