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更
に
太
平
洋
戦
争
で
は
、
沖
縄
全

土
が
戦
場
と
な
り
、
企
業
活
動
が
全

く
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
２
つ
の

出
来
事
を
乗
り
越
え
て
き
た
老
舗
が

あ
る
。
琉
球
御
菓
子
元
祖
本
家
新
垣

菓
子
店
（
代
表
者
新
垣
淑
彦
）
で
あ

る
。

　

新
垣
菓
子
店
の
創
業
者
と
な
る
新

垣
淑し
ゅ
く

規き

は
、
琉
球
王
家
最
後
の
料

理
人
（
琉
球
王
家
で
は
「
包

丁
役
」
と
言
わ
れ
て
い
た
）
で

あ
る
。

　

琉
球
王
家
で
の
包
丁
役
の

役
割
は
大
切
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
冊さ
っ

封ぽ
う

使し

（
琉
球
王
が
変

わ
る
時
の
中
国
か
ら
の
使
者

（
５
０
０
人
と
言
わ
れ
る
））
が

半
年
以
上
に
渡
っ
て
滞
在
し

た
時
の
接
待
料
理
を
作
る
役

割
を
担
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

王
か
ら
新
垣
姓
を
も
ら
う

　

初
代
は
包
丁
人
に
な
る
と
、

国
王
か
ら
新
垣
と
い
う
姓
を

琉
球
王
家
の
料
理
人
か
ら

　

沖
縄
に
は
老
舗
が
少
な
い
。
そ
の

背
景
に
は
、
明
治
12
年
（
１
８
７
９

年
）
の
琉
球
処
分
に
よ
り
琉
球
王
家

か
ら
沖
縄
県
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

琉
球
王
家
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い

た
老
舗
が
存
続
で
き
な
く
な
っ
た
こ

と
が
あ
る
。

も
ら
い
、
以
後
新
垣
姓
を
名
乗
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

初
代
は
、
天
保
10
年
（
１
８
３
９

年
）
薩
摩
に
琉
球
王
家
の
王
子
に
同

行
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
和
食
に

つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
と
な
る
。
更

に
、
安
政
元
年
（
１
８
５
４
年
）
に

は
江
戸
に
王
子
随
行
し
、
料
理
、
菓

子
に
つ
い
て
研
鑽
を
積
む
こ
と
と

な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
中
国
料
理
、

和
食
を
取
り
入
れ
た
琉
球
料
理
を

完
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

今
日
で
は
、
一
般
的
に
な
っ
て
き

た
金ち
ん

楚す

餻こ
う

は
、
こ
の
よ
う
な
過
程
か

ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

戦
争
を
乗
り
越
え
て

　

さ
て
、
６
代
目
で
あ
る
が
昭
和
16

年
（
１
９
４
１
年
）
ま
さ
に
、
太
平

洋
戦
争
の
勃
発
の
年
に
生
ま
れ
て
い

る
。
た
ま
た
ま
沖
縄
戦
の
時
は
、
大

分
県
に
疎
開
を
し
て
い
る
こ
と
で
難

を
逃
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、

本
家
新
垣
菓
子
店
は
、
琉
球
王
家
の

庖
丁
役
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
首

里
城
近
く
に
店
舗
が
あ
っ
た
。
こ
の
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こ
と
か
ら
、
新
垣
家
が
通
信
隊
の
宿

泊
所
に
徴
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
戦
後
昭
和
21
年
（
１
９
４
６

年
）
に
当
地
に
戻
る
こ
と
と
な
る
。

６
代
目
は
、
短
大
卒
業
後
に
郵
便
局

勤
務
を
し
て
い
た
が
、
５
代
目
が
菓

子
を
黙
々
と
作
る
後
ろ
姿
を
見
て
い

る
う
ち
に
、
自
分
が
跡
を
継
が
な
け

れ
ば
と
い
う
こ
と
か
ら
、
23
歳
の
時

に
父
親
と
菓
子
を
作
る
道
を
歩
む
こ

と
に
な
る
。

　

実
は
、
新
垣
菓
子
店
は
戦
後
直
ぐ

に
は
再
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど

こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
父
は
出
稼
ぎ
職

人
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
23
年
（
１
９
４
８
年
）

に
や
っ
と
再
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

材
料
、
機
械
共
に
不
足
し
て
い
る

中
で
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
、
芋
で
鯛
を
作
っ
た
も
の
を
結
婚

式
な
ど
の
お
祝
い
に
出
し
、
大
変
喜

ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
６
代
目
は

振
り
返
る
。　

親
子
関
係
か
ら
教
育
を
受
け
る

　

