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全
国
へ
の
展
開
を
目
指
す�

　
ウ
イ
ン
タ
ー
キ
ャ
ラ
メ
ル
を
製
造�
あ
ん
ど
う 

き
ん  

ご  

ろ
う�

��

キ
ャ
ラ
メ
ル
は
菓
子
類
の
中
で
も
特

に
機
械
化
に
よ
る
大
量
生
産
を
し
や
す

い
製
品
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
硬
さ
は
湿

度
の
具
合
に
影
響
さ
れ
る
の
で
、
口
に

入
れ
た
と
き
に
程
よ
く
溶
け
る
よ
う
な

生
産
技
術
も
求
め
ら
れ
ま
す
。�

古
谷
製
菓
は
一
九
三
一（
昭
和
六
）年

に
「
ウ
イ
ン
タ
ー
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
の
製
造

を
始
め
ま
す
。
食
べ
口
を
よ
く
し
た
軟

ら
か
い
キ
ャ
ラ
メ
ル
は
「
夏
は
溶
け
や

す
い
も
の
の
、
冬
な
ら
長
持
ち
す
る
だ
ろ

う
」
と
考
え
た
新
製
品
。
そ
の
名
の
と

お
り
、
十
一
月
に
売
り
出
し
、
二
月
に

売
り
止
め
て
、
三
月
い
っ
ぱ
い
で
売
り

切
る
冬
季
限
定
の
販
売
で
し
た
。
ス

キ
ー
や
ス
ケ
ー
ト
の
と
き
に
、
手
袋
を
は

め
た
ま
ま
で
も
つ
ま
ん
で
口
へ
運
べ
る

よ
う
、
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
む
工
夫
も
し

ま
し
た
。「
牛
乳
と
バ

タ
ー
を
た
っ
ぷ
り
使
っ

た
、
北
海
道
ら
し
い
キ

ャ
ン
デ
ー
を
生
産
し
た

い
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア

と
研
究
の
成
果
で
す
。

発
売
後
す
ぐ
に
大
評
判
を
呼
び
、
古
谷

製
菓
の
名
を
高
め
ま
し
た
。�

��

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
古
谷
製
菓
は

軍
の
管
理
工
場
に
な
り
ま
す
。
キ
ャ
ラ

メ
ル
、
よ
う
か
ん
、
甘
納
豆
、
ビ
ス
ケ
ッ

ト
、
乾
パ
ン
を
軍
に
納
め
ま
し
た
。�

戦
後
は
全
国
へ
の
展
開
を
目
指
し
ま

す
。
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
、
埼

玉
に
工
場
を
建
設
。
以
後
も
高
度
成
長

の
波
に
乗
っ
て
各
地
に
支
店
を
設
け
ま

し
た
。
一
九
五
八
（
昭
和
三
十
三
）
年

の
記
録
に
よ
る
と
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
だ
け

で
も
年
産
三
億
九
千
万
円
に
上
り
、
そ

の
四
割
は
東
北
・
東
海
・
北
陸
・
関
西
・

九
州
へ
出
荷
さ
れ
た
そ
う
で
す
。�

道
内
菓
子
工
業
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
古

谷
製
菓
は
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
）

年
に
経
営
破
た
ん
に
見
舞
わ
れ
ま
し

た
。
キ
ャ
ラ
メ
ル
に
続
く
ヒ
ッ
ト
商
品

に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
消
費
者
の

好
み
の
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
古
谷
製
菓
を
継
承
す
る

会
社
に
よ
っ
て
、
「
フ
ル
ヤ
の
ミ
ル
ク

キ
ャ
ラ
メ
ル
」
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。�

�

�����

今
月
の
表
紙
の
人
は
、
北
栄
地
区
に

お
住
ま
い
の
安
藤
金
五
郎
さ
ん
（
七
五
）。�

剣
道
の
道
場
を
開
い
て
、
長
年
地
域
の

子
ど
も
た
ち
に
剣
道
の
楽
し
さ
を
教
え

て
い
ま
す
。�

　
安
藤
さ
ん
が
、
子
ど
も
た
ち
に
剣
道

を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
七

二
（
昭
和
四
十
七
）
年
か
ら
。
最
初
は
、

東
区
民
セ
ン
タ
ー
で
週
一
回
東
区
の
子

ど
も
た
ち
に
剣
道
を
教
え
て
い
た
そ
う

で
す
。
そ
の
後
も
各
地
区
の
小
学
校
で
、

仕
事
が
終
わ
っ
た
後
に
指
導
を
続
け
て

い
ま
し
た
が
、
退
職
し
た
一
九
八
六
（
昭

和
六
十
一
）
年
に
自
宅
を
改
築
し
、
一
階

に
道
場
を
造
り
ま
し
た
。�

現
在
は
、
木
曜
と
日
曜
を
除
く
毎
日
、

こ
の
自
宅
道
場
で
、
幼
稚
園
児
か
ら
中

学
生
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
約
三
十
人
を

教
え
て
い
ま
す
。
剣
道
が
好
き
に
な
っ

て
く
る
と
、
風
邪
を
ひ
い
て
い
て
も
道

場
に
や
っ
て
来
る
子
が
い
て
、
家
に
帰

す
の
に
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で

す
。
「
幼
い
子
ど
も
に
も
教
え
て
い
ま

す
が
、
特
に
小
さ
い
こ
ろ
は
、
技
術
よ

り
も
基
本
が
大
切
。
そ
れ
か
ら
、
あ
い

さ
つ
が
し
っ
か
り
で
き
る
礼
儀
正
し
さ

も
身
に
付
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
」
と
安

藤
さ
ん
。
道
場
に
通
う
子
ど
も
た
ち
は
、

い
つ
も
大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
を
交
わ

し
て
い
ま
す
。�

　
安
藤
さ
ん
の
大
き
な
喜
び
は
、
成
長

し
た
教
え
子
が
、
道
場
の
鏡
開
き
の
と

き
な
ど
に
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
り
、
ほ

か
の
地
域
で
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
て

く
れ
た
り
す
る
こ
と
。
「
子
ど
も
た
ち

が
、
剣
道
を
通
じ
て
心
身
と
も
に
成
長

し
て
い
く
過
程
を
見
続
け
ら
れ
る
こ
と

が
、
本
当
に
楽
し
い
で
す
ね
」
と
笑
顔

で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。�
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「
健
康
に
気
を
付
け
て
、
体
が
続
く

限
り
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
剣
道
を

続
け
て
い
き
た
い
」
と
話
す
安
藤
さ
ん
。

元
気
な
掛
け
声
が
響
く
道
場
で
、
子
ど

も
た
ち
を
温
か
い
ま
な
ざ
し
で
見
守
り

続
け
ま
す
。�

�


