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❶里仙
＊新潟市中央区古町通13番町2850-1
＊025-228-9234
＊8:30～19:00（年中無休）
＊http://satosen.net

❸百花園
＊新潟市中央区営所通1-321
＊025-222-4055
＊9:00～19:00（年中無休）
＊http://www.o-hyakkaen.com

❻美豆伎庵 金巻屋
＊新潟市中央区古町通3番町650
＊025-222-0202
＊9:00～18:00（年中無休）
＊https://www.facebook.com/kanemakiya

❾念吉
＊新潟市中央区沼垂東3丁目2-2
＊025-244-5630
＊9:00～19:00（元日のみ休業）
＊http://www.nenkichi.com

❹はり糸
＊新潟市中央区古町通5番町618
＊025-228-4471
＊9:30～18:30（年中無休）

❷大阪屋
＊新潟市中央区古町通7番町1006-1
＊025-229-3211
＊9:00～19:30（元日のみ休業）
＊http://niigata-osakaya.jpn.org/

❼菓子舗 田文
＊新潟市中央区東堀前通2番町365
＊025-222-4467
＊8:00（日曜10:00）～19:00（年中無休）

10甘美屋 
＊新潟市中央区女池3丁目57-6
＊025-283-6409
＊9:00～18:30（水曜定休）

❺童心菓匠 丸屋本店 
＊新潟市中央区東堀通6番町1038（古町十字路）
＊025-229-3335
＊9:30～20:00（年中無休）
＊http://www.maruyahonten.com

❽きくや
＊新潟市中央区万代6丁目2番22号
＊025-245-8261
＊9:00～18:00（日曜定休）
＊http://www.okashi-kikuya.jp/
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＞編集・発行
異人池の会
（西大畑旭町文化施設協議会）

新潟市中央区西大畑町・旭町界
隈の文化施設が参加し情報交
換や事業連携を行う。会名は西
大畑町にかつてあった池の名前
にちなむ。
http://ijinnike.org/

＞写真
坂口 綱男
SAKAGUCHI TSUNAO

PROFILE
写真家。コマーシャルフォト、ポー
トレート等の分野で活躍。新潟市
出身の小説家坂口安吾の長男
であり、安吾を顕彰する文化施
設「安吾 風の館」館長。

＞コーディネイト
坪井 蓉子
TSUBOI YOKO

PROFILE
生活文化研究家。砂丘館で「季
節のしつらい教室」や和菓子の
日（6月16日）に和菓子に親しむ
「嘉祥茶会」などを主宰し、日本
文化の普及活動を行う。

※掲載している店舗情報などは変更されている場合があります。
　詳しくは各店舗にお問合せください。
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和
菓
子
の

愉
し
み

湊
町
に
い
が
た
の
菓
子

日
本
に
は
四
季
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
和
菓
子
に
は
日
本
人
が
愛
で
て
き
た

自
然
や
季
節
感
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

移
ろ
う
季
節
の
ひ
と
と
き
に
込
め
ら
れ
た
想
い
。

繊
細
な
感
覚
で
多
彩
に
作
り
上
げ
る
熟
練
の
技
。

長
い
歴
史
の
中
で
地
域
の
文
化
に

培
わ
れ
、い
つ
も
人
の
そ
ば
に
。

笑
顔
を
作
り
、人
の
こ
こ
ろ
を

豊
か
に
し
て
く
れ
る
、

そ
ん
な
美
し
い
和
菓
子
探
訪
へ
。

　

栄
え
た
城
下
町
に
古
く
か
ら
上
質

な
菓
子
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。一
方
、湊
町
で
あ
っ
た
新
潟
の

菓
子
が
質
高
く
深
め
ら
れ
た
の
は
比

較
的
新
し
く
明
治
時
代
の
こ
と
で
す
。

　

文
明
開
化
の
頃
。時
代
が
新
し
い

風
を
運
び
、た
く
さ
ん
の
人
や
物
が
行

き
交
う
新
潟
に
は
菓
子
職
人
を
志
す

者
が
幾
人
も
現
れ
ま
し
た
。彼
ら
は

東
京
や
京
都
で
得
た
見
識
や
技
術
で

店
を
興
し
、積
極
的
に
洋
菓
子
の
要

素
を
取
り
入
れ
新
た
な
商
品
を
作
り

ま
し
た
。和
洋
折
衷
の
カ
ス
テ
ラ
や

オ
ー
ブ
ン
を
使
っ
た
焼
菓
子
な
ど
は
そ

の
一
例
で
、そ
れ
ら
に
対
し
て
和
菓
子

と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の

も
こ
の
時
期
で
す
。

　
新
し
い
菓
子
は
、在
郷
の
地
主
や
名

家
に
も
好
ま
れ
、大
量
の
式
菓
子
注
文

に
菓
子
店
は
大
忙
し
、川
船
に
お
菓
子

を
満
載
で
納
品
に
出
掛
け
た
と
い
う

逸
話
も
多
く
残
り
ま
す
。ま
た
、明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
は
女
性
の
間
で
教

育
と
し
て
茶
道
が
発
展
し
、頻
繁
に
開

催
す
る
茶
会
の
中
で
菓
子
文
化
を
盛

り
立
て
ま
し
た
。

　

当
冊
子
で
は
、こ
う
い
っ
た
時
代
に

礎
を
築
き
、現
在
ま
で
続
く
新
潟
市
中

央
区
の
老
舗
和
菓
子
店
を
ご
紹
介
し

て
い
ま
す
。伝
統
を
ベ
ー
ス
に
新
し
い
風

を
取
り
込
み
な
が
ら
進
化
し
て
い
く
、

新
潟
の
和
菓
子
に
今
注
目
が
集
ま
って

い
ま
す
。

C
O
L
U
M
N

1  ＞
4  ＞
5  ＞
8  ＞

里仙
丸屋本店
百花園
金巻屋

9  ＞
12  ＞
13  ＞
15  ＞

コラム ： 新潟と漆器
念吉
コラム ： 菓子とお茶
大学生茶道部レポート
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「
よ
く
お
客
様
か
ら『
餅
の
入
っ
た
も

