
1

弥
生
だ
よ
り

弥生神社
令和 2年４月
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　い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
弥
生
神
社
で
は
新
緑
が
明
る
く
境
内
を
彩
り
、

春
の
風
が
心
地
よ
く
木
々
を
揺
ら
し
て
お
り
ま
す
。

　お
参
り
も
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
頃
。
皆
さ
ま
と
の
ご
縁
を
大
切
に
し
た

い
と
、
毎
月
弥
生
神
社
よ
り
お
便
り
を
お
届
け
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
神
社
の

あ
れ
こ
れ
や
季
節
の
お
話
、
身
近
な
植
物
の
こ
と
、
手
仕
事
の
こ
と
、
お
料
理
の
こ
と
、

遠
い
国
の
文
化
の
こ
と
。
こ
れ
ま
で
の
行
事
の
ア
ル
バ
ム
な
ど
な
ど
。

　ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け

た
ら
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　弥
生
神
社
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四
月
十
一
日
、
十
二
日
は
弥
生
神
社 

例
祭
で
し
た
。

神
職
に
よ
る
祭
典
を
行
い
ま
し
た
。

あ
わ
せ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
鎮
静
祈

願
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。



43

弥生神社の書写会／宗教・文化講座／ワークショップ

1 月

12 日　「大祓詞」書写会
13 日・19 日　ワークショップ「お守り袋作り」
25 日　宗教・文化講座「インドの社会と宗教」
            「インドからイスラームを見ると…」  （近藤光博先生）

２月

２日　  小さな手仕事の会「香袋を作ろう」
８日     「大祓詞」書写会
16 日    ワークショップ「上巳の節句と雛人形作り」
23 日    レクチャー & ワーク「土馬ってなんだろう」  （玉井ゆかり先生）

３月

１日　  小さな手仕事の会  「飾り結びを作ろう」
８日     宗教・文化講座「神道を考える」
            「災害からの再生と神社」 （黒﨑浩行先生）
14 日・20 日    ワークショップ「ご朱印帳作り」
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家
財
道
具
を
記
録
し
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
史
料
の
な
か
に

は
、
面
白
い
こ
と
に
家
の
扉
が
登
場
す
る
も
の
が
あ
る
。

木
材
が
貴
重
だ
った
の
で
、
木
で
で
き
た
扉
も
財
産
の
一

部
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
家
の
扉
や
戸
口
ま
わ
り
、
さ
ら
に
は

窓
枠
が
赤
く
塗
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
った
。

強
い
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
た
赤
色
が
、
悪
い
も
の
を
遠

ざ
け
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ⒸKoichiro Wada

和田浩一郎 （エジプト学）
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旧
暦
は
、
太
陽
暦
と
太
陰
暦
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
「
太
陰
太
陽
暦
」
と
い

わ
れ
ま
す
。
明
治
五
年
ま
で
、
長
い
間
人
々
が
暮
ら
し
の
中
で
親
し
ん
で
き
た
暦

で
す
。
旧
暦
で
は
、
月
日
は
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
る
「
太
陰
暦
」
で
定
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
（
新
月
の
日
が
毎
月
一
日
）。

   

そ
し
て
季
節
の
変
化
の
指
標
と
す
る
た
め
、
太
陽
暦
の
一
年
を
四
等
分
し
た
春

夏
秋
冬
の
ほ
か
、
二
十
四
等
分
し
た
「
二
十
四
節
気
」、
七
十
二
等
分
し
た
「
七
十

二
候
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

   

二
十
四
節
気
に
よ
れ
ば
一
年
は
立
春
か
ら
始
ま
り
、
春
分
、
夏
至
、
秋
分
、
冬

至
の
「
二
至
二
分
（
に
し
に
ぶ
ん
）」
に
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
盛
り
を
迎
え
、
大

寒
で
締
め
く
く
り
と
な
り
ま
す
。
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
の
は
じ
ま
り
で
「
四
立
（
し
り
ゅ
う
）」
と
言
い
、二
至
二
分
と
合
わ
せ
て
「
八
節
」

