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守るべきは
もてなしの心

虎
屋
に
と
っ
て
の
も
て
な
し

当
社
は
創
業
４
８
０
年
と
な
る
和
菓

子
店
で
す
。
室
町
時
代
に
京
で
商
い
を

始
め
、
明
治
維
新
の
と
き
に
東
京
に
移

っ
て
き
ま
し
た
。
当
時
の
店
主
、
12
代

光
正
は
、
明
治
天
皇
の
お
供
を
し
て
未

知
の
土
地
東
京
へ
向
か
う
の
か
、
そ
れ

と
も
京
都
に
残
る
の
か
、
大
変
難
し
い

決
断
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
明
治
維
新

時
の
東
京
遷
都
に
対
す
る
、
御
所
御
用

の
菓
子
司
と
し
て
の
決
意
の
表
れ
が
、

東
京
進
出
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

喫
茶
が
公
家
や
武
家
だ
け
で
な
く
、

商
家
の
富
裕
階
層
に
も
た
し
な
み
と
し

て
浸
透
し
た
江
戸
時
代
に
は
、
茶
の
も

て
な
し
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
大

き
く
発
展
し
て
い
ま
す
。
虎
屋
は
「
和

菓
子
と
茶
」
と
い
う
、
日
本
の
食
と
か

た
ら
い
に
欠
か
せ
な
い
様
式
と
と
も
に

歩
ん
で
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

虎
屋
に
と
っ
て
の
「
も
て
な
し
の
心
」

は
、
江
戸
時
代
の
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
和
菓
子
そ
の
も
の

は
、
小
さ
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
中
に
は
実
に
い
ろ
い
ろ
な
物
語
が
織

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
も
て

な
し
や
交
流
が
芽
生
え
る
点
は
、
い
つ

の
時
代
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
今
お
出
し
し
て
い
る

「
寒
紅
梅

か
ん
こ
う
ば
い

」
と
い
う
お
菓
子
は
、
１
７

７
０
年
に
御
好

お
こ
の
み

寒
紅
梅
と
し
て
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。
当
社
に
は
、
菓
子
の

黒
川
光
博

く
ろ
か
わ
み
つ
ひ
ろ

虎
屋
17
代
当
主
　
代
表
取
締
役
社
長

守
る
べ
き
伝
統
は
も
て
な
し

伝
統
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
守
っ
て

い
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
い
つ
の
時
代
に
も
、
伝
統
を
守

る
た
め
に
は
、
革
新
が
伴
わ
な
い
と
廃

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
、
言
葉
で
は
簡
単
に
言
え
る
の
で

す
が
、
で
は
、
何
が
守
る
べ
き
も
の
な

の
か
。
何
を
革
新
す
る
の
か
。
い
ざ
実

行
し
よ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
難
し

い
。
何
が
伝
統
を
守
る
た
め
の
革
新
で

あ
っ
た
の
か
は
、
結
局
は
、
結
果
論
で

し
か
わ
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
が
現
在
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
し

て
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
お
客
様
に
対
す
る
お
も
て
な
し
の
心
」

で
す
。

和
菓
子
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
お

も
て
な
し
を
す
る
か
。
お
客
様
に
対
し

て
ど
れ
だ
け
誠
意
を
も
っ
た
仕
事
が
で

き
る
か
。
こ
の
点
は
変
え
る
べ
き
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
方
、

そ
の
結
果
と
し
て
味
や
形
な
ど
変
わ
っ

て
も
、
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。

「
味
は
変
え
ま
せ
ん
」
と
言
え
ば
古
い

店
ら
し
く
響
き
も
良
い
で
し
ょ
う
が
、

い
く
ら
「
昔
か
ら
の
味
が
良
い
」
と
言

っ
て
も
、
実
際
に
「
い
ま
」
召
し
上
が

る
方
が
お
い
し
い
と
思
っ
て
い
た
だ
か

な
け
れ
ば
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
、「
味
は
変
わ
っ
て

絵
、
材
料
を
記
し
た
古
い
絵
図
帳
が
残

っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
菓
子
も
お
客

様
に
お
出
し
し
て
い
ま
す
。
名
前
は
当

時
と
一
緒
で
す
し
、
製
法
も
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
時
は
砂

糖
が
貴
重
品
で
あ
り
、
薬
と
捉
え
ら
れ

て
い
た
く
ら
い
の
時
代
で
す
の
で
、
現

在
ほ
ど
甘
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

ま
た
、
当
店
に
は
「
掟
書

お
き
て
が
き

」
と
い
う

古
い
史
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
天
正
年

間
（
１
５
７
３
〜
１
５
９
２
）
か
ら
伝

わ
る
掟
書
を
、
９
代
目
・
黒
川
光
利
が

文
化
２
年
（
１
８
０
５
）
に
自
ら
書
き

改
め
た
も
の
で
、
15
ヵ
条
か
ら
な
っ
て

い
ま
す
。

「
町
で
会
っ
た
お
客
様
に
も
丁
寧
に
ご

挨
拶
せ
よ
」
と
か
、「
女
性
や
子
ど
も

さ
ん
が
お
使
い
に
見
え
る
だ
ろ
う
が
、

丁
寧
に
応
対
を
せ
よ
」、「
お
客
様
か
ら

人
の
噂
ば
な
し
な
ど
が
出
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
我
々
の
ほ
う
か
ら
そ
う
い
う