な
か
を
く
だ
さ
い
』と
言
わ
れ
る
け

ど
、餅
は
入
っ
て
な
い
ん
だ
よ
ね
」と
微

笑
む
佐
藤
紳
一
取
締
役
社
長
。創
業

時
か
ら
作
っ
て
い
る
も
な
か
は
、店
の

代
名
詞
的
存
在
で
す
。粉
を
溶
い
て
焼

い
た
一
般
的
な
も
な
か
の
皮
と
違
い
、

こ
こ
で
は
新
潟
の
契
約
農
家
が
作
っ
た

餅
米
を
昔
な
が
ら
の
製
法
で
蒸
し
て

か
ら
の
し
、小
さ
く
切
っ
た
も
の
を
焼

き
上
げ
る
。こ
の
手
間
ひ
ま
が
、食
べ
た

時
に「
餅
が
入
っ
て
い
る
」と
言
わ
し
め

る
食
感
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

佐
藤
社
長
の
祖
父
に
あ
た
る
佐
藤

佐
吉
氏
が「
里
仙
」を
創
業
し
た
の
は

昭
和
２
年
で
、本
店
は
昔
も
今
も
同
じ

場
所
。「
店
名
は
本
家
の『
佐
藤
仙
』と

い
う
屋
号
に
由
来
し
ま
す
。初
代
は
粋

な
人
で
、近
く
に
住
む
會
津
八
一
に
書

を
習
い
に
行
っ
て
、パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字

を
書
い
た
り
、当
時
の
副
知
事
・
野
坂

相
如（
作
家
・
野
坂
昭
如
氏
の
父
）と

は
飲
み
仲
間
で
、包
装
紙
の
図
案
を

描
い
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
」

と
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
包
装
紙
を

指
す
。

　

暖
簾
を
引
き
継
ぐ
佐
藤
社
長
は
、

今
日
ま
で
菓
子
作
り
の
基
本
は
材
料

も
レ
シ
ピ
も
初
代
の
も
の
と
変
え
て
は

い
ま
せ
ん
。里
仙
の
商
品
に
は
保
存
料

は
入
っ
て
お
ら
ず
、餡
は
毎
日
そ
の
日

使
う
分
だ
け
を
炊
き
、す
べ
て
砂
糖
の

加
減
と
製
法
で
傷
み
に
く
い
よ
う
に
季

節
や
具
合
を
見
て
調
整
。さ
ら
に
も
な

か
は
し
っ
と
り
と
し
た
食
感
を
出
す
た

め
作
っ
て
か
ら
3
日
置
く
な
ど
、食
べ

ご
ろ
に
も
気
を
配
り
ま
す
。「
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
ば
ん
じ
ゅ
う（
仕
上
が
っ
た
お

菓
子
を
入
れ
る
箱
）を
使
え
ば
便
利
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、う
ち
は
木
の
も
の

を
使
う
。そ
う
す
る
と
焼
き
た
て
の
時

の
蒸
気
が
一
晩
経
っ
て
ま
た
戻
る
ん
で

す
よ
」い
い
も
の
っ
て
、そ
う
い
う
小
さ

な
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
、と
佐
藤
社
長
は
続

け
ま
す
。「
た
だ
、一
方
で
変
え
る
部
分

も
必
要
。そ
う
し
な
い
と
お
客
様
に
も

刺
激
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。今
は
コ
ー

ヒ
ー
と
和
菓
子
の
組
み
合
わ
せ
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
、ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ガ
ー

で
カ
ス
テ
ラ
を
作
っ
て
み
た
り
し
て
い

ま
す
。甘
み
が
柔
ら
か
く
な
っ
て
コ
ー

ヒ
ー
に
も
合
い
ま
す
よ
」現
代
の
人
も

楽
し
め
る
和
菓
子
を
作
る
た
め
に
、佐

藤
社
長
は
今
日
も
朝
5
時
、工
場
に

立
っ
て
い
ま
す
。

餡
も
こ
だ
わ
り
も

ぎ
っ
し
り
詰
め
て
。

さ
と
せ
ん

里

仙

LOCATION DATA

江南区沢海にある北方文化博
物館の分館。主屋は明治28年
の建築。枯山水の庭園が美し
く、會津八一が晩年に暮らして
いたことでも知られている。八
一の歌碑や歌書、また良寛の
書などを展示している。

＊新潟市中央区南浜通2番町562
＊025-222-2262

里　仙
＊新潟市中央区古町通13番町2850-1
＊025-228-9234
＊8:30～19:00（年中無休）
＊http://satosen.net

北方文化博物館
新潟分館
ほっぽうぶんかはくぶつかん にいがたぶんかん

栗かん
とても柔らかな食感が楽しめる棹
菓子。白あんの煉切りあんに和栗
がたくさん入っており、控えめな甘
さが栗の風味を一層引き立てま
す。10月から3月までの季節限定
商品です。

長
く
美
味
し
く
食
べら
れ
る
よ
う

保
存
料
は｢

砂
糖｣

の
み
。

初
代
か
ら
受
け
継
ぐ
経
験
と
技
。

御菓子／此の花〈里仙〉

「正月」

菓子丸皿／内側：呂色塗・回り縁：竹塗

春に咲く梅の花を別名「此の花」と呼ぶ。新年
の喜びと幸運を願い紅白に色分けをしたきん
とん（餡玉にそぼろ状の餡をつけたもの）
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新
潟
産
の
農
産
物
の

お
い
し
さ
を
お
菓
子
に

映
す
職
人
技
。

安吾 風の館 あんご かぜのやかた
（旧市長公舎）     

　
「
も
っ
と
新
潟
の
食
の
魅
力
・
お
菓

子
の
魅
力
を
文
化
と
し
て
発
信
し
て

い
き
た
い
し
、そ
の
必
然
性
も
感
じ
ま

す
。そ
の
た
め
に
は
新
潟
の
四
季
の
名

産
を
使
っ
た
お
菓
子
を
開
発
し
た
り
、

新
潟
の
文
化
財
施
設
と
も
ジ
ョ
イ
ン
ト

し
て
、和
菓
子
教
室
や
お
茶
会
を
開

い
た
り…

次
に
繋
が
っ
て
い
く
取
り
組

み
を
も
っ
と
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

丸
屋
本
店
の
四
代
目
と
し
て
、そ
し
て

新
潟
の
お
菓
子
業
界
全
体
を
見
据

え
、本
間
彊（
つ
と
む
）代
表
取
締
役

社
長
か
ら
溢
れ
る
言
葉
に
は
、並
々
な

ら
ぬ
想
い
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

新
潟
な
ら
で
は
の
素
材
と
し
て
ル・

レ
ク
チ
ェ
に
本
間
社
長
が
注
目
し
た
の

は
約
30
年
前
。「
新
潟
に
は
お
い
し
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
当
た
り