と
い
わ
れ
ま
す
。

　
   

季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
、
人
々
は
身
の
ま
わ
り
の
自
然
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
暮

ら
し
の
中
に
取
り
入
れ
、
農
作
業
や
年
中
行
事
や
祭
り
ご
と
の
サ
イ
ク
ル
を
つ
く

り
、
旬
の
材
を
使
っ
た
食
や
衣
、
和
歌
や
物
語
ま
で
様
々
な
文
化
を
育
ん
で
き
ま

し
た
。 
二
十
四
節
気
と
七
十
二
候
の
表
現
に
は
そ
ん
な
人
々
の
感
性
と
営
み
が
表

れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
二
十
四
節
気
、七
十
二
候
の
う
ち
、新
暦
の
四
月
半
ば
以
降
に
あ
た
る「
穀

雨
」
と
「
立
夏
」、
そ
の
期
間
に
あ
る
初
候
か
ら
末
候
ま
で
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
。

旧
暦
と
二
十
四
節
気
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　（新
暦 
四
月
二
十
日
〜
五
月
四
日
頃
）

「春
雨
降
り
て
百
穀
を
生
化
す
れ
ば
也
」＊ 

　穀
雨
は
『
五
穀
を
潤
す
雨
が
降
る
』
と
い
う
意
味
。
春
の
暖
か
い
雨
が
降
っ

て
穀
物
の
芽
が
伸
び
て
く
る
季
節
。

「
八
十
八
夜
」…

立
春
か
ら
数
え
て
八
十
八
日
目
の
夜
。「
米
」
は
八
と
十
と
八

の
字
を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
縁
起
の
い
い
農
の
吉
日
と
い
わ
れ
て
い
る
。

初
候 …

 

葭
始
生
（
あ
し
は
じ
め
て
し
ょ
う
ず
）
四
月
二
十
日
頃

　
　
　

  

　
　
　
　

  

水
辺
の
葭
が
芽
吹
き
始
め
る
頃
。

次
候 …

 

霜
止
出
苗
（
し
も
や
み
て
な
え
い
ず
る
）
四
月
二
十
五
日
頃

　
　
　
　
　
　
　
　

  

霜
が
降
り
な
く
な
り
、
苗
代
で
稲
の
苗
が
生
長
す
る
頃
。

末
候 …

 

牡
丹
華
（
ぼ
た
ん
は
な
さ
く
）
四
月
三
十
日
頃

　
　
　
　
　
　
　牡
丹
が
大
き
な
花
を
咲
か
せ
る
頃
。

【
旬
の
野
菜
】
新
ご
ぼ
う
、
よ
も
ぎ
、
こ
ご
み

　
　
　
　（新
暦 

五
月
五
日
〜
五
月
十
九
日
頃
）

「夏
の
立
つ
が
ゆ
へ
也
」＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　＊『
こ
よ
み
便
覧
』
江
戸
時
代
の
暦
の
解
説
書
よ
り
。

 

　夏
の
気
配
が
現
れ
て
く
る
頃
。
こ
の
日
か
ら
立
秋
の
前
日
ま
で
が
夏
。

初
候 …

 

蛙
始
鳴
（
か
わ
ず
は
じ
め
て
な
く
）
五
月
五
日
頃

　
　
　
　
　
　
　
　

 

蛙
が
鳴
き
始
め
る
頃
。

次
候 …

 

蚯
蚓
出
（
み
み
ず
い
ず
る
）
五
月
十
日
頃

　
　
　
　
　
　
　
　み
み
ず
が
地
上
に
出
て
く
る
頃
。

末
候 …

 

竹
笋
生
（
た
け
の
こ
し
ょ
う
ず
）
五
月
十
五
日
頃

　
　
　
　
　
　
　
　た
け
の
こ
が
出
て
く
る
頃
。

【
旬
の
野
菜
】
に
ん
じ
ん
、
た
け
の
こ
（
真
竹
）

穀
雨

立
夏

こ
く
う

り
っ
か

（
参
考
）
矢
嶋
文
子
『
旬
の
や
さ
い
歳
時
記
』（
平
成
二
十
六
年
）
主
婦
と
生
活
社

　
　
　

 

白
井
名
大
『
日
本
の
七
十
二
候
を
楽
し
む―

旧
暦
の
あ
る
暮
ら
し―

』

          （
平
成
二
十
五
年
）
東
邦
出
版
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小
さ
な
手
仕
事
の
会

～
カ
ラ
フ
ル
マ
ス
ク
作
り
～

自
宅
で

　
毎
月
の
初
め
に
開
催
し
よ
う
と
は
じ
ま
り
ま

し
た
「
小
さ
な
手
仕
事
の
会
」。
二
月
は
絹
布
と

刻
み
香
で
香
袋
を
縫
っ
て
作
り
、
三
月
は
江
戸

打
ち
紐
を
使
っ
て
結
び
の
飾
り
を
作
り
ま
し
た
。

　　
そ
し
て
四
月
の
会
は
、
カ
ラ
フ
ル
な
ガ
ー
ゼ

布
を
縫
っ
て
マ
ス
ク
を
作
ろ
う
と
企
画
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
受
け
て
中
止
に
な

り
ま
し
た
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
ん
な
時
こ
そ
ご
自
宅
で
手

仕
事
の
時
間
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
、
マ

ス
ク
の
材
料
を
郵
送
で
お
分
け
す
る
こ
と
に
。

ご
案
内
し
た
と
こ
ろ
、
地
域
内
外
北
海
道
か
ら

沖
縄
ま
で
、
お
顔
馴
染
み
の
方
か
ら
初
め
ま
し

て
の
方
ま
で
八
十
件
を
超
え
る
御
希
望
を
い
た

だ
き
、
三
セ
ッ
ト
ず
つ
お
手
紙
と
レ
シ
ピ
を
添

え
て
お
送
り
し
ま
し
た
。

　　
申
込
の
段
階
か
ら
メ
ー
ル
や
お
便
り
を
通
し

て
皆
さ
ま
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
粛
生

活
の
し
ん
ど
さ
や
不
安
、
励
ま
し
や
感
謝
の
気

持
ち
も
届
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
綺
麗
に
丁
寧
に
工
夫
を
凝
ら
し
て

作
ら
れ
た
マ
ス
ク
の
画
像
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
ア
ッ
プ

し
た
り
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り
。
作
品
を
拝
見

す
る
の
が
楽
し
み
で
し
た
。
手
仕
事
の
ご
感
想

や
ご
家
族
と
楽
し
ん
だ
様
子
が
綴
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
嬉
し
く
拝
読
し
ま
し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
手
仕
事
を
通
し
て
の
皆
さ
ま
と
の

出
会
い
と
交
流
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
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　自
宅
で

「
手
仕
事
の
会
」
参
加
の
皆
さ
ま
よ
り
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－Karin Needlework－

ⒸKarin Nakamura

お山の針仕事 ・ １
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は
じ
め
ま
し
て
。K

arin N
eedlew

ork

中
村
鹿
林
で
す
。

　
長
野
県
大
鹿
村
の
小
さ
な
集
落
に
住
み
な
が
ら
、
刺
繍
の
作
品
を
つ
く
っ
た

り
教
室
を
ひ
ら
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
編
み
物
も
好
き
で
毎
日
何
か

編
ん
で
い
ま
す
。
家
に
は
山
羊
、
鶏
、
猫
、
加
え
て
も
う
す
ぐ
二
才
に
な
る
息

子
が
い
て
、
賑
や
か
で
す
が
の
ん
び
り
と
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

Karin Needlework の看板 ( 屋号 )

右ページの作品は、王立刺繍学校での最初の課題。

　
小
さ
い
頃
か
ら
ク
ロ
ス
ス
テ
ッ
チ
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
格
的

に
刺
繍
を
始
め
た
の
は
高
校
卒
業
後
に
父
の
故
郷
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
に

渡
っ
た
と
き
で
す
。
英
国
王
立
刺
繍
学
校
に
通
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
刺

繍
の
技
法
を
学
び
ま
し
た
。

　
他
に
も
イ
ギ
リ
ス
滞
在
中
に
は
叔
母
に
ク
ロ
ッ
シ
ェ(

か
ぎ
針
編
み)

を

教
え
て
も
ら
っ
た
り
、数
か
月
デ
ン
マ
ー
ク
に
飛
ん
で
手
工
芸
学
校
へ
行
っ

た
り
し
て
、
色
々
な
手
工
芸
を
学
ぶ
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
工
芸
は
華
や
か
な
が
ら
優
し
い
色
の
組
み
合
わ
せ
が
多
く
、見
て
も
や
っ

て
も
楽
し
い
も
の
で
し
た
。
５
年
ほ
ど
経
っ
た
と
こ
ろ
で
、
や
っ
ぱ
り
南

ア
ル
プ
ス
の
山
が
恋
し
い
と
帰
国
し
今
に
至
り
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
暮
ら
し
の
中
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
取
り
入
れ
た
り
、
長
野

の
山
奥
の
自
然
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
り
、
作
り
た
い
も
の
を
作
っ
て
み
る

毎
日
で
す
。
生
活
を
彩
り
、
季
節
を
感
じ
ら
れ
る
作
品
を
み
な
さ
ま
に
紹

介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Karin Needlework　　
https://karin-needlework.tumblr.com/
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　弥
生
神
社
の
御
朱
印
帳
、
　春
バ
ー
ジ
ョ
ン

が
完
成
し
ま
し
た
。
表
紙
の
布
地
は
春
ら
し
い

花
柄
の
絹
布
と
、
薄
手
で
光
沢
の
あ
る
コ
ッ
ト

ン
の
リ
バ
テ
ィ
布
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
う
さ

ぎ
や
犬
や
鳥
と
い
っ
た
動
物
柄
も
登
場
で
す
。

　季
節
ご
と
に
選
ん
だ
布
は
、
カ
ッ
ト
し
て
作

り
手
さ
ん
に
託
し
ま
す
。
そ
の
間
、
神
社
で
は

御
朱
印
帳
を
入
れ
る
袋
を
縫
い
ま
す
。
ち
な
み

に
袋
に
使
う
裏
布
や
江
戸
打
ち
紐
も
一
組
ず
つ

色
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
て
選
ん
で
い
ま
す
。

　御
朱
印
帳
の
作
り
手
さ
ん
に
、
ど
ん
な
こ
と

に
気
を
つ
け
て
作
っ
て
い
る
の
か
伺
っ
て
み
る

と
、
　「奉
書
紙
を
一
枚
一
枚
折
る
と
こ
ろ
か

ら
、
糊
付
け
し
て
蛇
腹
に
し
、
裏
表
の
厚
紙
に

布
貼
り
を
す
る
、
す
べ
て
の
行
程
で
丁
寧
に
作

業
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
細
部
ま
で
神
経

を
使
う
の
で
、
調
子
が
悪
い
と
感
じ
る
と
き
は

手
を
付
け
ま
せ
ん
。」
と
い
う
お
答
え
が
。

　そ
れ
か
ら
、
表
紙
に
使
う
布
地
が
様
々
な
の

で
作
業
の
仕
方
が
違
っ
て
く
る
と
い
い
ま
す
。

「
ま
ず
は
布
ご
と
に
性
質
を
見
極
め
、
糊
の
量

御
朱
印
帳

春
、
新
し
い
御
朱
印
帳
を
作
り
ま
し
た
。

弥
生
神
社

を
微
妙
に
調
整
し
て
い
ま
す
。
リ
バ
テ
ィ
布
の

よ
う
に
薄
手
で
表
紙
の
紙
が
透
け
て
し
ま
う
布

は
、布
の
下
に
紙
を
貼
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
風
合
い
が
柔
ら
か
く
な
り
ま
す
。」

こ
ん
な
工
夫
が
あ
っ
て
、
一
点
も
の
の
御
朱
印

帳
が
綺
麗
に
仕
上
が
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　「作
っ
た
も
の
を
、
ど
な
た
か
が
使
っ
て
く

だ
さ
る
と
い
う
こ
と
が
嬉
し
く
、
そ
の
こ
と
を

考
え
て
作
っ
て
い
ま
す
。」

　こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
作
り
手

さ
ん
に
も
支
え
ら
れ
、
少
し
ず
つ
奉
製
し
て
お

り
ま
す
弥
生
神
社
の
御
朱
印
帳
。
季
節
ご
と
に

お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
よ
う
ご
紹
介
し
ま
す
。
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　弥
生
神
社
の
御
朱
印
帳
、
　春
バ
ー
ジ
ョ
ン

が
完
成
し
ま
し
た
。
表
紙
の
布
地
は
春
ら
し
い

花
柄
の
絹
布
と
、
薄
手
で
光
沢
の
あ
る
コ
ッ
ト

ン
の
リ
バ
テ
ィ
布
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
う
さ

ぎ
や
犬
や
鳥
と
い
っ
た
動
物
柄
も
登
場
で
す
。

　季
節
ご
と
に
選
ん
だ
布
は
、
カ
ッ
ト
し
て
作

り
手
さ
ん
に
託
し
ま
す
。
そ
の
間
、
神
社
で
は

御
朱
印
帳
を
入
れ
る
袋
を
縫
い
ま
す
。
ち
な
み

に
袋
に
使
う
裏
布
や
江
戸
打
ち
紐
も
一
組
ず
つ

色
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
て
選
ん
で
い
ま
す
。

　御
朱
印
帳
の
作
り
手
さ
ん
に
、
ど
ん
な
こ
と

に
気
を
つ
け
て
作
っ
て
い
る
の
か
伺
っ
て
み
る

と
、
　「奉
書
紙
を
一
枚
一
枚
折
る
と
こ
ろ
か

ら
、
糊
付
け
し
て
蛇
腹
に
し
、
裏
表
の
厚
紙
に

布
貼
り
を
す
る
、
す
べ
て
の
行
程
で
丁
寧
に
作

業
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
細
部
ま
で
神
経

を
使
う
の
で
、
調
子
が
悪
い
と
感
じ
る
と
き
は

手
を
付
け
ま
せ
ん
。」
と
い
う
お
答
え
が
。

　そ
れ
か
ら
、
表
紙
に
使
う
布
地
が
様
々
な
の

で
作
業
の
仕
方
が
違
っ
て
く
る
と
い
い
ま
す
。

「
ま
ず
は
布
ご
と
に
性
質
を
見
極
め
、
糊
の
量

を
微
妙
に
調
整
し
て
い
ま
す
。
リ
バ
テ
ィ
布
の

よ
う
に
薄
手
で
表
紙
の
紙
が
透
け
て
し
ま
う
布

は
、布
の
下
に
紙
を
貼
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
風
合
い
が
柔
ら
か
く
な
り
ま
す
。」

こ
ん
な
工
夫
が
あ
っ
て
、
一
点
も
の
の
御
朱
印

帳
が
綺
麗
に
仕
上
が
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　「作
っ
た
も
の
を
、
ど
な
た
か
が
使
っ
て
く

だ
さ
る
と
い
う
こ
と
が
嬉
し
く
、
そ
の
こ
と
を

考
え
て
作
っ
て
い
ま
す
。」

　こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
作
り
手

さ
ん
に
も
支
え
ら
れ
、
少
し
ず
つ
奉
製
し
て
お

り
ま
す
弥
生
神
社
の
御
朱
印
帳
。
季
節
ご
と
に

お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
よ
う
ご
紹
介
し
ま
す
。
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24×13cm 角型一個分

さつま芋生地
さつまいも　中一本（400g 前後）
レーズン　100g
ラム酒　50g
砂糖　40g
バター　ひとかけら
餅粉　60g（白玉粉でも可）

（お好みで）シナモンパウダー・クローブパウダー
粗く砕いたナッツ類（クルミ・アーモンドなど）

一
日
家
に
居
ら
れ
る
日
に
は
、
気
を
遣
わ
な
い
焼
き
菓
子
を
時
間
を

か
け
て
仕
込
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

さ
つ
ま
芋
生
地
の
分
量
は
目
安
で
す
。
芋
の
甘
さ
を
見
て
、
お
好
み

で
合
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

さ
つ
ま
芋
と
ラ
ム
レ
ー
ズ
ン
の
焼
き
菓
子

そぼろ生地
無塩バター　50g
卵黄　1 個分
砂糖　50g
薄力粉　100g
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前日―
レーズンをラム酒に浸しておきます。
バターは室温に戻しておきます。
（暑い日であれば薄力粉を冷やしておくとよいでしょ
う）
型にオーブンシートを敷いておきます。

１
洗ったさつま芋をアルミホイルで包み、180 度のオーブ
ンで一時間焼き、そのまま予熱で 30分放置します。

２
さつま芋を焼いている間に、そぼろ生地を作ります。
泡立て器でバターをクリーム状に練り、砂糖を加え白っぽ
くなるまで攪拌し、卵黄を加え、均一に混ぜます。
ドレッジ・カード等に持ち替え、粉をふるい入れ、そぼろ
状になるよう切り混ぜます。
袋に移し、冷蔵（冷凍保存も可能）しておきます。
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生
地
が
馴
染
ん
だ
翌
日
以
降
の

方
が
美
味
し
く
い
た
だ
け
る
、

長
い
休
み
に
嬉
し
い
焼
き
菓
子

で
す
。

バ
ニ
ラ
ア
イ
ス
を
添
え
た
盛
り

付
け
も
お
勧
め
で
す
。

３
さつま芋の皮をむき、砂糖・バターを混ぜ、さらに
餅粉・シナモン・クローブを合わせます。
レーズンをラム酒ごと加えざっくりと混ぜます。

４
型にそぼろの半量を敷き詰め、180 度のオーブンで 15
分ほど、色付くまで焼きます。
砕いたナッツを散らし、さつま芋生地を敷き詰め、なら
した表面に残りのそぼろ生地を散らします。

５
オーブンに入れ、途中生地が色付いたら上にアルミホイ
ルをかけ、計 40分ほど焼きます。
完全に冷まし、一晩置いてから切り分けます。

権
禰
宜
　
池
田
（
沙
）
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　四
月
初
旬
、弥
生
神
社
の
境
内
に
あ
る
山
椒
の
木
の
枝
か
ら
、新
芽
が
次
々
と
顔
を
出
し
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
木
の
芽
で
す
。
木
の
芽
は
毎
年
煎
り
煮
に
し
て
、
行
事
の
時
に
お
出
し
す
る
お
茶
菓

子
の
お
に
ぎ
り
に
添
え
て
い
ま
す
。
境
内
の
斜
面
に
足
を
踏
ん
張
り
、
枝
先
の
実
を
取
ら
な
い

よ
う
に
、
枝
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
棘
と
戦
い
な
が
ら
、
今
年
も
せ
っ
せ
と
新
芽
を
摘
み
採
り
ま

し
た
。
今
回
は
こ
の
弥
生
神
社
特
製
、
木
の
芽
の
煎
り
煮
の
作
り
方
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　摘
み
採
っ
た
新
芽
は
ざ
っ
と
洗
い
、水
気
を
切
り
ま
す
。
ア
ク
抜
き
の
た
め
、軽
く
塩
を
振
り
、

水
気
が
出
る
ま
で
乾
煎
り
し
ま
す
。
出
て
き
た
水
分
を
し
っ
か
り
絞
り
、
ザ
ル
に
広
げ
て
冷
ま

し
ま
す
。（
こ
の
状
態
で
冷
凍
保
存
を
す
る
と
、
好
き
な
と
き
に
味
付
け
し
て
使
え
ま
す
）

　こ
の
乾
煎
り
し
た
新
芽
に
、
弥
生
神
社
で
は
多
め
の
酒
と
醤
油
を
加
え
、
煮
詰
め
て
い
ま
す
。

す
っ
き
り
と
香
り
の
よ
い
新
芽
は
、
冷
凍
保
存
が
で
き
、
筍
ご
飯
や
煮
物
や
お
弁
当
の
お
か
ず

に
も
ぴ
っ
た
り
。今
年
も
ま
た
行
事
の
お
茶
菓
子
に
添
え
ら
れ
た
ら
と
、た
く
さ
ん
作
り
ま
し
た
。

　ち
な
み
に
こ
の
レ
シ
ピ
は
、
栃
木
県
日
光
市
の
山
内
と
い
う
と
こ
ろ
で
聞
い
た
も
の
。
木
の

芽
の
食
し
方
、
地
域
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
そ
う
で
す
。

山
椒
の
新
芽

葉
っ
ぱ
の
は
な
し
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本
書
は
い
わ
れ
の
な
い
罪
で
十
三
年
も
の
獄
中
生
活
を
送
っ
た
著
者
が
、「
人
生
を
豊
か
に
し
て
く
れ

る
獄
中
の
同
志
」
で
あ
る
草
た
ち
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
妹
に
書
き
送
っ
た
手
紙
で
あ
る
。
あ
た
た
か
く

ユ
ー
モ
ア
も
散
り
ば
め
ら
れ
た
日
記
の
よ
う
な
哲
学
書
の
よ
う
な
手
紙―

。

著
者
は
雑
草
と
呼
ば
れ
る
草
た
ち
を
美
味
し
く
い
た
だ
く
。
ヨ
モ
ギ
、
ウ
ツ
ボ
グ
サ
、
菊
の
花
、
ア
ニ

ス
の
種
を
調
合
し
た
茶
、
タ
ン
ポ
ポ
、
マ
ツ
ヨ
イ
グ
サ
、
ア
カ
ザ
、
イ
ヌ
ヤ
ク
シ
ソ
ウ
、
ス
ミ
レ
な
ど

を
混
ぜ
た
水
キ
ム
チ
、
南
瓜
の
葉
と
花
の
蒸
し
も
の
、
十
種
類
以
上
の
草
を
煮
込
ん
だ
ジ
ャ
ム
な
ど
。

そ
し
て
草
や
昆
虫
を
細
部
ま
で
観
察
し
、
美
し
い
線
描
画
に
描
い
て
い
く
。

ひ
ざ
を
折
っ
て
目
線
を
変
え
る
と
見
え
て
く
る
複
雑
な
生
命
の
宇
宙
と
の
交
歓
。
こ
う
し
た
日
々
の
な

か
で
、
人
生
の
意
味
や
社
会
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
を
得
て
い
く
。
気
温
が
二
十
五
度
を
超
え
る
七
月

に
な
っ
た
と
た
ん
急
激
に
成
長
す
る
ス
ペ
タ
リ
ア
の
芽
か
ら
は
、
人
も
ま
た
個
々
の
成
長
の
時
期
が
あ

る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
。

著
者
に
と
っ
て
の
「
草
に
生
か
さ
れ
た
」
日
々
の
記
録
は
、
私
た
ち
に
も
新
た
な
見
方
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
。
読
後
に
は
日
常
の
あ
り
ふ
れ
た
景
色
が
少
し
違
っ
て
見
え
る
だ
ろ
う
。

私
た
ち
の
祖
先
も
ま
た
植
物
た
ち
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
薬
や
衣
食
住
に
も
生
か
し
て
き
た
。
生
命
へ
の

感
謝
と
と
も
に
、
そ
の
知
恵
と
技
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
今
こ
の
環
境
に
い
る
私
た
ち
は
未
来
の
人
た

ち
に
ど
ん
な
「
手
紙
」
を
残
せ
る
の
だ
ろ
う
。

野
草
の
手
紙

草
た
ち
と
虫
と
、

わ
た
し

小
さ
な
命
の
対
話
か
ら

フ
ァ
ン
・
デ
グ
ォ
ン

清
水 

由
希
子 (
訳)

権
禰
宜
　
池
田
（
奈
）

四
月
の
本