話
を
し
て
は
い
け
な
い
」「
店
の
仕
事

は
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
を

生
か
し
て
励
み
な
さ
い
」「
目
下
の
者

へ
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
や
り
、
目
上
の

者
の
手
落
ち
に
気
が
つ
い
た
ら
遠
慮
し

な
い
で
注
意
し
あ
う
こ
と
」
な
ど
、
い

わ
ば
店
員
の
マ
ナ
ー
を
記
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
「
も
て
な
し
の
た
め
の
心
構

え
」
と
同
様
の
こ
と
を
、
何
百
年
も
前

か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
和

菓
子
に
求
め
て
き
た
こ
と
は
、
今
も
昔

も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
い
た
し
ま
す
。

1770年に菓銘の記録が残る生菓子「寒紅梅」

菓子における伝統と革新
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守るべきはもてなしの心

も
い
い
」
と
申
し
上
げ
る
わ
け
で
す
。

長
く
商
売
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
虎
屋

の
歴
史
と
い
う
味
の
幅
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
、
時
代
ご
と
に
異
な
る
「
一

番
の
美
味
し
さ
」
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

味
が
変
わ
る
と
は
？

今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
、
あ
る
お
客
様

か
ら
、「
黒
砂
糖
を
使
う
羊
羹
の
味
が

淡
泊
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指

摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
当
社
と
し
て
は
覚
え
が
な
い
こ
と

で
し
た
の
で
、
調
べ
て
み
た
の
で
す
。

当
時
、
黒
砂
糖
を
つ
く
っ
て
い
た
沖
縄

の
職
人
さ
ん
に
そ
の
話
を
し
ま
し
た
ら
、

「
で
は
、
昔
な
が
ら
の
製
法
で
つ
く
っ

て
み
ま
し
ょ
う
」
と
、
昔
の
黒
砂
糖
を

つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
用
い

て
羊
羹
を
つ
く
っ
て
み
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
現
代
の
嗜
好
と
ま
っ
た
く
合
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
も
甘
さ
が
き
つ

い
の
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
今
の
機
械
は
サ

ト
ウ
キ
ビ
の
精
製
度
が
高
く
、
ア
ク
が

除
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、「
あ
の

お
客
様
は
味
が
変
わ
っ
た
と
思
わ
れ
た

の
だ
な
」
と
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
長
い
時
間
の
中
で
は
、
技
術
も

生
活
も
変
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
つ
く
る

味
も
、
お
客
様
の
味
覚
も
ゆ
っ
く
り
と

変
わ
る
と
思
う
の
で
す
。
昔
と
比
べ
る

と
生
活
も
洗
練
さ
れ
、
お
客
様
の
嗜
好

を
虎
屋
の
「
守
る
べ
き
伝
統
」
と
考
え

て
よ
い
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、「
ど
う

し
て
も
守
ら
ね
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
」
と
も
思
う
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
和
菓
子
と
い
う
言
葉
に
こ
だ

わ
り
、
植
物
性
素
材
の
良
さ
は
人
一
倍

認
め
て
い
る
つ
も
り
で
す
か
ら
、
今
後

も
こ
だ
わ
り
続
け
る
つ
も
り
で
す
。
し

か
し
、「
お
客
様
へ
の
お
も
て
な
し
の

心
は
変
え
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
一

条
に
比
べ
る
と
、
多
少
は
変
え
て
も
良

い
部
分
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
和
菓
子
は
五
感
で
楽
し
む

芸
術
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
大
事
に

し
た
い
点
で
す
。
お
い
し
い
と
感
じ
る

名
前
、
つ
ま
り
、
耳
で
聞
い
て
和
菓
子

を
喜
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
心
は
、
い

つ
の
時
代
も
持
ち
続
け
た
い
と
思
い
ま

す
。「
寒
紅
梅
」
な
ど
、
昔
の
人
は
し

ゃ
れ
た
名
前
を
つ
け
ま
す
ね
。
和
菓
子
、

洋
菓
子
の
垣
根
が
な
く
な
っ
て
も
、
そ

の
よ
う
な
五
感
で
喜
ん
で
い
た
だ
く
心

に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。結

局
、
も
て
な
し
の
気
持
ち
が
ど
の

よ
う
に
表
れ
る
か
が
大
事
な
の
で
す
。

そ
こ
を
一
番
崩
し
た
く
な
い
。
和
菓
子

で
も
、
お
も
て
な
し
の
心
に
通
じ
る
部

分
は
残
す
。
そ
れ
が
、
伝
統
を
守
り
、

革
新
も
進
め
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
淡
泊
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
時
代
が
求
め
る
味
を
察