前
過
ぎ
て
、そ
の
良
さ
に
気
づ
い
て
い

な
い
部
分
が
多
々
あ
る
と
感
じ
ま
す
」

ル・レ
ク
チ
ェ
を
使
っ
た
お
菓
子
は
和
洋

合
わ
せ
て
現
在
５
種
類
、商
品
開
発
に

２
年
の
歳
月
を
か
け
た
村
松
栗
を
は

じ
め
、枝
豆･

さ
か
な
豆
、八
色
ス
イ

カ
、豊
栄
の
桃
太
郎
ト
マ
ト…

素
材
を

活
か
し
た
新
潟
な
ら
で
は
の
お
菓
子

を
形
に
す
る
の
は
、和
菓
子
と
洋
菓
子

ど
ち
ら
も
長
年
勤
め
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン

を
中
心
と
し
た
職
人
た
ち
で
す
。新
し

い
も
の
に
取
り
組
む
一
方
で
、和
菓
子

屋
と
し
て
の
芯
も
確
固
た
る
も
の
。

上
生
菓
子
に
込
め
る
の
は
、そ
の
時
の

季
節
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
先
の
季
節
感
。

例
え
ば
正
月
の
桜
餅
は
春
を
待
つ

心
。厳
し
い
冬
を
過
ご
す
新
潟
で
は
、

春
を
待
ち
わ
び
る
想
い
が
織
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
新
潟
名
菓
が
並
ぶ
丸
屋
本

店
の
店
舗
は
新
潟
市
内
に
限
っ
て
展

開
し
て
お
り
、す
べ
て
鮮
度
の
い
い
商

品
を
お
客
様
に
届
け
る
た
め
の
、工
場

か
ら
一
時
間
以
内
に
送
れ
る
距
離
。そ

の
な
か
で
も
本
店
は
、古
町
の
目
抜
き

通
り
・
柾
谷
小
路
に
位
置
し
て
い
ま

す
。も
と
も
と
は
細
い
路
地
に
面
し
て

い
ま
し
た
が
、昭
和
初
期
の
度
重
な
る

大
火
で
道
が
拡
張
し
、店
舗
の
前
ま
で

道
が
広
が
っ
た
そ
う
で
す
。店
舗
販
売

の
み
な
ら
ず
売
り
歩
い
て
苦
労
し
た
初

代
に
は
じ
ま
り
、丸
屋
本
店
は
、代
々

「
伝
統
と
は
革
新
の
連
続
で
あ
る
」と

言
う
言
葉
を
掲
げ
、普
遍
的
な
技
術

を
連
綿
と
繋
ぎ
な
が
ら
新
潟
に
根
を

張
り「
新
潟
の
和
菓
子
」の
道
を
拓
き

続
け
て
い
ま
す
。

お
菓
子
で
伝
え
る

新
潟
の
豊
か
な
食
文
化
。

ま
る
や
ほ
ん
て
ん

丸
屋
本
店

LOCATION DATA

大正11年に竣工した新潟市長
の邸宅。居住・執務、そして重
要な来賓を招く場として歴代市
長に使われていた。現在は西大
畑出身の坂口安吾の資料を展
示する「安吾風の館」として公
開されている。

＊新潟市中央区西大畑町5927-9
＊025-222-3062

童心菓匠 丸屋本店 
＊新潟市中央区東堀通6番町1038（古町十字路）
＊025-229-3335
＊9:30～20:00（年中無休）
http://www.maruyahonten.com

月宮殿
極上の手選り大納言から作る高級
あんを巻き込んだ濃厚なお菓子。表
面には米粉とあんを混ぜて蒸したも
のが巻かれており一口目は軽快で
しっとりとした印象です。代々受け継
がれた古法で作られる丸屋本店伝
統の一品です。（ご予約限定品）

御菓子／蕪〈丸屋本店〉

「早春」

菓子筥／内側：呂色塗・外側：錦塗

蕪の美しい季節、白い饅頭を割ると中は紅餡。
春に先駆けて食べて良し、愛でて良しの薯蕷
饅頭（生地に山芋粉を加え蒸したもの）
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東
京
で
菓
子
職
人
と
し
て
活
躍
し

て
い
た
太
田
新
太
郎
は
、そ
の
腕
を
見

込
ま
れ
て
新
潟
へ
。そ
し
て
明
治
15
年

に
営
所
通
に
開
い
た
店
が
百
花
園
で

す
。銘
菓
の
一
つ「
月
志
露
」は
三
代
目

の
時
に
誕
生
。当
時
は
栗
を
丸
ご
と
一

つ
使
っ
た
お
菓
子
は
な
く
、世
間
に
衝

撃
を
与
え
た
そ
う
で
す
。本
店
に
飾
ら

れ
て
い
る
お
菓
子
の
木
型
は
、そ
ん
な

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
お
菓
子
づ

く
り
を
偲
ば
せ
て
い
ま
す
。「
初
代
は

二
度
明
治
天
皇
に
和
菓
子
を
献
上
し

た
よ
う
で
す
。昔
こ
の
辺
り
は
お
菓
子

屋
さ
ん
が
隣
同
士
で
あ
る
ほ
ど
多
く
、

木
型
の
貸
し
借
り
も
あ
り
ま
し
た
」

と
、か
つ
て
の
様
子
を
懐
か
し
む
太
田

等
代
表
取
締
役
社
長
は
四
代
目
。

洋
菓
子
の
修
行
経
験
あ
り
と
い
う
経
歴

に
驚
く
と「
洋
菓
子
と
和
菓
子
が
一
つ

の
店
で
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、新
潟
の

菓
子
店
の
特
徴
。理
由
は
新
潟
で
は
冠

婚
葬
祭
で
和
洋
菓
子
を
合
わ
せ
た
式

菓
子
が
多
く
使
わ
れ
る
か
ら
な
ん
で

す
」と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。当
主
や

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、訪
れ

る
お
客
様
も
親
か
ら
子
へ
と
代
々
続
い

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

工
場
に
は
和
洋
合
わ
せ
て
10
人
の

職
人
が
お
り
、そ
の
中
に
は
40
年
以
上

勤
め
て
い
る「
匠
」の
姿
も
。季
節
や
歴

史
を
表
現
す
る
上
生
菓
子
は
、百
花

園
で
は
女
性
の
職
人
が
中
心
と
な
っ
て

ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
う
こ
と
で
、か

わ
い
ら
し
さ
も
加
わ
り
ま
す
。使
わ
れ

る
こ
と
が
稀
な
青
色
も
最
近
は
取
り

入
れ
る
な
ど
、現
代
的
な
要
素
を
上
手

く
融
合
で
き
る
の
は
、や
は
り
伝
え
継

が
れ
て
き
た
独
創
性
豊
か
な
技
が
あ
っ

て
こ
そ
で
す
。

　

そ
ん
な
創
業
130
年
を
越
え
る
老
舗

に
近
年
、新
風
が
吹
き
込
ん
で
い
ま

す
。「
五
代
目
に
あ
た
る
長
男
が
修
行

を
終
え
、若
い
感
性
で
思
い
が
け
な
い

意
見
を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
く
れ
ま
す

ね
」し
か
し
一
度
に
変
え
る
の
は
難
し

い
の
で…

と
口
で
は
困
り
な
が
ら
も
、

頼
も
し
い
跡
継
ぎ
の
存
在
に
目
を
細

め
る
太
田
社
長
。今
回
紹
介
の「
に
い

が
た
季
寄
せ
」も
五
代
目
作
。「
若
い

人
に
も
食
べ
て
欲
し
い
」と
い
う
想
い

か
ら
新
潟
の
四
季
の
素
材
を
用
い
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
も
か
わ
い
ら
し
い
モ
ダ
ン

な
お
菓
子
で
す
。初
代
が「
心
の
栄

養
」と
説
い
た
和
菓
子
を
、百
花
園
は

代
を
重
ね
、過
去
か
ら
現
在
、そ
し
て

未
来
へ
と
し
な
や
か
に
時
代
に
寄
り
添

い
な
が
ら
伝
え
て
い
き
ま
す
。

時
代
に
新
し
い
提
案
を

投
げ
か
け
続
け
る
。ひ

ゃっ
か
え
ん

百
花
園

砂丘館 さきゅうかん
（旧日本銀行新潟支店長役宅）

LOCATION DATA

昭和8年に日本銀行新潟支店
長の「役宅」として建てられた
近代和風住宅と日本庭園が建
設当初の姿のまま、芸術・文化
の施設に生まれ変わった。年間
を通じさまざまな企画展やコン
サート、イベントを開催している。

＊新潟市中央区西大畑町5218-1
＊025-222-2676

百花園
＊新潟市中央区営所通1-321
＊025-222-4055
＊9:00～19:00（年中無休）
＊http://www.o-hyakkaen.com

にいがた季寄せ
春の越後姫、夏の新潟茶豆、秋の
おけさ柿、冬のルレクチェ。季節ごと
の農産物を白あんと合わせた羊羹
に練り上げ最中種に挟んだお菓子。
詰め合わせの箱も可愛らしいデザ
インです。

季
節
が
吹
き
込
ま
れ
た

か
わ
い
ら
し
い
お
菓
子
に

心
が
和
む
。

御菓子／みつば餅〈百花園〉

「弥生」

菓子皿／長板：石目塗

草木の芽ぶく弥生、緑のこなし（薯蕷粉を蒸し
手でもむ）を三つ折りに、中を紅外郎（米粉を
蒸したもの）霰を散らし雛に見たてる。
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上
古
町
に
は
、一
軒
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

の
な
い
和
菓
子
屋
が
あ
り
ま
す
。店
内

は
訪
れ
た
人
が
店
員
の
説
明
を
隣
で

聞
き
な
が
ら
眺
め
ら
れ
る
、丁
度
い
い

高
さ
の
台
に
お
菓
子
が
ず
ら
り
。コ
ン

セ
プ
ト
は「
白
山
神
社
の
茶
屋
」。一
角

に
は
和
の
風
情
に
く
つ
ろ
ぎ
な
が
ら
和

菓
子
を
ゆ
っ
く
り
い
た
だ
け
る
ス
ペ
ー

ス
も
。そ
れ
が
、明
治
4
年
創
業
の
金

巻
屋
で
す
。

　

金
巻
屋
は
現
在
こ
そ
商
品
の
ほ
と

ん
ど
が
和
菓
子
で
す
が
、昭
和
40
年
代

〜
50
年
代
に
か
け
て
洋
菓
子
に
も
力

を
入
れ
て
い
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

「
30
年
前
の
改
装
前
は
和
菓
子
と
洋

菓
子
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
が
並
ん
で
い
た

ん
で
す
よ
」と
教
え
て
く
れ
た
の
は
、

金
巻
屋
四
代
目
・
金
巻
栄
作
代
表
取

締
役
社
長
。「
し
か
し
修
行
先
の
ア
ド

バ
イ
ス
も
あ
り
、私
の
代
で
和
菓
子
に

絞
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
」洋
菓
子
は

重
ね
る
文
化
で
、和
菓
子
は
包
む
文
化
。

包
ん
で
表
面
に
模
様
を
入
れ
て
中
身

を
見
せ
た
り
、割
っ
て
見
せ
た
り…

ぼ

か
し
と
い
う
の
も
和
菓
子
な
ら
で
は
。修

業
先
か
ら
戻
っ
た
金
巻
青
年
は
、そ
ん

な
和
菓
子
の
魅
力
を
伝
え
る
べ
く
、当

時
の
金
巻
屋
で
は
作
っ
て
い
な
か
っ
た

上
生
菓
子
を
始
め
ま
す
。そ
し
て
お
菓

子
へ
の
要
望
を
聞
く
の
も
、お
菓
子
を

考
案
す
る
の
も
金
巻
社
長
の
ワ
ン
ト
ッ

プ
で
期
待
に
答
え
て
く
れ
る
と
評
判
に
。

今
で
は
流
派
を
問
わ
ず
お
茶
席
か
ら

の
注
文
が
多
く
、市
民
茶
会
な
ど
に
も

提
供
す
る
程
金
巻
屋
の
上
生
菓
子
は

認
知
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
店
で
作
ら
れ
る
お
菓
子
は
、年
間

約
300
種
類
。そ
ん
な
お
菓
子
づ
く
り
の

中
心
に
据
え
る
想
い
は「
素
材
や
モ

チ
ー
フ
で
新
潟
を
伝
え
る
こ
と
」。確
か

に
店
内
に
は
、山
芋
の
モ
チ
モ
チ
し
た

食
感
が
楽
し
い「
米
万
代
」や
良
寛
を

テ
ー
マ
に
し
た
も
の
な
ど
、新
潟
を
想

わ
せ
る
商
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

近
年
で
は
上
古
町
に
集
う
若
者
向
け

に
ぽ
っ
ぽ
焼
き
の
よ
う
な
生
地
に
ク

リ
ー
ム
を
合
わ
せ
た「
カ
ミ
フ
ル
ぽ
っ

ぽ
」を
発
売
。上
古
町
の
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
コ
ラ
ボ
す
る
な
ど
新
し
い
試
み
も
取

り
入
れ
た
ヒ
ッ
ト
商
品
で
す
。「
色
々
な

新
潟
の
人
た
ち
と
協
力
し
な
が
ら
や
っ

て
い
き
た
い
で
す
ね
。和
菓
子
は
五
感

で
味
わ
え
る
も
の
な
の
で
食
べ
て
、触
っ

て…

『
聞
く
』と
い
う
の
も
、名
前
を

聞
く
と
お
菓
子
へ
の
理
解
が
深
ま
る

し
、な
お
さ
ら
美
味
し
く
な
る
と
思
い

ま
す
」

LOCATION DATA

昭和の石油王といわれた新津
恒吉が昭和13年に外国人用
の迎賓館として建てた西洋館。
県内で初めて国登録有形文化
財建造物の認定を受けている。
館内では随時、所蔵品の展示
を行っている。

＊新潟市中央区旭町通1番町754-34
＊025-228-5050

人
と
街
と
文
化
を

和
菓
子
で
繋
い
で
144
年
。

か
ね
ま
き
や

金
巻
屋

美豆伎庵 金巻屋
＊新潟市中央区古町通3番町650
＊025-222-0202
＊9:00～18:00（年中無休）
＊https://www.facebook.com/kanemakiya

米万代
粒餡を山芋と餅米粉をベースにした
蓬入りの生地で包んで蒸し上げた一
口タイプのお饅頭。とろりともっちり、
二つの食感が絶妙です。菓銘は萬
代橋の渡りはじめの唄「米万代」（で
きあよろずよ）に由来します。

新津記念館
にいつきねんかん

流
派
を
越
え
て

お
茶
の
世
界
で
評
価
さ
れ
る

確
か
な
技
・
味
・セ
ン
ス
。

御菓子／唐衣〈金巻屋〉

「初夏」

菓子丸皿／青貝塗

伊勢物語の和歌より「杜若」を意匠にした。
外郎生地ではんなりした風情の豊かさと変塗
皿にシャンデリアの輝きが写し込まれる。
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新潟市漆器同業組合
＊新潟市中央区営所通1番町329
＊025-265-2968
＊http://www.nuridon.com/

LOCATION DATA

西大畑地区の緑化スポットの
中心に位置する美術館。向かい
には西大畑公園があり景観の
良さと前川國男設計のオリーブ
グリーンの落ち着いた建物が市
民に親しまれている。さまざまな
ジャンルの企画展の他、新潟ゆ
かりの作家や近現代美術を中
心にしたコレクション展を開催。
天気の良い日は野外彫刻の散
歩道を散策するのもおすすめ。

＊新潟市中央区西大畑町5191-9
＊025-223-1622

和
菓
子
C
O
L
U
M
N

01

}

 

　

 

{

新
潟
と
漆
器

　
「
新
潟
漆
器
」を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　

新
潟
の
も
の
づ
く
り
と
言
え
ば
、村
上
の

堆
朱
や
燕
や
三
条
の
金
物
、加
茂
の
桐
箪
笥

や
佐
渡
の
鋳
金
な
ど
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。け
れ
ど
も
こ
こ
新
潟
市
の
中

央
区
で
も
、か
つ
て
は
多
く
の
職
人
が
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
づ
く
り
を
し
て
い
ま
し
た
。新
潟
漆

器
は
そ
ん
な「
新
潟
の
も
の
づ
く
り
」の
伝
統

を
今
に
伝
え
る
工
芸
品
で
す
。

　
新
潟
で
の
漆
器
製
作
は
江
戸
時
代
、秋
田

か
ら
春
慶
塗
が
伝
え
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と

言
わ
れ
ま
す
。そ
の
後
、町
中
に
椀
店
と
呼
ば

れ
る
塗
り
物（
漆
器
）の
専
売
地
区
が
定
め
ら

れ
、蒔
絵
の
技
法
か
ら
発
展
し
た
磯
草
塗
や

金
磨
塗
な
ど
の
技
法
が
生
ま
れ
、江
戸
時
代

末
期
に
は
江
戸
、大
阪
、北
海
道
に
も
販
路
を

広
げ
る
日
本
有
数
の
漆
器
産
地
と
な
り
ま
し

た
。明
治
期
に
始
ま
っ
た
竹
塗
は
、漆
器
を
竹

製
品
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
変
塗
の
一
種
で

す
。変
塗
は
当
時
全
国
で
行
わ
れ
、さ
ま
ざ
ま

な
素
材
に
模
し
て
人
を
驚
か
せ
る
、遊
び
心

豊
か
な
技
法
で
し
た
が
、今
で
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。新
潟
の
竹
塗
は
こ
の

変
塗
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
を
現
代
に
伝

え
る
も
の
と
し
て
近
年
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治・大
正
期
に
は
4
0
0
人
も
い
た
と
い

う
職
人
数
も
、時
代
の
変
化
と
と
も
に
減
少

し
、生
産
規
模
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、近
年
新
潟
漆
器
が
国
の
伝
統

的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
、新
潟
漆
器
同
業
組

合
が
結
成
、若
手
職
人
た
ち
の
新
た
な
挑
戦

も
始
ま
り
ま
し
た
。一
昨
年
に
は
新
し
い
平
成

の
変
塗
と
し
て
金
属
に
擬
し
た「
朧
銀
塗
」が

新潟市美術館
にいがたしびじゅつかん

御菓子／若葉蔭〈丸屋本店〉

「盛夏」

菓子丸皿／朧銀塗

朧銀皿に梶の葉を添えた琥珀羹（寒天に甘味
を加え固めたもの）。水面に浮かぶ青葉の蔭に
金魚が泳ぎ涼を呼ぶ、夏ならではのお菓子。

ま
き
え

い
そ
く
さ

き
ん
ま

お
ぼ
ろ
ぎ
ん

た
け

か
わ
り

発
表
さ
れ
て
、大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

　
「
器
は
料
理
の
着
物
」と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。こ
の
冊
子
は
新
技
法
の
朧
銀
塗
を

は
じ
め
、竹
塗
、錦
塗
、石
目
塗
、青
貝
塗
な

ど
の
伝
統
技
法
に
よ
る
新
潟
漆
器
に
新
潟
の

和
菓
子
を
乗
せ
、中
央
区
の
文
化
施
設
を
背

景
に「
安
吾 

風
の
館
」館
長
で
写
真
家
で
あ

る
坂
口
綱
男
氏
が
撮
り
下
ろ
し
た
写
真
で
構

成
し
ま
し
た
。

菓子丸皿／
内側：呂色塗・回り縁：竹塗→ｐ2

菓子皿／長板：石目塗→ｐ6

わ
ん
だ
な

江
戸
時
代
に
は
、日
本
有
数
の

産
地
だ
っ
た
漆
器
づ
く
り
。
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あ
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
の

