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ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
、
和
菓
子
を
東
南
ア
ジ
ア
４

カ
国
に
紹
介
し
て
欲
し
い
と
依
頼
が
あ

っ
た
の
は
３
月
の
こ
と
で
し
た
。

「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
松
江
菓
子
実
行
委
員
会
」
と

し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
和
菓
子
文
化
を
広
め
る
活
動
を
始
め

て
早
５
年
目
に
な
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

と
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
て
い
た
だ

い
た
た
め
、
ど
こ
か
で
目
に
と
ま
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
打
ち
合
わ
せ
や

準
備
で
、
あ
っ
と
言
う
間
に
渡
航
の
日

を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

６
月
26
日
、
松
江
か
ら
和
菓
子

職
人
２
人
と
と
も
に
関
西
国
際

空
港
を
経
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
デ
ン
パ

サ
ー
ル（
バ
リ
島
）へ
向
か
い
、13
泊
14
日

の
講
演
と
実
演
の
旅
が
始
ま
り
ま
し

た
。
訪
問
先
は
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、マ
レ
ー
シ

ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ブ

ル
ネ
イ
の
４
カ
国
。
そ

れ
ぞ
れ
の
国
で
２
カ
所

ず
つ
、計
８
回
の
講
演
、

和
菓
子
職
人
に
よ
る

実
演
と
受
講
者
の
和

菓
子
づ
く
り
体
験
を
行

な
い
ま
し
た
。

受
講
者
は
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
は
調
理
学

校
の
生
徒
さ
ん
や
一
般

の
方
た
ち
で
し
た
が
、

そ
れ
以
外
の
国
で
は
、

各
地
域
の
領
事
館
関

係
者
や
各
国
の
大
使
、

ブ
ル
ネ
イ
で
は
王
族
の

方
ま
で
お
い
で
に
な
り

緊
張
の
日
々
で
し
た
。
同
じ
ア
ジ
ア
の

国
と
は
い
え
、
初
め
て
訪
問
す
る
と
こ

ろ
ば
か
り
。
風
習
や
宗
教
、
気
候
も
全

然
違
う
国
々
で
、
言
葉
も
通
じ
な
い
な

か
、
日
本
の
文
化
で
あ
る
和
菓
子
を
理

解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト

が
う
ま
く
行
な
え
る
か
と
い
う
心
も
と

な
い
気
持
ち
と
、
食
文
化
は
き
っ
と
伝

わ
る
と
い
う
気
持
ち
と
が
交
差
す
る
複

雑
な
思
い
で
し
た
。

最
初
に
講
演
を
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
マ
カ
ッ
サ
ル
（
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
都

市
）
で
は
、
「
日
本
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国

交
樹
立
50
周
年
記
念
事
業
」
と
し
て
、

日
本
文
化
の
代
表
と
い
う
位
置
づ
け

で
、
和
菓
子
の
歴
史
や
現
状
、
成
り
立

ち
、
特
色
な
ど
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

講
演
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

で
多
少
違
う
も
の
の
、
お
お
む

ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

ま
ず
、
今
の
日
本
に
は
世
界
中
の
お

菓
子
が
あ
ふ
れ
て
い
る
現
状
か
ら
話
し

始
め
ま
し
た
。
高
級
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

や
フ
ラ
ン
ス
の
ケ
ー
キ
、
イ
ギ
リ
ス
の

ク
ッ
キ
ー
、
お
饅
頭
や
キ
ャ
ラ
メ
ル
、

カ
ス
テ
ラ
に
煎
餅
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
お
菓
子
が
あ
り
、
子
ど
も
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
が
日
常
的
に
楽
し
ん
で
食

べ
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

和
菓
子
は
、
日
本
に
お
茶
が
伝
来
し

た
あ
と
、
16
世
紀
ご
ろ
か
ら
は
砂
糖
が

交
易
品
と
し
て
多
く
も
た
ら
さ
れ
、
京

都
を
基
点
と
し
て
発
達
し
ま
し
た
。
17

世
紀
に
な
り
、
幕
府
が
置
か
れ
た
江
戸

で
も
盛
ん
に
な
り
、
全
国
に
普
及
し
ま

し
た
。
松
江
は
京
都
、
石
川
と
並
ぶ
三

大
和
菓
子
処
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
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す
。
松
江
に
は
、
茶
人
と
し

て
も
有
名
な
松
平
治は
る

郷さ
と

（
不ふ

昧ま
い

公
）
と
い
う
お
殿
様
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
の
で
、
和
菓
子
と
お

茶
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

和
菓
子
は
抹
茶
と
と
も
に

発
展
し
た
た
め
、
お
茶
の
香

り
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
に
控
え

め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
も
特

徴
で
す
。
ま
た
、
日
本
で
は
、

桜
の
花
咲
く
春
、
青
い
空
と
白

い
雲
の
暑
い
夏
、
木
の
葉
が
赤

く
色
づ
く
秋
、
雪
の
降
る
冬
と
い
っ
た

四
季
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節

に
合
う
和
菓
子
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
は
、
特
に
仏
教
の
禅
の
教

え
で
、
悟
り
や
諦
観
な
ど
の
観
念
が
菓

子
づ
く
り
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
も
説
明
し
ま
し
た
。

日
本
の
お
菓
子
は
、
視
覚
、
嗅
覚
、

触
覚
、
聴
覚
、
そ
し
て
味
覚
の

５
つ
の
感
覚
す
べ
て
を
使
っ
て
味
わ
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
目
で
見
て
姿
形
の
美
し
さ
を
味

