
技
術
に
惚
れ
選
ん
だ
修
業
先

販
売
も
学
び
家
業
を
継
ぐ

　

団
子
に
ど
ら
焼
き
、
鬼
ま
ん
じ
ゅ
う
。

和
菓
子
処 

三
好
屋
老
泉
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

に
は
40
種
類
の
生
・
焼
き
菓
子
が
並
び
ま

す
。
創
業
者
の
老
泉
め
ぐ
む恵
さ
ん
、
二
代
目
の

弘
さ
ん
と
肩
を
並
べ
和
菓
子
作
り
に
励
む

の
が
、
三
代
目
の
翔
太
さ
ん
で
す
。

　

店
は
翔
太
さ
ん
の
祖
父
・
恵
さ
ん
が
修

業
を
積
ん
だ
三
好
屋（
一
宮
市
）の
暖
簾
分

け
と
し
て
、50
年
前
に
創
業
。尾
張
旭
市
で

店
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、弘
さ
ん
が
店
に

入
っ
た
の
を
機
に
瀬
戸
店
を
オ
ー
プ
ン
。
今

は
瀬
戸
店
の
み
が
営
業
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
子
だ
っ
た
と
い
う
幼
少

期
の
翔
太
さ
ん
に
と
っ
て
、
店
は
家
で
あ

り
遊
び
場
の
よ
う
な
場
所
。
和
菓
子
は
身

近
な
存
在
で
し
た
。
祖
母
が
客
に
「
こ
の

子
が
三
代
目
だ
か
ら
」
と
幾
度
と
な
く
紹

介
さ
れ
育
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
祖
母

は
８
年
前
に
他
界
。
翔
太
さ
ん
は
周
囲
の

期
待
を
受
け
、
２
０
１
２
年
、「
東
京
製

菓
学
校 

和
菓
子
科
」
を
卒
業
し
ま
す
。
学

校
Ｏ
Ｂ
で
あ
り
数
々
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
受

賞
を
誇
る
広
島
県
呉
市
「
蜜
屋
」
の
明
神

宜
之
さ
ん
の
も
と
に
就
職
。
３
年
間
、
製

造
の
技
術
を
学
び
ま
し
た
。

　

昔
な
が
ら
の
職
人
気
質
が
根
付
く
和
菓

子
業
界
で
は
、
最
初
の
数
年
間
に
任
さ
れ

る
の
は
掃
除
だ
け
。
製
造
は
す
ぐ
経
験
で

き
な
い
の
が
慣
例
で
す
が
、
明
神
さ
ん
は

「
若
い
う
ち
か
ら
ど
ん
ど
ん
挑
戦
し
た
方

が
い
い
」
と
言
葉
を
か
け
、
弟
子
た
ち
の
和

菓
子
コ
ン
ク
ー
ル
出
展
を
後
押
し
し
ま
し

た
。「
『
店
に
あ
る
材
料
や
道
具
は
自
由
に

使
っ
て
い
い
。
ど
ん
ど
ん
勉
強
し
な
さ
い
』

と
環
境
を
与
え
て
く
れ
て
、
本
当
に
感
謝

し
て
い
ま
す
」
と
修
業
時
代
を
語
り
ま
す
。

information

はさみ菊 朱の小径
せと焼き（左）

焼き鬼まんじゅう（右）

わがしどころ みよしやおいずみ

■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／火曜

瀬戸市大坂町206-4

新商品などの情報はSNSで発信しています
Facebook… instagram…「和菓子処-三好屋老泉」で検索 @01_zumi

和菓子処 三好屋老泉
0561-82-8891TEL

ふわっと焼いた、生地の優しい食感が特
徴のせと焼き。しっとりとしたスイートポテ
トのような味わいの鬼まんじゅう

練りきりで作るはさみ菊は、細工ばさみで
切り出したもの。主に教室などで展示さ
れる

朱色と小豆色の蒸しカステラ。中に大
納言と刻んだ栗を入れ、赤津地区の情
景を表現している

コンテスト用に仕上げた和菓子。これら５種が一皿に盛られて完成する

細
工
鋏
を
使
い
丁
寧
に
和
菓
子
を
仕
上
げ
て
い
く
老
泉
翔
太
さ
ん
。

手
先
の
技
術
は
も
ち
ろ
ん
、根
気
と
集
中
力
を
要
す
る
和
菓
子
の
世
界
。

和
菓
子
処 

三
好
屋
老
泉
の
三
代
目
と
し
て
地
元
の
学
校
や

海
外
に
ま
で
足
を
運
び
和
菓
子
文
化
を
伝
え
て
い
ま
す
。

日
本
な
ら
で
は
の
菓
子
文
化
を
伝
え
る

﹇
巻
頭
特
集
﹈

和
菓
子
処 

三
好
屋
老
泉 

三
代
目

老
泉
翔
太
さ
ん

お
い
ず
み

テ
ト
の
よ
う
な
し
っ
と
り
食
感
が
人
気
で
す
。

　

技
術
に
高
い
評
価
を
得
る
翔
太
さ
ん
オ

リ
ジ
ナ
ル
商
品
、
朱
の
小
径
は
、
瀬
戸
市

赤
津
地
区
の
赤
津
瓦
の
街
並
み
を
イ
メ
ー

ジ
し
ま
し
た
。
蒸
し
た
カ
ス
テ
ラ
に
刻
み

栗
、
大
納
言
小
豆
を
入
れ
、
建
物
の
質
感

を
連
想
さ
せ
ま
す
。
ど
れ
も
季
節
感
、
郷

土
色
を
感
じ
ら
れ
る
商
品
ば
か
り
で
す
。

良
い
も
の
を
作
る
の
は
当
然

ど
う
伝
え
る
か
を
重
要
課
題
に

　