お
い
し
さ
の
秘
密
は
、

「
ク
ラ
ッ
シ
ュ
」に
あ
り
。

　

結
婚
式
で
も
ら
っ
た
引
き
出
物
の

箱
の
紐
を
ほ
ど
く
と
、た
っ
ぷ
り
詰
ま
っ

た
和
菓
子
と
洋
菓
子
の
登
場
に
思
わ

ず
顔
が
ほ
こ
ろ
ぶ
。新
潟
に
暮
ら
す
人

で
、こ
ん
な
経
験
が
あ
る
人
は
多
い
は

ず
。「
こ
れ
ほ
ど
立
派
な
式
菓
子
は
全

国
的
に
も
珍
し
く
、県
外
の
お
客
様
に

も
喜
ば
れ
ま
す
ね
」と
は
、全
国
菓
子

工
業
組
合
連
合
会
の
理
事
も
務
め
る
、

念
吉
の
三
代
目
代
表
取
締
役
会
長
の

佐
藤
恒
雄
さ
ん
の
言
葉
。そ
の
式
菓
子

の
中
で
も
よ
く
目
に
す
る
お
菓
子
の
ひ

と
つ
が
プ
ラ
リ
ネ
で
す
。「
初
め
て
作
っ

た
の
が
昭
和
40
年
代
。多
分
、新
潟
で

プ
ラ
リ
ネ
を
始
め
た
の
は
う
ち
が
最
初

だ
と
思
い
ま
す
」
使
わ
れ
る
ア
ー
モ
ン

ド
は
ス
ラ
イ
ス
さ
れ
て
い
る
も
の
が
主

流
で
す
が
、念
吉
で
は
風
味
を
重
視

し
、毎
日
そ
の
日
使
う
分
だ
け
を
ク

ラ
ッ
シ
ュ
。昔
は
職
人
が
包
丁
で
、現
在

は
開
発
し
た
専
用
の
機
械
で
砕
い
て
い

る
そ
う
。そ
の
こ
だ
わ
り
が
、「
プ
ラ
リ

ネ
と
言
え
ば
念
吉
」と
言
わ
れ
る
由
縁

の
よ
う
で
す
。

　

場
所
は
、日
本
書
紀
に
も
登
場
す
る

新
潟
の
湊
町
で
あ
り
、近
年「
発
酵
の

街
」と
し
て
注
目
を
集
め
る
沼
垂
。念

吉
は
こ
の
町
内
で
の
移
転
を
経
な
が
ら

明
治
30
年
の
創
業
以
来
、約
120
年
に

渡
り
暖
簾
を
構
え
る
老
舗
で
す
。長

年
に
渡
っ
て
多
彩
な
お
菓
子
を
提
供

し
、近
年
で
は
新
潟
な
ら
で
は
の
素
材

と
し
て
米
粉
に
注
目
し
て
い
る
と
の
こ

と
。も
と
も
と
薯
蕷
饅
頭
に
使
う
上
新

粉
な
ど
の
米
粉
は
使
っ
て
い
ま
し
た

が
、ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
人
も
お
菓
子

を
楽
し
め
る
素
材
と
し
て
、焼
き
ド
ー

ナ
ツ
な
ど
の
洋
菓
子
に
も
応
用
し
て
い

ま
す
。

「
先
代
は『
余
計
儲
か
ら
な
い
か
ら
続

け
て
い
る
』と
言
っ
て
い
ま
し
た（
笑
）。

派
手
な
こ
と
は
せ
ず
、コ
ツ
コ
ツ
と
。口

に
入
る
も
の
だ
か
ら
評
価
は
厳
し
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、嘘
を
つ
か
な
い
仕
事
で

今
の
時
代
ま
で
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。私
は
剣
道
を
嗜
み
ま
す

が
、洗
練
さ
れ
た
日
本
独
特
の
精
神

は
、和
菓
子
に
も
通
じ
る
も
の
を
感
じ

ま
す
」そ
う
語
る
佐
藤
会
長
の
口
元
か

ら
も
、そ
の
実
直
さ
を
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。職
人
が
一
人
前
に
な
る
に
は

10
年
か
か
る
と
い
わ
れ
る
和
菓
子
の
世

界
。「
職
人
だ
け
で
は
な
く
、お
茶
を

嗜
む
人
を
は
じ
め
と
し
た『
味
わ
う

人
』も一
緒
に
育
て
て
い
く
、そ
れ
が
和

菓
子
の
文
化
だ
と
思
い
ま
す
ね
」

慶
事
に
、日
常
に
、

笑
顔
を
届
け
る
老
舗
。ね

ん
き
ち

念

吉

旧齋藤家別邸
きゅうさいとうけべってい

LOCATION DATA

新潟の豪商 齋藤喜十郎が大
正7年に迎賓のために建てた
別荘。砂丘地形を利用した池
泉回遊式庭園は深山の趣きを
感じさせる。庭園と建物を一体
ととらえる「庭園一如」の趣向
で作られた開放的な座敷から
の眺望が心地よい。

＊新潟市中央区西大畑町576番地
＊025-210-8350

念　吉
＊新潟市中央区沼垂東3丁目2-2
＊025-244-5630
＊9:00～19:00（元日のみ休業）
＊http://www.nenkichi.com

プラリネ
香ばしいアーモンドと懐かしさを感
じるスポンジ・ジャムの組合わせが
愛されてやまない念吉の代名詞的
なお菓子。特徴的なクラッシュアー
モンドは作るその日に挽き、風味を
大切にしています。

御菓子／竜田〈念吉〉

「霜月」

菓子丸皿／根来塗

万葉集に歌われる紅葉の名所竜田川。山を
染めた情景を一枚の楓で表す煉り切り（白餡
に砂糖、山芋、みじん粉を加え練ったもの）。
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LOCATION DATA

新潟大学の学術系・美術系
展示を行う入館無料の展示
館。昭和4年の建築で外観は
古色美しいスクラッチタイル。
新潟市域に現存する鉄筋コン
クリート造の建物としては最古
級で国の登録有形文化財と
なっている。

＊新潟市中央区旭町通2番町746
＊025-227-2260

和
菓
子
C
O
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{

菓
子
と
お
茶

お
茶
と
と
も
に
歩
ん
だ

和
菓
子
の
文
化

　

か
つ
て
菓
子
は
果
子
と
も
書
き
、果
物

や
木
の
実
を
指
し
て
い
ま
し
た
。

　

