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～
「
食
文
化
」と
「落
語
」の
融
合
を
通
じ
て
、

「
心
に
染
み
る
情
報
」を
お
届
け
し
ま
す
～
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※誠に勝手ながら、一都三県に
限らせていただきます。
(東京・神奈川・千葉・埼玉)

紙面に関する問い合わせ

＊今号の食材＊

お菓子

■連載コラム
・・・二・三頁

山本進先生が紐解く！

～「お菓子」と「落語」
のつながり～

■食文化コーナー
・・・四頁

・おやつの起源

・飢饉を救ったサツマイモ

・サツマイモレシピ
123品収載「甘藷百珍」

・【管理栄養士考案レシピ】
～サツマイモを使った

おやつレシピ！～

◆
昭
和
の
寄
席
を

覗
い
て
み
よ
う
！

山
本
進
先
生
を
囲
む
学
生
十
二
名
。

今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
落
語
の
歴
史
と

変
遷
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日
、
株
式
会
社
キ
ン
レ
イ
会
議
室
に
十
二
名
の

学
生
が
集
い
、
第
三
回
落
語
の
勉
強
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
落
語
研
究
家
山
本

進
先
生
を
講
師
に
迎
え
、
今
か
ら
五
十
年
前
の
活
気
あ
ふ
れ
る
寄
席
の
様
子
を

記
録
し
た
映
像
資
料
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
落
語

の
歴
史
・
変
遷
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
た
。
ま
た
、
代
表
の
学
生
落
語
家

三
名
が
落
語
を
一
席
ず
つ
披
露
し
、
実
演
を
教
材
に
、
先
生
か
ら
「
い
い
聞
き

手
」
「
い
い
演
じ
手
」
に
な
る
た
め
の
極
意
を
演
技
指
南
も
交
え
な
が
ら
伝
授

し
て
頂
き
ま
し
た
。

落語の歴史や文化を学ぶ勉強会
～ “いい聞き手”の育成が落語の未来を切り開く！～

戦
後
生
き
残
っ
た
、
今
は
無
き
人
形

町
末
廣
亭
の
寄
席
の
様
子
を
収
め
た

『
寄
席
の
人
々
』
と
い
う
貴
重
な
映
像

を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
当
時
の
活
気
あ
ふ

れ
る
寄
席
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。
前

半
は
寄
席
の
一
日
が
記
録
さ
れ
、
畳
敷

き
の
寄
席
の
映
像
が
流
れ
る
と
、
先
生

が
今
の
よ
う
な
座
席
じ
ゃ
で
き
な
い

「
お
膝
送
り
」
の
醍
醐
味
に
つ
い
て

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
通
常
定
員
二
七

〇
人
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
、
正
月
や
お
盆

に
は
四
百
人
も
の
お
客
を
お
膝
送
り
で

詰
め
込
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は

学
生
た
ち
も
興
味
津
々
の
様
子
で
し
た
。

二
つ
目
時
代
の
談
志
師
匠
の
「
反
対

俥
」
が
映
る
と
、
ど
っ
と
笑
い
が
沸
き

上
が
り
ま
す
。
映
像
は
昔
で
も
、
ま
る

で
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ

う
に
、
時
代
を
超
え
て
笑
え
て
し
ま
う

の
が
落
語
の
素
晴
ら
し
い
所
で
し
ょ
う
。

後
半
、
三
遊
亭
小
圓
朝
師
匠
の
家
が
映

る
と
、
「
僕
も
、
こ
の
家
に
稽
古
に

行
っ
て
い
た
」
と
い
う
事
実
に
は
学
生

も
驚
き
で
す
。
師
匠
か
ら
弟
子
へ
芸
が

口
伝
さ
れ
て
い
く
様
子
に
、
学
生
た
ち

は
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
貴
重
な
映
像

に
加
え
て
さ
ら
に
、
先
生
が
実
際
に
そ

の
目
で
見
て
、
経
験
さ
れ
た
、
《
リ
ア

ル
》
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
付
き
で
あ
っ
た

こ
と
も
相
ま
っ
て
、
落
語
を
取
り
巻
く

人
々
の
生
き
様
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
。

一
人
目
は
味
覚
亭
四
葉
さ
ん
に
よ
る

「
狸
賽
」
。
狸
が
サ
イ
コ
ロ
に
変
身
し

て
博
打
を
す
る
と
い
う
噺
で
す
。
四
葉

さ
ん
演
じ
る
子
狸
の
演
技
は
何
と
も
可

愛
ら
し
く
会
場
は
一
気
に
和
み
ま
す
。

実
演
後
、
先
生
か
ら
人
物
造
形
に
つ
い

て
演
技
指
南
。
落
語
と
は
一
人
で
何
役

も
演
じ
分
け
、
会
話
で
展
開
し
て
い
く

た
め
に
人
物
造
形
が
重
要
で
す
。
登
場

人
物
に
実
際
の
モ
デ
ル
を
当
て
は
め
る

と
、
人
物
描
写
が
し
や
す
く
な
る
と
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
き
ま
し
た
。