修
業
時
代
に
製
造
、
販
売
を
学
び
、
帰

郷
し
て
す
ぐ
コ
ン
ク
ー
ル
で
金
賞
受
賞
と
、

職
人
と
し
て
の
人
生
は
順
風
満
帆
に
映
り

ま
す
が
、「
自
分
に
は
営
業
、
販
売
ス
キ
ル

が
な
い
こ
と
を
帰
っ
て
き
て
か
ら
痛
感
し

て
い
ま
す
」
と
翔
太
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

瀬
戸
市
に
戻
っ
て
き
た
当
初
は
「
良
い

も
の
を
作
れ
ば
売
れ
る
」
と
考
え
て
い
ま

し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
発
信
し
て
手
に

取
っ
て
も
ら
え
る
か
が
大
事
だ
と
学
ん
だ

そ
う
で
す
。

国
内
最
年
少
記
録
で

優
秀
和
菓
子
職
に
輝
く

　

翔
太
さ
ん
は
営
業
も
学
び
た
い
と
、
滋

賀
県
の
和
・
洋
菓
子
大
手
「
た
ね
や
」
で
の

勤
務
を
始
め
ま
す
。
２
年
間
、
製
造
か
ら

は
離
れ
、
百
貨
店
で
の
陳
列
や
販
売
方
法

の
知
識
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
２
０
１
７
年
、
26
歳
の
春
に
瀬

戸
市
へ
戻
り
、
三
代
目
と
し
て
の
仕
事
が

始
ま
り
ま
し
た
。
修
行
中
に
最
年
少
記
録

で
受
賞
し
た
「
優
秀
和
菓
子
職
」
の
経
験

を
生
か
し
て
、
同
年
夏
「
全
国
和
菓
子
協

会 

上
生
菓
子
部
門
」
に
出
展
。
優
秀
金
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。 

　
「
滋
賀
県
で
働
き
、製
造
か
ら
離
れ
て
い

た
数
年
が
好
影
響
を
与
え
、
広
い
視
野
で

和
菓
子
作
り
が
で
き
ま
し
た
」
と
振
り
返

り
ま
す
。

　

コ
ン
テ
ス
ト
で
は「
五
味
五
色
五
形
」で

季
節
を
表
現
。
違
う
味
、違
う
素
材
、違
う

形
の
５
つ
の
生
菓
子
が
程
よ
い
調
和
で
、さ

ら
に
季
節
感
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
得
意
な

冬
、な
か
で
も
正
月
に
絞
り
、手
ま
り
菊
な

ど
凛
と
し
た
空
気
感
と
正
月
な
ら
で
は
の

華
や
か
さ
を
表
し
ま
し
た
。

　

三
好
屋
老
泉
に
並
ぶ
、家
族
三
代
が
作

る
和
菓
子
。弘
さ
ん
が
考
案
し
た
、ふ
わ
っ

と
焼
い
た
生
地
が
特
徴
の
ど
ら
焼
き
は
、せ

と
焼
き
の
名
で
売
ら
れ
「
瀬
戸
み
や
げ
推

奨
品
」に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。ユ
ニ
ー
ク
な

の
が
、焼
き
鬼
ま
ん
じ
ゅ
う
。
洋
風
に
ア
レ

ン
ジ
し
た
鬼
ま
ん
じ
ゅ
う
は
、ス
イ
ー
ト
ポ
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そ
こ
で
地
元
の
焼
物
作
家
を
訪
問
。
屋

外
イ
ベ
ン
ト
で
の
効
果
的
な
陳
列
や
販
売

方
法
、
動
画
で
商
品
を
撮
る
時
の
コ
ツ
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
法
な
ど
を
教
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
小
・
中
学
校
に
も
足
を
運
び
「
和

菓
子
文
化
を
伝
え
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
呼

ん
で
く
だ
さ
い
」
と
声
が
け
。
こ
う
し
た
取

り
組
み
が
徐
々
に
実
を
結
び
、
今
で
は
百

貨
店
の
催
事
や
「
せ
と
も
の
祭
」
な
ど
で

の
出
張
販
売
、
瀬
戸
市
の
幡
山
東
小
、
水

野
中
学
校
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
保
護
者
向
け
和
菓

子
作
り
教
室
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
海
外
で
和
菓
子
文
化
を
伝
え
る
活
動
に

も
参
加
す
る
な
ど
、
積
極
的
で
す
。

　

「
父
は
瀬
戸
市
の
高
校
に
通
っ
て
い
ま

し
た
。
瀬
戸
店
は
、
息
子
が
世
話
に
な
っ
た

場
所
だ
か
ら
和
菓
子
で
街
に
貢
献
で
き
た

ら
と
、
祖
父
が
出
店
を
決
め
た
経
緯
が
あ

り
ま
す
。
ご
縁
を
大
切
に
、
瀬
戸
市
と
共

に
成
長
し
て
い
き
た
い
」
と
語
る
翔
太
さ

ん
。
こ
こ
瀬
戸
市
に
根
を
張
り
、
和
菓
子

文
化
を
海
外
に
ま
で
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

ご
み

ご
し
ょ
く

ご
け
い

1.ジェイアール名古屋タカシマヤに出店。百貨店以外
に、イベントにも積極的に出掛け商品をPRしている
2.瀬戸市内の学校などに招かれ、和菓子の作り方な
どをレクチャーする
3.日本台湾交流協会からの依頼で、台湾で和菓子
作りのデモンストレーションを実施

和菓子職人として腕を振るうだけで
なく店頭にも立つ翔太さん。修業時
代に積んだ製造、販売の知識が今
後発揮されそう

ご

縁

を

大

切

に

、

瀬

戸

市

と

共

に

成

長

し

て

い

き

た

い
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