
満
開
の
桜
と
と
も
に
、
弘
前
城
の

お
濠
に
浮
か
ぶ
圧
巻
の
花は
な

筏い
か
だ

。

弘
前
城
の
桜
／
青
森
県

上

残
雪
の
岩
手
山
を
背
景

に
枝
を
広
げ
る
小
岩
井

農
場
の
一
本
桜
。

小
岩
井
農
場
の
桜
／
岩
手
県

角
館
の
武
家
屋
敷
通
り
。

黒
板
塀
に
し
だ
れ
桜
の

ピ
ン
ク
色
が
映
え
ま
す
。

角
館
の
桜
／
秋
田
県

満
開
の
桜
を
背
景
に
、

山
形
市
の
基
礎
を
築
い

た
最も

上が
み

義よ
し

光あ
き

騎
馬
像
。

霞か

城じ
ょ
う

公
園
の
桜
／
山
形
県

ひ
さ
か
た
の

光
の
ど
け
き 

春
の
日
に

し
づ
心
な
く 

花
の
散
る
ら
む

「
古こ

き
ん今

和
歌
集
」
よ
り

　
〝
春
一
番
〞
が
吹
い
た
ら
、
桜

の
季
節
が
待
っ
て
い
ま
す
ね
。
右

は
、
百
人
一
首
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
「
古
今
和
歌
集
」
の
紀
友
則
の

一
句
で
す
。
時
を
長
く
感
じ
る
よ

う
な
春
の
穏
や
か
な
気
候
と
、
満

開
の
期
間
が
刹
那
に
過
ぎ
る
桜
の

は
か
な
さ
が
対
照
的
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
当
時
、
テ
レ
ビ
も「
も
っ

と
宅
食
ら
い
ふ
」
も
な
い
平
安
時

代
、
自
然
か
ら
の
美
し
い
贈
り
物

で
あ
る
桜
は
、
人
々
の
目
に
ど
れ

だ
け
輝
い
て
映
り
、
心
を
魅
了
し

て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
今
年
の
開

花
は
間
近
で
す
が
、
一
歩
先
取
り

で
本
誌
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。



ま
ず
は
ほ
れ
る
こ
と
が
先
な
ん
だ
よ
。

本
気
で
ほ
れ
抜
い
た
ら
、こ
れ
は
強
い
。

本
当
に
も
の
す
ご
い
力
が
出
る
ん
だ
よ
。

 
『
プ
ロ
論
。２
』 －－－－－－ 
山
本
一
力（
作
家
）

優
し
い
愛
の
言
葉
を
使
え
ば
、

人
は
幸
せ
に
包
ま
れ
る

 
『
あ
な
た
の
心
に
青
空
を
』

－－－－－－ 
瀬
戸
内
寂
聴（
作
家
）

人
を
元
気
に
す
る
恋
の
力
を
表
現
し
た
作
家
た
ち
の
名
言
も
ご
紹
介
し
ま
す
。

宮城県柴田郡大河原町にある、約
1200本の桜。川と桜並木が美しい。

一目千本桜

9 2024.3

春
め
く
日
本
。お

こ

桜

恋
菓

と

子

ば
。

、

、淡
い
色
の
花
が
街
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
飾
る
春
は
、
誰
し
も
ふ
わ
り
と
心
が
弾
ん
で
く
る
季
節
で
す
。

春
の
代
名
詞
と
い
え
ば
、
桜
や
恋
。
今
回
は
誌
面
で
2
つ
の
千
本
桜
の
絶
景
を

〝
お
花
見
〞
し
な
が
ら
、
桜
や
恋
を
テ
ー
マ
に
し
た
世
界
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

は
じ
め
に
、
歌
人 

紀き
の

貫つ
ら

之ゆ
き

の
よ
く
知
ら
れ
た
恋
歌
か
ら
。

「
山
桜 

霞か
す
み

の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も 

見
て
し
人
こ
そ 

恋
し
か
り
け
れ
」

春
霞
の
隙
間
か
ら
か
す
か
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
山
桜
の
よ
う
に
、
チ
ラ
リ
と
ほ
の
か
に

見
え
て
い
た
あ
な
た
の
こ
と
だ
け
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
心
惹
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

と
詠
ん
だ
歌
で
す
。
桜
に
恋
を
重
ね
る
様
は
、
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
す
ね
。
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桜、お菓子、恋ことば。
光
源
氏
が
十
八
歳
の
時
、
病
気
の
治
療
の
た
め
、
山
桜
が
咲
き
乱
れ
る
北
山
に

住
む
修
行
僧
を
訪
ね
た
際
に
出
会
っ
た
少
女
が
若
紫
で
す
。
光
源
氏
の
初
恋
の

人
で
あ
る
藤
壺
と
よ
く
似
た
こ
の
少
女
に
、
光
源
氏
の
目
は
釘
付
け
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
し
た
。
こ
の
と
き
〝
山
桜
の
よ
う
に
美
し
い
姫
君
の
こ
と
を
忘
れ

ら
れ
ず
、
心
の
す
べ
て
を
北
山
に
置
い
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
〞
と
い
う
恋
歌