二
人
目
は
飯
喰
亭
鯖
寿
司
君
に
よ
る

「
平
林
」
。
字
の
読
め
な
い
小
僧
が
平

林
宅
へ
手
紙
を
届
け
に
行
く
と
い
う
噺

で
す
。
忘
れ
な
い
よ
う
に
歌
に
し
て

行
く
が
、
行
く
先
々
で
タ
イ
ラ
バ
ヤ
シ

だ
の
ヒ
ラ
リ
ン
だ
の
、
聞
く
人
に
よ
っ

て
ど
ん
ど
ん
原
形
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。

「
人
に
読
み
方
を
聞
く
」
と
い
う
繰
り

返
し
の
展
開
の
中
に
、
鯖
寿
司
君
な
ら

で
は
の
笑
い
の
セ
ン
ス
が
光
る
一
席
で

し
た
。
先
生
か
ら
は
同
じ
く
人
物
造
形

に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
が
。
人
物
造
形

の
ポ
イ
ン
ト
は
登
場
人
物
の
年
齢
を
最

初
に
し
っ
か
り
と
設
定
す
る
こ
と
。
初

め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
貫
し
て
い
る
こ

と
が
大
切
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
き
ま

し
た
。

三
人
目
は
外
楼
一
拝
君
が
自
ら
創
作

し
た
「
鍋
問
答
」
と
い
う
新
作
落
語
で

挑
み
ま
す
。
小
僧
が
物
知
り
な
ご
隠
居

の
所
に
行
っ
て
色
々
教
え
を
乞
う
と
い

う
、
古
典
落
語
で
お
な
じ
み
の
設
定
を

新
作
に
ア
レ
ン
ジ
。
質
問
に
答
え
る
ご

隠
居
、
し
か
し
一
向
に
納
得
し
な
い
小

僧
と
の
や
り
取
り
が
絶
妙
に
面
白
く
、

会
場
は
大
笑
い
。
新
作
を
披
露
す
る
こ

と
に
少
々
緊
張
気
味
だ
っ
た
外
楼
君
も
、

先
生
か
ら
の
「
古
典
の
骨
法
を
上
手
に

活
か
し
つ
つ
も
、
新
し
過
ぎ
ず
、
か
と

い
っ
て
古
く
な
い
。
大
変
結
構
な
落
語

で
す
」
と
太
鼓
判
に
ひ
と
安
心
。
新
作

落
語
を
作
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ス

ト
ー
リ
ー
の
組
み
立
て
方
や
展
開
パ

タ
ー
ン
な
ど
、
古
典
落
語
ら
し
い
骨
法

を
新
作
に
吸
収
し
つ
つ
、
あ
と
は
噺
家

の
セ
ン
ス
で
新
し
さ
を
ど
こ
ま
で
入
れ

る
か
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
聞
き

手
と
演
じ
手
、
ど
ち
ら
の
た
し
な
み
方

も
伝
授
頂
い
た
貴
重
な
一
日
と
な
り

ま
し
た
。

落
語
の
面
白
さ
と
は
、
四
百

年
以
上
も
の
間
、
人
か
ら
人
へ

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
歴

史
と
変
遷
に
裏
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
演
じ
手
は
い
か
に
言

葉
・
仕
草
で
モ
ノ
を
伝
え
ら
れ

る
か
、
聞
き
手
は
い
か
に
想
像

を
膨
ら
ま
せ
ら
れ
る
か
が
落
語

の
要
で
あ
り
、
醍
醐
味
で
も
あ

り
ま
す
。
落
語
の
背
景
に
描
か

れ
て
い
る
歴
史
・
文
化
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
、
演

じ
手
に
と
っ
て
は
人
物
描
写
や

仕
草
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
し
、

噺
に
奥
行
き
が
生
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
「
い
い
聞
き
手
」
を
育

成
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。

「
い
い
聞
き
手
」
が
育
っ
て

こ
そ
、
落
語
は
次
世
代
へ
と
継

承
さ
れ
、
落
語
を
楽
し
む
裾
野

も
広
げ
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
《
文
化
の
伝
道

師
》
で
あ
る
学
生
落
語
家
へ
、

落
語
を
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、

落
語
を
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を

伝
え
る
こ
と
も
我
々
の
使
命
だ

と
考
え
ま
し
た
。
二
〇
一
四
年

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
足
時
か
ら

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
ご
協
力

頂
い
て
い
る
落
語
研
究
家
山
本

進
先
生
を
講
師
と
し
て
迎
え
、

定
期
的
な
落
語
の
勉
強
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

◆
学
生
落
語
家

落
語
を
一
席
披
露
！

飯
喰
亭

鯖
寿
司

味
覚
亭

四
葉

外
楼

一
拝

山
本

進
先
生
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江
戸
時
代
か
ら
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
落
語
に
は
、
食
べ
物

を
題
材
に
し
た
噺(

は
な
し)

が
多
数
あ
り
ま
す
。
「
食
」
は
庶
民
の
暮
ら

し
に
密
接
に
関
係
し
、
落
語
に
は
食
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
毎
号
ひ
と
つ
の
「
食
べ
も

の
」
を
題
材
に
、
食
文
化
と
落
語
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
落
語

研
究
家
山
本
進
先
生
が
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

※

一

部

事

務

局

ス

タ

ッ

フ
が

補

足

し

て
い

ま

す
。

落語研究家・芸能史研究家
1931年兵庫県生まれ、横浜で育つ。東京大学在学中
に落語研究会に所属。大学卒業後は日本放送協会に
勤務するかたわらで、熱心に落語の研究にいそしむ。
六代目三遊亭圓生、八代目林家正蔵の聞き書きを
多数手がける。日本放送協会退職後は、
落語にまつわる多くの作品を編集・
執筆。現在も寄席に頻繁に顔を出し、
落語家たちから一目置かれる存在
でもある。
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山本 進

◆
第
四
回
◆

お
菓
子
編

「
お
れ
は
…
…

ま
ん
じ
ゅ
う
が
怖
い
」

子
別
れ

親
子
の
絆
を
気
付
か
せ
る

ま
ん
じ
ゅ
う

大
工
調
べ

焼
き
芋
は

冬
の
お
や
つ
の
定
番

僕
ら
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
、
町
中
の

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
紙
芝
居
を
や
っ
て
い

ま
し
た
。
タ
ダ
で
見
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
ん
で
、
棒
の
先
に
水
あ
め
を

ち
ょ
っ
と
つ
け
た
も
の
を
一
銭
や
二
銭

で
買
っ
て
、
紙
芝
居
を
楽
し
ん
だ
も
の

で
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
水
あ
め

が
一
番
身
近
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
昔
、
精
製
し
た
砂
糖
と

い
う
の
は
高
級
品
で
、
落
語
に
登
場
す

る
熊
さ
ん
や
八
っ
つ
ぁ
ん
に
と
っ
て
は
、

あ
ま
り
縁
が
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
砂
糖
の
材
料
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
で
す

が
、
甘
み
の
も
と
に
な
る
も
の
は
、
そ

の
他
に
も
甜
菜
や
ハ
チ
ミ
ツ
、
水
あ
め
、

さ
つ
ま
い
も
や
栗
な
ど
色
々
あ
り
、
甘

み
＝
砂
糖
と
考
え
な
く
て
も
い
い
の
で

す
。
落
語
に
も
、
ま
ん
じ
ゅ
う
や
羊
か

ん
、
ア
メ
、
焼
き
芋
な
ど
様
々
な
甘
い

食
べ
物
が
登
場
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
庶
民
は
あ
れ
こ
れ
工
夫
し
て
甘

み
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

普
段
か
ら
そ
い
つ
の
こ
と
を
よ
く
思
っ

て
い
な
い
男
連
中
は
、
怖
が
ら
せ
て
や

ろ
う
と
企
て
ま
す
。
栗
ま
ん
じ
ゅ
う
、

葬
式
ま
ん
じ
ゅ
う
、
こ
し
だ
か
ま
ん

じ
ゅ
う
な
ど
、
色
々
な
ま
ん
じ
ゅ
う
を

買
っ
て
は
そ
い
つ
の
枕
元
に
置
き
、
隣

の
部
屋
か
ら
様
子
を
伺
う
と…

。
そ
い

落
語
に
登
場
す
る
お
菓
子
の
代
表
格

と
い
え
ば
「
ま
ん
じ
ゅ
う
」
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
、
町
中
に
は
数
多
く
の
ま
ん

じ
ゅ
う
屋
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時

の
お
菓
子
屋
と
い
う
の
は
、
手
広
く
お

菓
子
全
般
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
一
つ

の
も
の
を
作
っ
て
そ
れ
だ
け
を
売
る
と

い
う
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
当
時
の
ま
ん

じ
ゅ
う
屋
の
様
子
を
落
語
か
ら
思
い
描

く
と
、
店
の
前
に
釜
の
よ
う
な
も
の
が

あ
り
、
そ
こ
に
置
い
た
蒸
篭
で
ま
ん

じ
ゅ
う
を
蒸
か
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
ん
じ
ゅ
う
の
歴
史
は
古
く
、
「
饅

頭
」
と
い
う
漢
字
か
ら
見
て
も
、
お
そ

ら
く
中
国
発
祥
の
も
の
で
、
仏
教
の
僧

侶
た
ち
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

と

の

つ
な
が
り

落
語
研
究
家

山
本
進
先
生
が
解
説
！

「
あ
い
つ
、
ま
ん
じ
ゅ
う
が

好
き
だ
っ
た
よ
な
…
」

ま
ん
じ
ゅ
う
が
登
場
す
る
落
語
で
皆

さ
ん
ご
存
じ
な
の
は
『
ま
ん
じ
ゅ
う
怖

い
』
で
し
ょ
う
。
町
内
の
若
い
男
が
集

ま
っ
て
怖
い
も
の
の
言
い
合
い
を
し
て

い
る
中
、
一
人
可
笑
し
な
こ
と
を
言
い

出
し
ま
す
。

つ
は
口
で
は
「
怖
い
よ…

、
怖
い
よ

…

」
と
言
い
な
が
ら
、
ま
ん
じ
ゅ
う
を

頬
張
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
は
、
全
て

が
そ
い
つ
の
思
惑
通
り
だ
っ
た
の
で
す
。

男
連
中
が
「
お
い
！
お
前
、
本
当
は
何

が
怖
い
？
」
と
問
う
と
、
「
今
度
は
熱

い
お
茶
が
怖
い
」
と
い
う
オ
チ
で
す
。

色
々
な
種
類
の
ま
ん
じ
ゅ
う
が
出
て
く

る
の
は
、
家
庭
で
も
手
軽
に
作
れ
て
し

ま
う
こ
と
か
ら
、
お
店
で
は
手
の
込
ん

だ
も
の
や
名
前
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、

ま
ん
じ
ゅ
う
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
増
え

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
も
う
一
つ
ま
ん
じ
ゅ
う
が
大

事
な
要
素
と
な
る
落
語
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
『
子
別
れ
』
と
い
う
噺
で
す
。

主
人
公
の
熊
さ
ん
は
腕
の
い
い
大
工
で

す
が
、
遊
び
が
過
ぎ
て
、
お
か
み
さ
ん

と
息
子
の
亀
ち
ゃ
ん
は
家
を
出
て
行
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
反
省
し
た
熊
さ
ん
は
、

心
を
入
れ
替
え
て
一
生
懸
命
働
き
ま
す
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
の
前

を
通
る
と
良
い
匂
い
が
漂
っ
て
き
ま
す
。

「
垣
根
の
垣
根
の
曲
が
り
角
〜
♪
」

と
い
う
童
謡
が
あ
る
よ
う
に
、
昔
は
秋

か
ら
冬
に
な
る
と
町
中
で
子
ど
も
た
ち

が
焚
き
火
を
す
る
風
景
は
よ
く
見
か
け

る
も
の
で
し
た
。
大
人
が
「
お
い
、
芋

だ
よ
」
な
ん
て
言
っ
て
買
っ
て
き
て
、

焚
き
火
で
焼
い
た
ア
ツ
ア
ツ
の
焼
き
芋

を
食
べ
る
の
は
子
ど
も
た
ち
の
楽
し
み

の
一
つ
で
し
た
。
『
大
工
調
べ
』
と
い

う
落
語
に
、
棟
梁
の
威
勢
の
い
い
啖
呵

の
中
で
「
焼
き
芋
」
が
登
場
し
ま
す
。

与
太
郎
は
家
賃
を
一
両
二
分
八
百
文
滞

納
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
払
う
ま
で

の
カ
タ
と
し
て
、
大
家
に
「
道
具
箱
」

を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
気

風
の
い
い
棟
梁
は
与
太
郎
に
一
両
二
分

を
渡
し
て
取
り
返
し
に
行
か
せ
ま
す
が
、

「
あ
と
、
八
百
文
持
っ
て
来
い
」
と
、

大
家
に
追
い
返
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

見
か
ね
た
棟
梁
、
今
度
は
二
人
で
交
渉

に
行
き
ま
す
が
、
大
家
の
言
い
草
が
あ

ま
り
に
も
ひ
ど
い
の
で
、
じ
っ
と
我
慢

し
て
い
た
堪
忍
袋
の
緒
が
プ
ッ
ツ
ン…

大
家
は
か
つ
て
番
太
郎
を
や
っ
て
お
り
、

棟
梁
は
そ
の
時
の
焼
き
芋
に
対
す
る
文

句
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
江
戸
っ
子

の
棟
梁
の
啖
呵
は
ス
カ
ッ
と
し
て
、
何

と
も
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
す
。
結
局
、

大
家
と
棟
梁
で
は
埒
が
明
か
な
い
の
で
、

町
奉
行
の
大
岡
越
前
守
が
裁
き
を
下
す

と
い
う
結
末
で
す
。

昔
、
焼
き
芋
と
い
え
ば
番
太
郎
が
売

る
も
の
と
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
し
た
。
番
太
郎
と
は
、
今
で
言
う
と

こ
ろ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
人
の
よ
う

な
も
の
で
す
。
江
戸
の
町
々
で
は
、
境

界
に
木
戸
が
あ
り
、
朝
夕
に
開
け
閉
め

し
て
管
理
す
る
番
人
を
置
い
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
番
太
郎
で
す
。
木
戸
番
、

番
太
な
ど
と
も
い
い
ま
し
た
。
番
太
郎

は
木
戸
の
傍
の
番
小
屋
に
住
み
込
み
で
、

貰
え
る
お
給
金
は
ご
く
僅
か
な
の
で
、

副
業
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
例
え
ば

熊
さ
ん
は
ま
ん
じ
ゅ
う
の
匂
い
で
亀

ち
ゃ
ん
を
思
い
出
し
、
思
わ
ず
泣
い
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
ま
ん
じ
ゅ
う
の
皮

は
小
麦
粉
に
麹
を
入
れ
て
発
酵
さ
せ
て

い
る
た
め
、
ほ
の
か
に
甘
い
匂
い
が
し

ま
す
。
外
の
蒸
篭
で
蒸
か
し
た
の
に
は
、

き
っ
と
宣
伝
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
ま
ん
じ
ゅ
う
の
匂
い

に
さ
え
涙
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
よ
ほ
ど

亀
ち
ゃ
ん
に
会
い
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
最
後
は
、
偶
然
亀
ち
ゃ

ん
に
出
会
っ
た
熊
さ
ん
は
、
も
う
一
度

お
か
み
さ
ん
に
頭
を
下
げ
、
ま
た
昔
の

よ
う
に
三
人
で
暮
ら
す
と
い
う
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
で
す
。
「
子
は
鎹
」
と
い

う
題
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
別
れ
た
夫
婦
を
つ
な
ぎ
と
め
る
子

ど
も
、
親
子
の
絆
を
思
い
出
さ
せ
る
重

要
な
シ
ー
ン
に
ま
ん
じ
ゅ
う
が
登
場

す
る
わ
け
で
す
。

「て
め
ぇ
な
ん
ぞ
、

も
と
は
番
太
郎
で

も
っ
て
、
焼
き
芋
売
っ
て

い
た
ん
じ
ゃ
ね
ー
か
。
前
の
六
兵

衛
番
太
が
死
ん
だ
の
を
忘
れ
る
と

お
め
ぇ
、
バ
チ
が
あ
た
る
ぞ
。

お
前
が
番
太
に
な
れ
た
の
も
、

六
兵
衛
番
太
が
死
ん
だ
か
ら
じ
ゃ

ね
ー
か
。
六
兵
衛
じ
い
さ
ん
の
頃

に
は
、
川
越
の
本
場
の
芋
を
仕
入

れ
て
、
薪
を
お
し
ま
ね
え
か
ら
、

ふ
っ
く
ら
し
て
う
め
ー
焼
き
芋

だ
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
が
お
前
の
代

に
な
っ
て

焚
き
物
を
お
し
み
や

が
っ
て
、
場
違
い
な
芋
を
仕
入
れ

て
く
る
か
ら
、
ガ
リ
ガ
リ
で

も
っ
て
、
そ
れ
を
喰
っ
て
腹
壊
し

て
死
ん
だ
子
ど
も
が
何
人
い
る
か

わ
か
ら
ね
え
や
」

！？
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江
戸
の
飴
売
り
に
扮
し
た
歌
舞
伎
役
者

十
三
代
目
市
村
羽
左
衛
門
。
飴
の
行
商
は
三
味
線
を

弾
い
た
り
鉦
（
か
ね
）
を
叩
き
、
歌
っ
た
り

踊
っ
た
り
し
な
が
ら
賑
や
か
に
売
り
歩
い
て
い
た
。

衣
装
に
渦
巻
の
紋
が
染
抜
か
れ
て
い
る
。

渦
巻
は
飴
売
の
商
標
で
も
あ
っ
た
。

3 文化

「
孝
行
糖
、
孝
行
糖
、

孝
行
糖
の
本
来
は
、

う
る
の
こ
ご
め
に
寒
晒
し
、

か
や
に
銀
杏
、

ニ
ッ
キ
に
丁
字
、

ち
ゃ
ん
ち
き
ち
、

す
け
て
ん
て
ん
、

た
べ
て
み
な
、

お
い
し
い
よ
～
」

人
形
買
い

行
事
と
お
菓
子
の
関
係

【出典】『あづまの花 江戸繪部類』香蝶楼國貞 画
（ 国立国会図書館蔵 ）

少
々
頭
は
弱
い
が
、
こ
と
の
ほ
か
親

を
大
事
に
す
る
男
に
、
奉
行
所
か
ら
親

孝
行
の
褒
美
金
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を

元
手
に
商
売
を
始
め
よ
う
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
思
い
付
い
た
の
が
ア
メ
の
行
商

で
、
そ
の
名
も
『
孝
行
糖
』
で
す
。
当

時
、
役
者
の
名
前
や
流
行
り
も
の
に
ち

な
ん
だ
「
○
○
糖
」
と
い
う
様
々
な
ア

メ
が
売
ら
れ
、
宣
伝
文
句
と
し
て
使
わ

れ
た
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
歌
舞
伎
役

者
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
あ
る
中
村
芝

翫
（
な
か
む
ら
・
し
か
ん
）
に
な
ぞ
ら

え
て
「
芝
翫
糖
」
や
、
同
じ
く
ス
タ
ー

の
嵐
璃
寛
（
あ
ら
し
・
り
か
ん
）
に
な

ぞ
ら
え
た
「
璃
寛
糖
」
な
ど
が
大
流
行

し
て
い
た
そ
う
で
す
。

賑
や
か
で
楽
し
い
行
商
の
売
り
声

か
ら
、
「
孝
行
糖
」
と
は
い
っ
た
い

は
何
と
も
可
笑
し
み
が
あ
り
ま
す
。
若

旦
那
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
起
こ

し
に
行
く
と
、
花
魁
と
仲
良
く
寝
て
い

る
の
で
、
源
兵
衛
と
太
助
は
さ
ら
に
面

白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
甘
納
豆
は
女
・
子

ど
も
が
好
き
な
お
菓
子
だ
と
い
う
こ
と

が
分
か
っ
て
聞
く
と
、
さ
ら
に
こ
の

シ
ー
ン
の
面
白
み
が
増
す
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

孝
行
糖

孝
行
糖
っ
て
ど
ん
な
ア
メ
？

明
烏

お
菓
子
と
い
え
ば

女
・
子
ど
も
の
食
べ
物

人
形
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、
豊
臣
秀
吉

か
神
功
皇
后
の
人
形
な
ら
ば
二
貫
四
百

文
に
値
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
ち
ら
の
人
形
に
す
る
か
決
め
き
れ
な

い
二
人
は
い
っ
た
ん
長
屋
へ
帰
り
、
相

談
し
て
か
ら
決
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

占
い
師
と
講
釈
師
に
、
ど
ち
ら
の
人
形

が
良
い
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
占
い
を
さ

れ
た
り
、
講
釈
を
聴
か
せ
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
か
ら
五
十
文
ず
つ
百
文
取
ら
れ
て

結
局
、
浮
い
た
は
ず
の
飲
み
代
が
パ
ァ

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
結
末
で
す
。

昔
、
お
祝
い
事
な
ど
が
あ
っ
た
時
、

町
内
の
人
や
親
戚
に
お
菓
子
を
買
っ
て

届
け
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

落
語
の
中
で
描
か
れ
る
よ
う
に
、
近
所

付
き
合
い
は
今
よ
り
も
ず
っ
と
親
密
で

あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
今
じ
ゃ
、

少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
僕
が
育
っ
た
頃
は
当
た
り
前

で
、
何
か
お
め
で
た
い
こ
と
が
あ
っ
た

ら
「
お
赤
飯
を
炊
き
ま
し
た
か
ら
」

と
か
言
っ
て
、
近
所
に
届
け
た
り
し
た

も
の
で
す
。

用語解説

●
黒
門
町
の
文
楽
・・・名
人
・八
代
目
桂
文
楽
が
黒
門
町
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、

黒
門
町
と
い
え
ば
文
楽
の
こ
と
を
指
す
。
完
璧
主
義
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
落
語

を
徹
底
的
に
練
り
上
げ
洗
練
さ
せ
て
、
緻
密
で
繊
細
な
落
語
に
し
て
い
る
。

草
鞋
や
ロ
ウ
ソ
ク
な
ど
の
生
活
雑

貨
、
駄
菓
子
、
そ
し
て
冬
に
は
焼
き
芋

を
売
っ
て
い
ま
し
た
。
棟
梁
の
啖
呵
に

あ
る
よ
う
に
、
サ
ツ
マ
イ
モ
は
川
越
を

本
場
と
し
て
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
大

家
の
一
代
前
の
六
兵
衛
番
太
は
川
越
の

サ
ツ
マ
イ
モ
を
仕
入
れ
、
薪
を
惜
し
ま

ず
火
で
じ
っ
く
り
と
焼
上
げ
て
い
た
が
、

大
家
が
番
太
郎
だ
っ
た
時
は
薪
を
惜
し

ん
で
生
焼
け
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

昔
は
精
製
し
た
砂
糖
な
ん
て
高
級
品
で

庶
民
が
口
に
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ス

ナ
ッ
ク
菓
子
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
よ
う

な
お
菓
子
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

時
代
、
焼
き
芋
は
甘
く
て
庶
民
で
も
手

軽
に
手
に
入
り
、
子
ど
も
た
ち
の
大
好

き
な
お
や
つ
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
時
に
間
食
す
る
、
ガ
ム

や
飴
み
た
い
な
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
「
ニ
ッ
キ
に
丁
字
」
は
香
辛
料

で
す
ね
。
売
り
声
か
ら
、
ど
ん
な
材
料

で
作
ら
れ
て
い
る
の
か
想
像
は
で
き
ま

す
が
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
味
な
の
で

し
ょ
う
。
本
当
に
「
孝
行
糖
」
と
い
う

ア
メ
が
存
在
し
た
か
は
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
噺
家
が
落
語
の
中
で
こ
さ

え
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
の
甘
納
豆
を
食
べ
る
シ
ー
ン
に
は

逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
名
人
・
八
代

目
桂
文
楽
が
演
じ
た
と
こ
ろ
、
寄
席
の

売
店
で
売
ら
れ
て
い
た
甘
納
豆
が
す
べ

て
売
り
切
れ
に
な
っ
た
ほ
ど
観
客
を
魅

了
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
黒
門

町
の
文
楽
さ
ん
は
上
手
か
っ
た
。
そ
れ

は
い
か
に
も
、
本
当
に
甘
納
豆
を
食
べ

て
い
る
よ
う
で
し
た
よ
。
』

吉
原
の
入
口
で
あ
る
大
門
か
ら
見
た
廓
の
賑
わ
い
。

大
門
に
は
監
視
や
治
安
を
守
る
役
目
が
あ
っ
た
。

吉
原
か
ら
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
た
若
旦
那
は
、

「
三
人
で
入
っ
た
の
に
、
途
中
で
一
人
帰
っ
た
ら

大
門
の
番
に
怪
し
ま
れ
る
」
と
脅
さ
れ
る
。

翌
朝
、
花
魁
に
振
ら
れ
て
面
白
く
な
い
二
人
に
対
し
、

若
旦
那
は
こ
う
言
い
ま
す…

「
あ
な
た
方
、

先
に
帰
れ
る
も
の
な
ら
帰
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

大
門
で
留
め
ら
れ
る
」
と
、

大
門
は
明
烏
の
オ
チ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
。

【出典】守貞漫稿 喜田川守貞著（国立国会図書館蔵）

木
戸

番
小
屋

「
こ
こ
の
ね
、

戸
棚
開
け
た
ら
、

甘
納
豆
が
あ
っ
た
か
ら
ね
、

ち
ょ
い
と

朝
の
甘
み
は
お
つ
だ
よ
」

【出典】飴売渦松 一英斎芳艶画

今
で
は
、
「
甘
党
男
子
」
た
る
も
の

が
存
在
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔

お
菓
子
と
い
え
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
女
・
子
ど
も
が
食
べ
る
も
の
で
、
男

が
口
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
『
明
烏
』
と
い
う
落
語

は
吉
原
を
舞
台
に
し
た
噺
で
、
甘
納
豆

を
食
べ
る
シ
ー
ン
が
見
所
の
一
つ

に
な
っ
て
い
ま
す
。

息
子
が
道
楽
者
だ
と
親
は
心
配
で
す

が
、
あ
ま
り
に
堅
物
す
ぎ
て
も
同
様
に

心
配
す
る
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
息
子
を

心
配
し
た
親
父
は
、
町
内
で
「
札
付
き

の
遊
び
人
」
と
い
う
あ
だ
名
を
与
え
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
源
兵
衛
と
太
助
に
、

息
子
を
吉
原
に
連
れ
て
い
く
よ
う
頼
み
、

若
旦
那
は
二
人
に
騙
さ
れ
て
無
理
矢
理

吉
原
へ
連
れ
て
行
か
れ
ま
す
。
逃
げ
帰

ろ
う
と
す
る
も
脅
さ
れ
、
泣
く
泣
く
花

魁
と
一
夜
を
供
に
す
る
羽
目
に
な
り
ま

し
た
。
翌
朝
、
源
兵
衛
と
太
助
は
互
い

に
相
方
の
女
に
振
ら
れ
面
白
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
悔
し
紛
れ
に
、
花
魁

の
部
屋
に
置
い
て
あ
っ
た
甘
納
豆
を

食
べ
る
の
で
す
。

昔
か
ら
行
事
ご
と
に
食
べ
る
お
菓
子

と
い
う
の
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
三
月

は
ひ
な
あ
ら
れ
、
五
月
は
柏
餅
、
九
月

は
名
月
の
お
月
見
で
お
団
子
、
お
正
月

に
は
鏡
餅
や
菱
餅
。
日
本
で
は
、
季
節

と
お
菓
子
が
密
接
に
結
び
付
い
て
い
ま

す
。
『
人
形
買
い
』
と
い
う
落
語
で
は
、

端
午
の
節
句
に
ち
ま
き
が
配
ら
れ
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
柏
餅

が
一
般
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔
、

江
戸
で
は
柏
餅
、
京
都
・
大
阪
で
は

も
っ
ぱ
ら
ち
ま
き
を
配
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
そ
の
お
礼
と
し
て
、
親
戚
や
近

所
の
人
々
は
五
月
人
形
を
贈
る
と
い
う

習
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。

長
屋
の
神
道
者
の
家
に
男
の
赤
ち
ゃ

ん
が
生
ま
れ
た
の
で
、
ち
ま
き
が
配
ら

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
長
屋
二
十
五
軒

で
、
一
軒
百
文
ず
つ
、
二
貫
五
百
文
で

お
返
し
の
五
月
人
形
を
贈
る
こ
と
に
な

り
、
月
番
の
二
人
が
金
を
預
か
っ
て
人

形
を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
二
人
は
人

形
代
を
値
切
っ
て
安
く
済
ま
せ
、
浮
い

た
お
金
で
一
杯
飲
も
う
と
企
み
ま
す
。

大
の
い
い
歳
し
た
男
が
、
ぶ
つ
ぶ
つ
言

い
な
が
ら
甘
納
豆
を
食
べ
て
い
る
風
情

（あ
け
が
ら
す
）

（こ
う
こ
う
と
う
）

ど
ん
な
ア
メ
、
ど
ん
な
味
な
の
か
想
像

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
う
る
の
こ
ご
め
」
と
い
う
の
は
、
う

る
ち
米
の
小
米
の
こ
と
で
、
小
米
と
は

潰
れ
た
り
欠
け
た
り
し
て
お
米
と
し
て

は
使
え
な
い
も
の
で
す
。
「
寒
晒
し
」

と
は
、
寒
い
時
に
天
日
に
さ
ら
す
こ
と

で
す
。
「
か
や
に
銀
杏
」
と
は
、
茅
と

銀
杏
の
実
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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管理栄養士が
ニッポンの「食」を
紐解く

落語研究家 山本進先生の連載コラムで
取り上げた食材を、キンレイ心染
事務局の管理栄養士が時代背景や栄養
の視点から掘り下げて解説します。

◆
お
や
つ
の
起
源

◆
洒
落
の
き
い
た

焼
き
芋
屋
の
看
板

◆
「
甘
藷
百
珍
」

レ
シ
ピ
一
二
三
品

◆
飢
饉
を
救
っ
た

サ
ツ
マ
イ
モ
！

◆
焼
き
芋

ブ
ー
ム
が
起
こ
る

～江戸っ子の遊び心がつまった甘藷百珍！～

室町時代末期、宣教師によってポルトガルから長崎へ
伝わってきたカステラは、江戸時代長崎で作られ続け、
今のような味・形になりました。卵と砂糖を使用した
ふっくら甘いカステラは、砂糖が高級な時代である当時、
庶民の手に届くものではなかったと考えられます。
そこで、安くて甘い、庶民の味方であるサツマイモを
使った“カステラ風レシピ”が考案されたのでは
ないでしょうか。「甘藷百珍」収載の『加須底羅いも』
レシピには、江戸っ子らしい遊び心と、身近な
食材であるサツマイモを使って、日々 の暮らしを豊かに
しようとする庶民の知恵がつまっています。

「
芋
屋
は
毎
日
、
早
朝
か
ら
深
夜

ま
で
薩
摩
芋
を
焼
く
。
窯
の
煙
は

立
ち
昇
り
、
焦
げ
た
匂
い
が
立
ち

こ
め
、
梁
《
は
り
》
は
煤
で
真
っ
黒

に
な
っ
て
い
る
。
老
若
男
女
、

貴
賎
を
問
わ
ず
に
そ
の
匂
い
に

魅
了
さ
れ
、
産
婆
も
老
爺
も
下
女

も
下
男
も
買
い
に
来
る
。
四
文
も

買
え
ば
幼
児
を
泣
き
や
ま
せ
、
十

文
も
買
え
ば
書
生
の
朝
食
の
代

わ
り
に
な
る
。
八
百
屋
町
、
全
て

の
番
署
で
も
焼
き
芋
が
売
ら
れ

て
い
る
」（「江
戸
繁
盛
記
」よ
り
抜
粋
）

右
側
下
に
焼
き
芋
屋

が
あ
る
。
看
板
に
は

「
○
や
き
十
三
里
」

と
書
い
て
あ
る
。

・サツマイモ（皮付き）

・片栗粉
・卵
・甘酒（砂糖不使用・濃縮タイプ）

・アーモンド（素焼き・無塩）

・ごま
・りんご
・サラダ油

150ｇ
大さじ3
1個
大さじ1
10ｇ（約10粒）
小さじ１
30ｇ（約1/8個）
適量

◆材料（4人分）

❶サツマイモを切り、水にさらしてアクをとる。
（すりおろしやすいように縦４等分程に切るとよい。）

❷アーモンドは粗く刻み、りんごはスライスして

いちょう切りにする。卵は溶いておく。
❸ボールにサツマイモをすりおろし、りんご以外の

材料を全て混ぜ合わせる。

❹小さめのフライパンに薄く油を敷き、❸の生地を
フライパンいっぱいに広げ焼く。

❺❹の上面にリンゴを並べ、片面に焼き色が

ついたら裏返す。
❻リンゴの面にも焼き色がついたら皿に取り出し、

４等分に切る。

◆作り方

「甘藷百珍」に収載されている

「加須底羅（カステラ）いも」を、

“砂糖不使用&腹持ちよい”レシピに

管理栄養士がアレンジ♪

おやつの目安：200kcal/日未満

を守りながら、“健康的なおやつ生活”

を始めてみませんか？

【1人分：130kcal】

管理栄養士監修

／

の

＼

お
や
つ
は
、
江
戸
時
代
中
期
頃
に

一
日
二
食
か
ら
三
食
へ
と
食
習
慣
が
変

わ
り
、
午
後
の
八
つ
刻
（
十
四
時
～
十

六
時
）
に
「
食
事
と
食
事
の
間
に
食
べ

る
も
の
」
と
し
て
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
現
代
で
「
三
時
の
お
や
つ
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
、
当
時
の
時
間

に
由
来
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
や
つ

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
の
意
味
合
い
が
強

く
、
主
に
お
に
ぎ
り
や
果
物
、
サ
ツ
マ

イ
モ
な
ど
が
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

近
年
の
健
康
志
向
や
ダ
イ
エ
ッ
ト
意

識
の
高
ま
り
に
よ
り
、
お
や
つ
は
我
慢

し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
を

お
持
ち
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
お
や
つ
の
本
来

の
役
割
を
考
え
る
と
、
お
や
つ
を
食
べ

る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
空
腹
を
和

ら
げ
る
こ
と
で
夕
飯
の
暴
飲
暴
食
を
抑

え
る
、
ま
た
、
甘
み
に
は
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
が
あ
り
ま
す
。
食
べ
る
物
を
選
べ

ば
、
夕
食
時
の
急
激
な
血
糖
値
の
上
昇

も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
普
段
の

お
や
つ
の
在
り
方
を
考
え
直
す
と
、
健

康
的
な
食
生
活
の
助
け
に
も
な
り
ま
す
。

サ
ツ
マ
イ
モ
は
中
国
か
ら
沖
縄
へ
伝

来
し
、
唐
芋
（
か
ら
い
も
）
、
琉
球
藷

（
り
ゅ
う
き
ゅ
う
い
も
）
、
甘
藷
（
か

ん
し
ょ
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
後
、
薩
摩
（
鹿
児
島
）
で
の
栽
培