わ
い
、
仄ほ

の

か
な
香
り
を
楽
し
み
ま
す
。

楊
枝
で
切
っ
た
と
き
の
感
触
、
舌
に
乗

せ
た
と
き
の
感
覚
で
理
解
し
、
和
菓
子

の
本
来
の
味
わ
い
を
楽
し
み
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、「
耳
で
食
べ
る
」
と

説
明
し
た
と
き
に
は
、
会
場
か
ら
は
意

外
だ
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。お
菓
子
は
お
客
様
に
お
も

て
な
し
の
心
で
お
出
し
し
ま
す
。
そ
れ

を
想
定
し
て
、
お
菓
子
の
名
前
に
季
節

を
取
り
入
れ
、
情
景
を
表
し
、心
を
写

す
言
葉
を
つ
け
ま
す
。お
客
様
は
お
菓

子
の
名
前
を
聴
く
こ
と
で
、
物
語
や
俳

句
の
場
面
、
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
、

同
じ
空
間
で
お
茶
の
時
間
を
共
有
で
き

る
こ
と
を
主
人
と
と
も
に
喜
び
合
う
の

で
す
。和

菓
子
は
話
だ
け
で
は
な
か
な
か

理
解
し
に
く
い
の
で
す
が
、
実

際
に
菓
子
職
人
が
小
豆
や
寒
天
や
小
麦

粉
な
ど
の
素
材
か
ら
桜
や
牡
丹
な
ど
の

花
な
ど
を
つ
く
っ
て
見
せ
る
こ
と
で
、

和
菓
子
の
特
色
を
い
く
ら
か
で
も
理
解

し
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

実
演
は
、
島
根
県
菓
子
技
術
専
門

校
講
師
の
澁
谷
浩
史
と
一
級
和
菓
子
職

人
の
平
田
輝
夫
の
二
人
が
担
当
し
ま
し

た
。小
さ
な
工
芸
菓
子
「
桜
」
と
数
点
の

銘
菓
、
羊
羹
な
ど
の
試
食
を
提
供
し
、

大
勢
の
方
に
食
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
は
蒸
し
饅
頭
（
利
久
）、
桜
餅
、

練
り
切
り
の
牡
丹
の
３
種
類
を
製
作

し
ま
し
た
。
蒸
し
饅
頭
は
、
中
華
風
の

似
た
よ
う
な
も
の
が
現
地
に
も
あ
る
た

め
、
比
較
的
な
じ
み
や
す
か
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
桜
餅
は
、
ク
レ
ー
プ
状
の

ピ
ン
ク
の
皮
を
焼
き
、
餡
を
包
ん
だ
上

か
ら
桜
葉
の
塩
漬
け
を
巻
き
つ
け
た
も

の
で
、
日
本
ら
し
い
と
評
判
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

牡
丹
に
つ
い
て
は
、
複
雑
な
模
様
の

「
ハ
サ
ミ
菊
」
を
職
人
が
つ
く
っ
て
見
せ

た
あ
と
、
比
較
的
簡
単
に
で
き
る
「
16

弁
の
菊
」
を
参
加
者
に
つ
く
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
皆
様
、
大
変
興
味
を
抱

か
れ
た
よ
う
で
、
意
外
に
う
ま
く
包
ま

れ
て
、
楽
し
く
菓
子
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
も
た
く
さ
ん
取
材
に
来
て

い
た
だ
き
、
連
日
地
元
紙
の
紙
面
を
飾

り
ま
し
た
。
現
地
の
言
葉
は
理
解
で
き

ず
、
写
真
を
見
て
想
像
す
る
だ
け
で
す

が
、
職
人
と
も
ど
も
、
反
響
の
し
っ
か

り
と
し
た
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。

実
際
に
菓
子
づ
く
り
を
す
る
の
は

大
変
で
し
た
。
会
場
ご
と
に
道

具
や
設

し
つ
ら

え
が
違
い
、
準
備
の
段
階
で
実

際
に
蒸
し
器
が
ど
の
程
度
、
時
間
が
か

か
る
か
確
認
に
追
わ
れ
た
り
、
桜
餅
の

鉄
板
の
温
度
設
定
が
で
き
ず
、
き
れ
い

な
ピ
ン
ク
に
す
る
た
め
に
苦
労
し
た
り

と
、
楽
屋
裏
で
は
て
ん
て
こ
舞
い
の
毎

日
で
し
た
。

食
べ
物
で
す
の
で
、
主
材
料
の
餡
に

つ
い
て
は
気
を
使
い
ま
し
た
。
何
十
キ

ロ
を
最
初
の
４
回
分
は
手
荷
物
と
し
て

運
び
、
後
半
分
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
空

輸
し
、
ブ
ル
ネ
イ
に
は
ハ
ン
ド
キ
ャ
リ

ー
し
ま
し
た
。
他
の
食
材
に
つ
い
て
も

検
疫
の
関
係
も
あ
り
、
大
変
で
し
た
が
、

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
や
各

国
領
事
館
、
現
地
駐
在
大
使
、
現
地

の
方
々
な
ど
多
く
の
方
の
ご
協
力
で
何

と
か
無
事
に
準
備
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
、そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
手
厚
い
も
て

な
し
を
い
た
だ
き
、
異
国
情
緒
豊
か
な

風
情
に
感
激
し
た
一
方
で
、
時
間
に
追

わ
れ
、
飛
行
機
か
ら
ホ
テ
ル
、
ま
た
飛
行

機
と
各
地
を
独こ

楽ま

鼠
ね
ず
み

の
よ
う
に
飛
び
回

り
、
忙
し
か
っ
た
と
い
う
の
が
素
直
な

感
想
で
す
。
国
際
交
流
の
一
環
と
し
て
、

ま
た
、日
本
文
化
を
伝
え
る
事
業
の
一

助
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
幸
い
で
す
。a
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