知
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
黒
砂
糖
の
例

の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
変
化
し
て
い

る
お
客
様
の
味
覚
を
後
か
ら
わ
か
る
こ

と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

パ
リ
で
菓
子
が
物
語
る

１
９
８
０
年
に
パ
リ
に
店
を
出
し
ま

し
た
。
将
来
、
和
菓
子
が
ど
う
な
る
の

か
を
考
え
続
け
て
い
た
こ
ろ
で
、
一
つ

海
外
で
自
由
な
発
想
を
し
て
み
よ
う
と

出
店
し
た
の
で
す
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
思
わ
れ
る
方
が
帰

り
際
に
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
抱
え
て
店
に

入
り
、
新
聞
を
見
な
が
ら
お
茶
と
和
菓

子
を
召
し
上
が
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

お
子
さ
ん
が
、「
家
族
で
旅
行
に
出
か

け
る
か
ら
、
今
日
は
た
く
さ
ん
モ
ナ
カ

が
ほ
し
い
」
と
店
員
と
話
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
を
見
る
と
、
や
は
り

う
れ
し
く
な
り
ま
す
し
、
感
慨
深
い
で

す
ね
。

パ
リ
で
売
れ
る
の
は
、
や
は
り
生
菓

子
で
す
。
例
え
ば
、「
こ
れ
は
寒
紅
梅

と
い
う
菓
子
で
、
日
本
に
は
四
季
が
あ

り
、
寒
い
冬
の
中
で
も
う
す
ぐ
春
が
来

る
こ
と
を
告
げ
る
紅
梅
を
名
前
に
し

た
」
な
ど
と
い
う
話
を
店
員
が
ご
説
明

す
る
と
、
お
客
様
も
興
味
を
持
っ
て
お

聞
き
に
な
る
。
小
さ
な
和
菓
子
一
つ
一

つ
に
そ
の
よ
う
な
「
物
語
性
」
が
あ
り
、

そ
の
方
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
お
も
て

な
し
の
心
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
国
が
異
な
っ
て
も
、
十
分

に
お
客
様
に
通
じ
て
い
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。

パ
リ
店
で
も
、
日
本
茶
を
扱
っ
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
よ
り
も
、

お
茶
と
と
も
に
お
菓
子
を
召
し
上
が
っ

て
い
る
方
の
ほ
う
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
お
菓
子
と
そ
れ
を
載
せ
る

器
と
の
相
性
を
大
事
に
し
て
い
る
こ
と

も
、
外
国
の
方
に
は
驚
き
の
よ
う
で
す

ね
。
菓
子
と
皿
の
と
り
あ
わ
せ
、
そ
う

い
う
も
の
を
日
本
人
は
大
切
に
し
、
そ

れ
が
お
も
て
な
し
の
心
の
表
れ
だ
と
い

う
気
持
ち
も
わ
か
っ
て
い
た
だ
い
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

パ
リ
で
和
菓
子
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
和
菓
子
の
将
来
に
つ

い
て
の
展
望
が
確
信
で
き
ま
し
た
。

「
和
菓
子
は
あ
り
の
ま
ま
、
昔
な
が
ら

で
あ
っ
て
も
、
大
変
に
魅
力
的
な
も
の

だ
。
和
菓
子
の
魅
力
に
垣
根
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

菓
子
に
垣
根
は
必
要
な
い

最
近
、「
な
ぜ
和
菓
子
と
洋
菓
子
を

区
別
す
る
の
か
」
と
と
き
ど
き
考
え
ま

す
。
和
菓
子
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
明
治
維
新
以
降
で
、
そ
れ
以
前

は
単
に
「
菓
子
」
で
し
た
。
昔
か
ら
あ

る
菓
子
と
、
新
し
く
西
洋
か
ら
入
っ
て

き
た
菓
子
を
は
っ
き
り
分
け
る
た
め
に

和
菓
子
、
洋
菓
子
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
、「
区
別
す
る
必
要
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
も
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
絵
の
世
界
で
も
、
油
絵
具

を
使
っ
た
日
本
画
が
あ
り
ま
す
。
菓
子

も
同
様
で
、
和
と
洋
の
垣
根
な
ど
、
将

来
は
な
く
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
ね
。

和
菓
子
の
大
き
な
特
徴
は
植
物
性
素

材
を
使
う
こ
と
で
、
虎
屋
で
は
、
植
物

性
素
材
で
新
製
品
を
つ
く
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。
ま
あ
、
そ
こ
が
難
し
い
と
こ

ろ
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
で
は
和
菓
子

９
代
目
黒
川
光
利
が
書
き
改
め
た
15
ヵ
条
か
ら
な
る

掟
書
　