６
代
目
は
、
特
別
に
父
親
か
ら
教
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
ん
な
中
で
６
代
目
が
工
夫
を
加

え
て
い
っ
た
一
つ
が
金
楚
餻
で
あ
る
。

本
来
の
金
楚
餻
は
丸
い
大
き
な
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
般
的
に
観
光

客
が
口
に
す
る
金
楚
餻
は
、
そ
の
周

り
が
ギ
ザ
ギ
ザ
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
本
家
新
垣
菓
子
店
の
も
の
は
、

細
長
い
形
状
に
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
６
代
目
が
食
べ
や
す
く

す
る
た
め
に
工
夫
を
加
え
た
結
果
で

あ
る
と
言
え
る
。

ま
ぼ
ろ
し
の
琉
球
菓
子
と
は 

　

新
垣
菓
子
店
の
よ
う
に
、
歴
史
・

知
名
度
が
あ
れ
ば
、
人
を
入
れ
て
沢

山
作
れ
れ
ば
も
っ
と
業
容
が
拡
大
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

６
代
目
は
、「
人
は
使
わ
な
い
、
他

人
を
入
れ
ず
に
自
分
達
で
味
を
守
っ

て
い
き
た
い
」
と
言
い
切
っ
た
。

　

例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
通

販
サ
イ
ト
の
業
者
な
ど
か
ら
は
、
出

店
す
る
た
め
の
誘
い
は
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
れ
を
頑
と
し
て
受
け
付
け

な
い
。
そ
れ
は
、
本
来
の
琉
球
王
家

の
味
を
残
し
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら

で
あ
る
。

　

実
は
、
当
店
の
金
楚
餻
を
観
光
客

が
口
に
す
る
こ
と
は
ま
ず
出
来
な
い

と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
沖
縄
の

玄
関
口
那
覇
空
港
、
土
産
物
店
に
は

出
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い

う
と
不
思
議
に
思
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
観
光
客
の
大
量
な
ニ
ー
ズ
に
合

う
程
の
数
が
生
産
で
き
な
い
と
い
う

の
が
現
実
で
あ
る
。

　

本
家
新
垣
菓
子
店
で
は
、
そ
の
全

育
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

た
だ
、
親
子
関
係
は
比
較
的
良
好
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
い
た
。

　

沖
縄
を
度
々
訪
れ
て
思
う
の
は
、

沖
縄
の
人
々
の
人
柄
の
良
さ
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
家
族
関
係
が
温
か
い

こ
と
か
ら
き
て
い
る
こ
と
に
あ
る
よ

う
だ
。
新
垣
家
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
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て
が
手
作
り
で
あ
る
。
事
実
、
新
垣

菓
子
店
の
商
品
は
、
そ
の
日
の
内
に

売
り
切
り
で
あ
る
。
更
に
、
本
当
に

欲
し
い
お
客
様
は
予
約
を
し
て
来
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
闘た
わ

鶏ち
い

餃ち
ゃ
うで

あ
る
。
こ
れ
は
、
一
ヶ
月
１
日
だ
け

60
個
程
度
作
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

出
来
る
と
同
時
に
売
り
切
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
予
約
を
す
る
か
、
余

程
運
の
良
い
人
以
外
は
食
べ
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
た
め
に
、「
ま
ぼ
ろ
し
の
琉
球

菓
子
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

地
元
の
人
が
支
え
る

　

６
代
目
は
、
朝
５
時
か
ら
夜
10
時

ま
で
働
い
て
い
る
。
夫
婦
揃
っ
て
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
旅
行
も
出
来
ま
せ

ん
ね
と
話
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
う
で

す
ね
」
と
笑
っ
て
答
え
て
く
れ
た
。

　

何
よ
り
も
沖
縄
の
人
達
を
大
切
に

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

沖
縄
は
主
力
産
業
は
観
光
産
業
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
観
光
客
相
手
の
商

売
を
す
れ
ば
、
業
績
が
上
が
る
こ
と
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ひ
ら
ま
つ 

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
コ
ン
サ
ル
ティ
ン
グ
活
動

（
会
社
経
営
研
究
所
）を
経
て
、Ｉ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
コ
ン
サ
ル
ティ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、企
業
に