加
工
し
て
作
ら
れ
る
菓
子
は
、日
本
で

は
奈
良
・
平
安
時
代
に
中
国
よ
り
唐
菓
子

が
宮
中
や
寺
院
に
納
め
ら
れ
た
の
が
は
じ

ま
り
と
言
わ
れ
ま
す
。そ
の
後
京
都
で
茶

席
と
と
も
に
発
展
し
、元
禄
時
代
の
公

家
、武
家
、上
層
町
人
に
担
わ
れ
た
茶
会

や
連
歌
の
会
で
は
、菓
子
屋
に
特
別
注
文

さ
れ
た
菓
子
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。

見
た
目
も
芸
術
的
に
意
匠
化（
デ
ザ
イ
ン
）

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、古
典
文
芸
な
ど
に

ち
な
ん
だ
雅
な
名
前
が「
菓
銘
」と
し
て

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

当
初
は
男
性
中
心
だ
っ
た
茶
の
湯
の
文

化
も
、明
治
以
後
は
女
学
校
教
育
に
よ
る

婦
女
子
の
教
養
と
し
て
全
国
に
広
ま
り
ま

し
た
。

　
こ
こ
新
潟
で
も
、昭
和
に
な
り
、戦
後
の

復
興
と
豊
か
な
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、

お
茶
に
親
し
む
人
々
が
増
え
、そ
れ
に
と
も

な
っ
て
、京
都
に
学
び
な
が
ら
切
磋
琢
磨

す
る
職
人
た
ち
の
手
に
成
る
生
菓
子
が
、

茶
席
で
大
い
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

全
国
で
も
っ
と
も
早
い
昭
和
25
年
に
始

ま
っ
た「
市
民
茶
会
」は
、参
加
者
数
が
全

国
一
と
言
わ
れ
る
時
代
も
あ
っ
た
ほ
ど
の
に

ぎ
わ
い
あ
る
催
し
に
成
長
し
ま
し
た
。現

在
も
新
潟
市
中
央
区
の
お
寺
や
文
化
施

設
、歴
史
や
由
緒
あ
る
建
物
、公
民
館
な

ど
を
会
場
に
、10
月
第
１
日
曜
日
に
開
催

さ
れ
、老
い
も
若
き
も
楽
し
め
る
交
流
の

御菓子／柚子餅〈金巻屋〉

「晩冬」

菓子角皿／朧銀塗

冬至に欠かせない柚子。黄金色に染めた道
明寺粉（水に浸し蒸した餅米を干し粗く引い
た）餅の温かさと皿、建物の金属感が妙味。

あさひまち展示館
あさひまちてんじかん

（新潟大学旭町学術資料展示館）

場
に
な
っ
て
い
ま
す
。当
日
は
新
潟
の
各

菓
子
店
に
よ
る
で
き
た
て
の
生
菓
子
が
、

菓
銘
と
と
も
に
一
堂
に
展
示
さ
れ
、参
加

者
た
ち
が
そ
れ
を
見
て
向
か
う
茶
席
を

決
め
る
と
い
う
、ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
も

見
ら
れ
ま
す
。

　

茶
会
は
五
感
の
芸
術
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
な
か
で
も
和
菓
子
は
、季
節
を
表
現

し
た
美
し
い
色
や
形
、イ
メ
ー
ジ
、菓
銘
の

響
き
な
ど
で
、視
覚
や
聴
覚
を
、そ
し
て
味

覚
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
重
要
な
一
品
で

す
。日
本
が
生
ん
だ
こ
の
素
晴
ら
し
い
文

化
を
、新
し
い
世
代
に
も
ぜ
ひ
伝
え
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

（
坪
井
蓉
子
・
生
活
文
化
研
究
家
）

み
や
び

か
め
い

せ
っ
さ
た
く
ま
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横
木　
そ
れ
ぞ
れ
デ
ザ
イ
ン
か
ら
名
前
ま
で
考
え
る
ん

で
す
よ
ね
？
ど
ん
な
ふ
う
に
？

曽
田　

こ
の
時
は
右
か
ら
、ハ
ロ
ウ
ィ
ン
２
種
、紅
葉
、

小
倉
山
、紫
苑
、満
月
猫
、冬
蔦（
写
真
①
）。茶
会
に

は
季
節
で
あ
っ
た
り
時
事
で
あ
っ
た
り
テ
ー
マ
を
設
定

し
ま
す
か
ら
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
考
え
ま
す
。北
陸
を

テ
ー
マ
と
し
た
茶
会
で
は「
カ
ニ
」と
い
う
の
も
あ
り
ま

し
た
。

北
沢　
あ
の
と
き
は
、カ
ニ
の
ハ
サ
ミ
ま
で
お
菓
子
屋
さ

ん
、よ
く
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

な
ん
だ
か
す
ご
く
楽
し
そ
う
な
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。

横
木　

部
員
全
員
と
は
い
え
、そ
れ
ぞ
れ
経
験
も
違
う

で
し
ょ
う
し
、入
部
し
て
い
つ
頃
か
ら
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
？

斎
藤　

6
月
に
開
催
さ
れ
る
開
学
記
念
茶
会
に
向
け
て
。

横
木　

入
部
し
て
す
ぐ
で
す
か
！？
一
年
生
で
は
ま
っ
た

く
わ
か
ら
ず
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
迷
わ
な
い
で
す
か
？

ど
う
や
っ
て
勉
強
し
て
い
る
の
？

西
脇　

和
菓
子
の
種
類
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
り
。

望
月　
わ
た
し
は
一
年
生
の
頃
は
季
語
を
ひ
た
す
ら
調

べ
て
い
ろ
い
ろ
ア
イ
デ
ィ
ア
を
練
っ
て
い
ま
し
た
。

中
田　

茶
会
で
は
お
客
様
へ
説
明
し
た
り
お
話
し
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
先
輩
た
ち
か
ら
聞
い

て
い
た
の
で
、自
分
の
今
迄
の
経
験
と
か
を
織
り
交
ぜ

て
考
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

曽
田　

お
菓
子
を
見
て「
斬
新
だ
ね
」と
び
っ
く
り
さ

れ
た
り
、お
客
様
の
反
応
は
い
つ
も
良
い
で
す
よ
。そ
の

場
も
和
み
ま
す
し
、会
話
も
広
が
り
ま
す
。

斎
藤　
「
心
に
残
る
お
も
て
な
し
」を
作
り
上
げ
る
事
が

「
部
の
カ
ラ
ー
」と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
、お
客

様
に
伝
わ
る
も
の
を
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
ん
で
す
。

横
木　
和
菓
子
、特
に
茶
席
で
い
た
だ
く
生
菓
子
な
ど
は

今
迄
の
普
通
の
生
活
だ
と
馴
染
み
が
薄
い
で
す
よ
ね
？

太
田　

大
学
で
茶
道
部
に
入
っ
て
か
ら「
こ
ん
な
に
美

味
し
い
も
の
か
」と
思
い
ま
し
た
。

北
沢　
お
茶
が
あ
る
こ
と
で
お
菓
子
の
美
味
し
さ
の
イ

ン
パ
ク
ト
も
強
く
感
じ
る
ね
。

中
田　

私
は
金
沢
出
身
で
す
が
、小
学
生
の
頃
お
菓

子
屋
さ
ん
へ
見
学
に
行
き
、和
菓
子
作
り
体
験
を
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
で
す
。金
沢
ら
し
い
で
す
ね
。