を
詠
む
の
で
す
。

第
五ご

帖じ
ょ
う

若
紫
わ
か
む
ら
さ
き

第
八は

ち

帖じ
ょ
う

花
宴
は
な
の
え
ん

光
源
氏
が
二
十
歳
の
春
の
桜
の
盛
り
の
時
季
、
宮
中
に
て
花
宴
が
催
さ
れ
ま
し

た
。
宴
が
終
わ
り
光
源
氏
が
弘こ

徽き

殿で
ん

に
し
の
び
込
む
と
、「
朧お

ぼ
ろ

月づ
き

夜よ

に
似
る
も

の
ぞ
な
き
…
」
と
夜
更
け
に
歌
い
な
が
ら
近
づ
い
て
く
る
右
大
臣
の
六
女
で
あ

る
朧
月
夜
の
君
が
。
光
源
氏
は
と
っ
さ
に
袖
を
つ
か
み
、
抱
き
か
か
え
〝
二
人

が
巡
り
合
う
の
は
過
去
世
か
ら
の
約
束
な
の
で
す
よ
〞
と
歌
を
詠
み
、
朧
月
夜

も
源
氏
の
君
と
知
っ
て
心
を
許
し
、
そ
し
て
二
人
は
契
り
を
結
び
ま
し
た
。

国会図書館デジタルコレクション「源氏五十四帖」著者：月耕

面
影
は 

身
を
も
離
れ
ず 

山
桜

心
の
限
り 

留
め
て
来
し
か
ど

深
き
夜
の 

あ
は
れ
を
知
る
も 

入
る
月
の

お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ 

契
り
と
ぞ
思
ふ

2024.311

日
本
人
が
桜
を
愛
で
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

平
安
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
奈
良
時
代
ま
で
は

梅
の
鑑
賞
が
主
流
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

遣
唐
使
を
介
し
た
中
国
と
の
交
易
が

盛
ん
に
な
っ
た
こ
ろ
に
桜
が
伝
わ
り

日
本
で
の
鑑
賞
花
に
な
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
が
平
安
時
代
に
な
り
、
遣
唐
使
の
廃
止
で

日
本
独
自
の
文
化
が
発
展
し
て
い
き

〝
桜
ブ
ー
ム
〞
が
満
開
に
。
恋
多
き
貴
族
、

光
源
氏
を
主
人
公
と
し
た

『
源
氏
物
語
』
で
も
、
桜
は
重
要
な
出
会
い
を

美
し
く
演
出
す
る
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
の
２
つ
の
お
話
を
紐
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

大河ドラマ
でも話題

源
氏
物
語
を
彩
る

と

桜
恋

奈良県吉野山の約3万本のシロヤマザク
ラが豪華絢爛に咲き乱れる吉野山。世に
花見の楽しさを知らしめる一助となった
のが、太閤秀吉の大花見会です。秀吉は
「一目で千本見える。絶景じゃ、絶景じゃ」
と称賛したといわれています。

吉野山の千本桜
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桜
・
春
色

い
と
お
か
し

桜
や
恋
な
ん
か
も
い
い
ん
だ
け
ど
、

花
よ
り
団
子
！ 

と
い
う
方
も

多
い
の
で
は
？ 

見
た
目
に
も
春
っ
ぽ
く
、

趣
が
あ
り
楽
し
い
甘
味
の

あ
れ
こ
れ
を
集
め
て
み
ま
し
た
。

らいふ通販からも
春色お菓子
をご案内

26ページをご覧あ・ら・れ・♪

四季のうつろい、花鳥風月を表現した上生菓子
は、五感の総合芸術とも呼ばれ、桜への思いを
表現したものもあります。練り切り、薯

じょう

蕷
よ

饅頭、
求
ぎゅう

肥
ひ

、こなしなどさまざまな種類があり、上品
な味わいと美しい見た目が特徴です。

豆だけど若草色♪

上
じ ょ う な ま が し

生菓子

ずんだ餅とは、枝豆をつぶしてあん
にし、つきたての餅に絡めていただ
く宮城県の郷土料理です。緑色の鮮
やかなずんだあんは、砂糖や塩で味
付けされ、正月や婚礼など行事の際
によく食べられていたそうです。串
にささった団子にずんだあんを乗せ
たものも人気があります。

ずんだ餅

吹き寄せ
あられ

2024.313

桜
・
春
色

い
と
お
か
し

塩漬けした桜の葉でピンク色の餅を巻いた
お菓子で、春の季語にもなっています。も
ともと関東の桜餅はクレープ状の生地であ
んを巻くのに対し、関西はつぶつぶとした
道明寺粉の餅であんを包んだものだったそ
う。江戸時代、隅田川のほとりに建つ長命
寺が発祥といわれます。関西は、大阪・藤
井寺市にある道明寺で初めて作られました。

花より団子♥

金
こ ん ぺ い と う

平糖

花見のときに団子を食べるようになったの
は、豊臣秀吉が京都の醍醐寺で行われたい
わゆる「醍醐の花見」を開いたときに甘味
を集めて披露したことが由来とされていま
す。ピンク（赤）は桜、白は残雪、緑はよ
もぎを表しているといわれています。

花見団子

桜もち
関東

1546年にポルトガルから伝わった
お菓子で、織田信長も宣教師から
贈られ、その形と味に驚いたとい
われています。もともと金平糖は
レシピがなく、気温や天候によっ

て蜜の濃度や釜の角度と温度、窯
で転がる金平糖の音を聞き、状態
を体で見極めていく一子相伝の技
だそう。キラキラとした淡い色みは、
春気分を上げてくれるそうです。

関西

関東・関西で見た目が違う！

桜、お菓子、恋ことば。
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