が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
「
薩
摩

芋
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

以
降
、
栽
培
地
域
は
広
ま
り
、
江
戸
時

代
中
期
頃
に
な
る
と
関
東
で
の
栽
培
も

盛
ん
に
な
り
ま
す
。

質
素
倹
約
で
有
名
な
八
代
目
徳
川
吉

宗
の
存
在
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
普
及
の
立

役
者
で
す
。
米
将
軍
と
し
て
も
知
ら
れ

る
吉
宗
の
時
代
、
享
保
の
大
飢
饉
が
発

生
し
米
の
収
穫
が
大
被
害
を
受
け
ま
す
。

薩
摩
藩
出
身
の
家
臣
に
飢
饉
の
様
子
を

尋
ね
る
中
で
、
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が

人
々
を
餓
死
か
ら
救
っ
た
と
い
う
話
を

聞
き
、
飢
饉
対
策
と
し
て
の
サ
ツ
マ
イ

モ
栽
培
に
着
目
し
ま
す
。
荒
れ
た
土
地

や
天
候
不
順
、
害
虫
な
ど
に
よ
る
病
気

に
も
強
い
上
に
長
期
保
存
も
可
能
な
サ

ツ
マ
イ
モ
を
、
吉
宗
は
関
東
で
の
栽
培

を
推
奨
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
江

戸
で
も
サ
ツ
マ
イ
モ
が
庶
民
に
と
っ
て

身
近
な
食
べ
物
と
い
う
地
位
を
確
立
し

た
の
で
す
。
と
り
わ
け
江
戸
っ
子
に
は

焼
き
芋
が
ウ
ケ
、
冬
の
お
や
つ
の
定
番

と
し
て
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
七
八
九
年
に
「
甘
薯
百
珍
」
と
い

う
サ
ツ
マ
イ
モ
レ
シ
ピ
一
二
三
品
を
収

載
し
た
レ
シ
ピ
本
が
刊
行
さ
れ
、
四
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
、
「
奇
品
（
ア
イ
デ
ア
料

理
）
」
「
尋
常
品
（
一
般
的
な
料

理
）
」
「
妙
品
（
見
た
目
、
味
と
も
に

優
れ
た
料
理
）
」
「
絶
品
（
究
極
の
料

理
）
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
頃
は
「
〇
〇
百
珍
」
と
い
う
本
が

流
行
し
、
豆
腐
・
鯛
・
大
根
・
卵
・
こ

ん
に
ゃ
く
の
百
珍
本
な
ど
も
刊
行
さ
れ

て
い
ま
す
。

サ
ツ
マ
イ
モ
は
そ
れ
自
体
に
甘
み
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
不
足
し
が
ち
な
食

物
繊
維
も
摂
取
で
き
、
腹
持
ち
が
良
い
。

ま
さ
し
く
、
間
食
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
、
お
や
つ
に
ぴ
っ
た
り
の
食
材

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
、
焼
き
芋
ブ
ー
ム
が
起
こ

り
ま
す
。
天
保
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

『
江
戸
繁
盛
記
』
に
そ
の
盛
況
ぶ
り
を

表
す
記
述
が
あ
り
ま
す
。

四
文
と
は
現
代
の
百
円
ほ
ど
で
、
焼

き
芋
は
最
も
安
い
食
べ
物
と
し
て
庶
民

の
味
方
で
し
た
。
江
戸
の
町
は
区
間
ご

と
に
木
戸
と
呼
ば
れ
る
番
屋
（
管
理
人

の
詰
め
所
）
が
あ
り
、
焼
き
芋
は
、
木

戸
番
屋
の
管
理
人
で
あ
る
番
太
郎
が

売
っ
て
い
る
も
の
で
し
た
。
焼
き
芋
は

あ
ち
こ
ち
の
番
屋
で
売
ら
れ
、
安
く
て
、

さ
ら
に
甘
い
。
こ
う
し
て
、
江
戸
っ
子

の
冬
の
定
番
お
や
つ
に
な
っ
た
と
い
う

わ
け
で
す
。

明
治
時
代
に
な
っ
て
も
焼
き
芋
人
気

は
健
在
で
し
た
が
、
そ
れ
は
大
正
十
二

年
の
関
東
大
震
災
ま
で
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
大
震
災
後
の
復
興
し
た
東
京
で
は

新
し
い
も
の
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、

江
戸
時
代
以
来
の
風
俗
・
習
慣
と
い
う

の
は
時
代
遅
れ
と
さ
れ
、
そ
れ
は
お
や

つ
の
世
界
に
も
言
え
る
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
ま
で
、
お
や
つ
の
定
番
と
言
え
ば

焼
き
芋
が
君
臨
し
て
い
ま
し
た
が
、
ビ

ス
ケ
ッ
ト
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
、
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
な
ど
の
洋
菓
子
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

焼
き
芋
屋
の
看
板
は
、
江
戸
っ
子
の

洒
落
っ
気
が
た
っ
ぷ
り
で
す
。
芋
を

丸
ご
と
焼
く
こ
と
か
ら
「
ま
る
焼
き
」

と
呼
ば
れ
、
「
○
焼
き
」
と
書
か
れ
た

看
板
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他

「
八
里
半
」
と
い
う
看
板
は
焼
き
芋
の

味
が
「
栗
（
九
里
）
」

に
近
い
こ
と

に
由
来
し
、
さ
ら
に
「
栗
よ
り
（
四

里
）
う
ま
い
」
と
い
う
こ
と
で
「
十
三

里
」
と
、
看
板
は
変
化
し
て
い
き
ま
し

た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
の
名
産
地
と
し
て
有

名
な
川
越
か
ら
江
戸
ま
で
の
距
離
が
約

十
三
里
だ
っ
た
こ
と
に
も
か
か
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。

【出典】
名所江戸百景
第114景
「びくにはし雪中」
歌川広重 画

砂糖不使用の代わりに甘酒を使うことで甘みをプラス。
刻んだアーモンドを加えるとザクザクとした食感が楽し
く、噛む回数も増えます。これにより、満腹感を与えて
くれるとともに血糖値の上昇も緩やかにしてくれます。
いちょう切りしたリンゴを乗せて焼くことで見た目も
可愛いらしく、ほのかな酸味がアクセントになります。

ポイント