入
澤　

私
は
高
校
の
部
活
動
か
ら
茶
道
に
親
し
ん
で

き
ま
し
た
が
、高
校
の
頃
は
お
茶
を
使
わ
ず
水
だ
け
で

の
手
前
の
練
習
ば
か
り
で
し
た
。大
学
に
入
っ
て
か
ら
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
意
味
を
深
く
知
り
、考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

「
茶
道
部
女
子
あ
る
あ
る
」で
は
ア
ル
バ
イ
ト
先
に
お
菓

子
屋
さ
ん
を
選
ぶ
学
生
が
多
い
と
か
。見
た
目
で
選
ぶ

お
客
さ
ん
に
対
し
て
、自
身
の
知
識
や
経
験
で
味
の
説

明
な
ど
身
が
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。

横
木　
と
こ
ろ
で
お
菓
子
屋
さ
ん
に「
ム
チ
ャ
ぶ
り
」と

か「
面
倒
な
お
客
」と
か
思
わ
れ
て
な
い
？

斎
藤　
い
や
い
や
。お
菓
子
屋
さ
ん
と
の
打
合
せ
が
面

白
い
ん
で
す
っ
て
。

望
月　

お
菓
子
屋
さ
ん
に
ダ
メ
だ
し
さ
れ
る
こ
と
も

「
無
理
だ
ね
」と
あ
っ
さ
り
と
。で
も
職
人
さ
ん
が
ア
レ

ン
ジ
し
て
く
れ
た
り
。

ち
な
み
に
新
潟
大
学
茶
道
部
御
用
達
は
里
仙
さ
ん
だ

そ
う
で
す
。

横
木　

西
大
畑
界
隈
の
文
化
施
設
を
使
っ
て
年
一
回
開

催
さ
れ
て
い
る
学
生
茶
会
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

望
月　

県
内
の
大
学
茶
道
部
９
部
が
交
流
を
目
的
に

集
ま
る
茶
会
で
当
部
が
幹
事
を
し
て
い
ま
す
。庭
園
も

各
お
屋
敷
で
そ
れ
ぞ
れ
ア
レ
ン
ジ
や
印
象
が
違
う
し
、

そ
こ
へ
自
分
た
ち
な
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
ど
う
織
り

込
め
る
か
、い
ろ
い
ろ
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

斎
藤　

使
わ
せ
て
も
ら
う
場
所
は
参
加
各
部
の
相
談

で
決
め
る
の
で
毎
年
違
い
ま
す
。席
が
毎
年
違
う
と
い

う
の
は
、い
つ
も
違
っ
た
雰
囲
気
が
楽
し
め
る
と
い
う
こ

と
。席
か
ら
景
色
が
見
え
な
い
茶
室
の
場
合
は
、お
菓

子
で
景
色
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
工
夫
を
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

部
員
一
人
一
人
の
お
話
し
か
ら「
関
心
を
も
っ
て
取
り

組
み
、自
分
で
考
え
た
も
の
で
茶
会
を
す
る
」
と
い
う

姿
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。そ
し
て
、先
輩
た
ち
が
し
っ

か
り
と
考
え
を
持
っ
て
、そ
れ
を
後
輩
た
ち
に
伝
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
。

望
月　
み
ん
な
が
入
部
時
か
ら
主
体
的
に
取
組
み
、２

年
生
に
な
る
と
早
々
に
ま
と
め
役
を
任
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
当
部
の
特
徴
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ほ
と
ん
ど

の
茶
会
を
２
年
生
中
心
で
運
営
し
て
い
ま
す
。

一
つ
一
つ
が
貴
重
な
経

験
に
な
っ
て
い
ま
す
。

＊
聞
き
手
／
横
木
剛（
旧
齋
藤
家
別
邸
）

新
潟
の
若
い
世
代
に
受
け
継
が
れ
る

お
茶
と
和
菓
子
の
今
。

写真① ： 昨秋の創部茶会、学生茶会に向けての試作見本。

R E A L  R E P O R T

大 学 生 茶 道 部 レ ポ ート

茶
と
和
菓
子
を
身
近
で
楽
し
む
若
い
世
代
の
皆
さ
ん
。新
潟
大
学
茶

道
部
の
練
習
に
お
邪
魔
し
て
、日
々
の
部
活
動
や
和
菓
子
に
つ
い
て
お

話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。新
潟
大
学
茶
道
部
は
石
州
流
。今
年
で
創
部
69
年
を

数
え
る
歴
史
あ
る
部
で
す
。新
潟
大
学
に
は
他
に
も
裏
千
家
、表
千
家
、江
戸

千
家
各
流
派
の
茶
道
部
が
あ
り
、ど
の
部
も
熱
心
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
日
は
1
月
上
旬
と
い
う
こ
と
で
卒
業
研
究
や
成
人
式
な
ど
が
重
な
り
参

加
部
員
は
少
な
く
一
年
生
中
心
。総
勢
25
名
の
部
員
の
う
ち
、練
習
の
合
間
に

7
名
の
皆
さ
ん
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

顧
問
の
北
沢
先
生
は「
茶
会
に
向
け
全
員
が
デ
ザ
イ
ン
案
を
出
し
、数
点
に

絞
っ
た
も
の
を
お
菓
子
屋
さ
ん
に
試
作
し
て
も
ら
い
ま
す
。そ
の
見
本
を
見
て

最
終
的
に
皆
で
決
め
ま
す
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。こ
れ
は
面
白
い
お
話
し
が
聞

け
そ
う
で
す
。

大学生茶道部
レポート

REAL REPORT

年末年始で帰省した
部員たちのお土産もあって、
楽しいお菓子トークでした。

お

＊当日お話を伺った方
新潟大学茶道部
入澤杏里〈一年生〉
太田成美〈一年生〉
曽田敦美〈三年生〉
斎藤朋実〈四年生〉（敬称略）
顧問 ： 北沢和夫先生

中田穂乃花〈一年生〉
西脇佳那〈一年生〉
望月麻衣〈三年生〉
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