入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書『
こ
の
老
舗

に
学
べ
』（
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、『
必
ず
売
れ
る
営

業
マ
ン
に
な
れ
る
』『
営
業
幹
部
の
た
め
の
指
導

力
倍
増
講
座
』（
以
上
す
ば
る
舎
）な
ど
多
数
。

は
目
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引

を
す
れ
ば
、
売
上
の
拡
大
に
つ
な
が

る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
に
著
者
が
、
多
く
の
老

舗
を
見
て
み
て
感
じ
る
の
は
、
老
舗

を
支
え
る
の
は
、
地
元
の
人
で
あ
る

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
新

規
顧
客
を
拡
大
し
た
と
こ
ろ
で
、
地

元
の
人
に
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
た
老
舗

は
や
が
て
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
事

実
で
あ
る
。

新
垣
家
の
家
宝

　

現
在
７
代
目
淑
武
氏
が
修
行
中
で

あ
る
。
５
代
目
が
６
代
目
に
し
た
よ

う
に
、
７
代
目
は
親
の
背
中
を
見
な

が
ら
成
長
し
て
い
る
。

　

新
垣
家
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
１
つ
は
、
左
三
つ
巴
（
ひ

だ
り
ご
も
ん
）
と
言
わ
れ
る
琉
球
王

家
の
紋
章
で
あ
る
。
琉
球
王
家
で
は
、

こ
の
紋
章
は
親
族
で
あ
ろ
う
と
使
う

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
王

家
（
尚
家
）
か
ら
直
接
賜
っ
た
の
が

本
家
新
垣
菓
子
店
で
あ
る
。

　

も
う
１
つ
は
、
新
垣
菓
子
店
の
裏

庭
に
あ
る
岩
石
で
あ
り
、
庭
の
景
観

石
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
岩
石
は
、
戦
前
に
裏
庭
で

飼
っ
て
い
た
豚
を
育
て
る
た
め
の
囲

い
で
あ
る
。
か
つ
て
琉
球
で
は
、
豚

を
家
庭
で
飼
う
と
い
う
こ
と
が
ご
く

普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
。
戦
災
で
全

て
が
焼
け
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
残

さ
れ
て
い
る
の
は
今
や
こ
れ
だ
け
で

あ
る
と
言
う
。
琉
球
人
と
し
て
の
心
・

料
理
人
と
し
て
の
心
意
気
を
大
切
に

し
た
い
と
い
う
考
え
が
そ
こ
に
あ
る

よ
う
だ
。

　

変
わ
り
ゆ
く
沖
縄
、
ま
た
多
く
の

問
題
を
抱
え
て
い
る
沖
縄
で
も
、
本

家
新
垣
菓
子
店
の
よ
う
な
老
舗
が
今

日
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
続
い
て

い
く
こ
と
に
期
待
し
た
い
。
F
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琉球菓子、闘鶏餃、花ぼうる、薫餅、金楚餻

琉球菓子の老舗　新垣家の略史
1800（寛政 12）年：新垣淑規生まれる
1833（天保 4）年：大美御殿（首里城大奥）の御庖丁人となる
1838（天保 9）年：尚育王の冊封使として来琉せる清朝の林鴻年一
行に対し琉球王府御庖丁人として接待につとめ琉球料理並びに菓子を
献上する
1839（天保 10）年：伊江王子に随行して鹿児島に赴き薩摩藩主島
津斉彬公に唐風菓子を献上する　薩摩藩御庖丁人石原嘉右衛門及び
柳屋善太郎より和風料理菓子法式を伝授される
1854（安政元）年：徳川第十三代将軍職就任に際し慶賀使として江
戸に入る伊江王子に随行し四年余りにわたり琉球料理菓子の調整をする
1863（文久 3）年：与那城王子に随行して鹿児島に赴き薩摩藩の御
庖丁頭石原嘉右衛門より和風料理菓子の直伝を受ける
1879（明治 12）年：初代淑規没
1910（明治 43）年：琉球菓子元祖新垣菓子店創業（三代目淑康に
依り）以後、二代新垣淑總　三代新垣淑康　四代新垣淑貞　初代の
新垣淑規の志を継ぎ琉球菓子の伝統を伝える
1941 ～ 1944（昭和 16 ～ 19）年：五代新垣淑栄　伏見宮様　
李王殿下閑院宮様　三笠宮様　御来県に琉球菓子を献上する
1948（昭和 23）年：創業再開
1944 ～ 1948（昭和 19 ～ 23）年：戦争のため店舗閉鎖
1984（昭和 59）年：六代新垣淑彦（代表者）第二十回全国菓子大
博覧会において食料庁長官賞を受賞
1989（平成元）年：国務大臣経済企画長官大臣賞
2002（平成 14）年：観光功労者表彰（本家新垣菓子店表彰）

王家から使用を認められた、ひだりごもん（ひじゃいぐむん）


