
　
現
在
、
日
本
は
食
料
の
多
く
を

外
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
安
全
で
安
心
で
き

る
食
生
活
が
求
め
ら
れ
て
い
る
な

か
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
地
域
で
収

穫
さ
れ
る
食
材
を
使
っ
て
受
け
継

が
れ
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
の
味
＝

郷
土
料
理
」
が
改
め
て
見
直
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
郷
土
料
理
は
、
他
の
地
域
で
は

見
ら
れ
な
い
食
材
や
、
独
特
の
味

つ
け
や
調
理
法
で
作
ら
れ
、
そ
の

土
地
に
暮
ら
す
方
々
の
誇
り
と
し

て
、
長
い
歳
月
を
か
け
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
大
切
な
食
文
化
で
も
あ

り
ま
す
。
郷
土
料
理
を
知
る
こ
と

は
、
私
た
ち
の
暮
ら
す
地
域
の
良

さ
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
良
き
伝
統
で
あ
る
食

文
化
を
理
解
し
、
大
切
に
し
、
後

世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を

育
む
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　
い
よ
い
よ
収
穫
の
季
節
、
実
り

の
秋
の
到
来
。
郷
土
料
理
の
魅
力

を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

郷
土
料
理
を
知
る
こ
と
は
、	

地
元
食
材
を
知
る
こ
と
か
ら

　
私
た
ち
の
身
近
な
郷
土
料
理
の

一
つ
に
、「
ほ
う
と
う
」
が
あ
り
ま

す
。

　
韮
崎
小
学
校
や
韮
崎
北
東
小
学

校
な
ど
で
は
、
毎
年
、
食
生
活
改

善
推
進
員
会
の
皆
さ
ん
の
協
力
の

も
と
、
ほ
う
と
う
作
り
教
室
が
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
内
で
収
穫

さ
れ
た
地
粉
や
野
菜
等
を
使
用
す

る
な
ど
、
児
童
が
地
域
の
食
材
に

親
し
み
を
持
ち
な
が
ら
郷
土
料
理

に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。

▲韮崎小学校でのほうとう作り教室の様子

風
土
が
育
む
、
ふ
る
さ
と
の
味
、
家
庭
の
味

魅
力
再
発
見
！

見
つ
め
直
そ
う
、
郷
土
料
理

実りの秋
特別企画
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家
族
で
食
卓
を
囲
む
日
常
的
な

ひ
と
と
き
は
、「
い
た
だ
き
ま
す
」

か
ら
始
ま
る
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
す
。
家
族
が

顔
を
合
わ
せ
、
そ
の
日
の
出
来
事

や
感
じ
た
こ
と
を
話
す
こ
と
で
、

家
族
の
繋
が
り
を
強
く
し
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
食
卓
に
あ
が
る

料
理
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
様
々

な
味
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た

一
方
で
、
郷
土
料
理
が
皆
さ
ん
の

食
卓
に
出
る
頻
度
は
ど
の
く
ら
い

あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
ふ
る
さ
と
の
味
と
し
て
思
い
浮

か
ぶ
料
理
に
今
回
紹
介
し
て
い
る

「
ほ
う
と
う
」が
あ
り
ま
す
。
昔
は

お
米
が
尊
い
も
の
で
、
小
麦
や
か

ぼ
ち
ゃ
や
芋
類
が
お
米
の
代
わ
り

に
使
わ
れ
、そ
れ
が
「
ほ
う
と
う
」

と
し
て
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。
あ
る
も
の
で
美
味
し
く

栄
養
を
摂
り
、お
腹
を
満
た
す
。そ

ん
な
自
然
風
土
に
寄
り
添
っ
た
、

郷
土
の
特
色
を
有
す
る
大
切
な
料

理
で
す
。

　
な
ぜ
今
、
郷
土
料
理
が
大
切
な

の
で
し
ょ
う
か
。
飽
食
の
時
代
と

言
わ
れ
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
料

理
を
食
べ
ら
れ
る
環
境
の
中
で
、

私
た
ち
は
食
に
対
す
る
「
あ
り
が

た
さ
」
を
失
っ
て
は
い
な
い
で

郷
土
料
理
が
繋
ぐ
家
庭
の
絆
。
　

食
卓
を
囲
み
ふ
る
さ
と
の
味
、
家
庭
の
味
を
楽
し
む

し
ょ
う
か
。
郷
土
料
理
は
、
そ
の

地
域
の
歴
史
や
文
化
、
生
活
の
知

恵
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た
大
切
な

料
理
で
す
。
自
然
と
共
に
あ
る
暮

ら
し
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
豊
か
な

食
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

を
、
郷
土
料
理
は
思
い
出
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。

　
実
り
の
秋
、
日
々
の
食
生
活
を

振
り
返
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境

の
こ
と
や
、
い
の
ち
を
い
た
だ
く

こ
と
の
尊
さ
、
受
け
継
が
れ
て
き

た
食
文
化
、
な
に
よ
り
食
べ
る
こ

と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、

家
族
で
食
卓
を
囲
み
、
ふ
る
さ
と

の
味
を
美
味
し
く
味
わ
い
な
が
ら

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

郷
土
料
理
は		

	
　
家
庭
の
味
で
す
ね

　
食
生
活
改
善
推
進
員
会		

　
　
　
会
長
　
山
寺
初
代
さ
ん

　
子
ど
も
の
頃
「
薄
焼
き
」
を
良

く
食
べ
ま
し
た
ね
。
小
麦
粉
に
水

を
加
え
混
ぜ
た
生
地
を
薄
く
焼
い

た
も
の
で
、
食
べ
る
と
モ
チ
モ
チ

と
し
た
食
感
で
甘
味
が
あ
り
素
材

の
優
し
い
味
わ
い
が
し
ま
す
。
母

が
お
や
つ
の
時
さ
さ
っ
と
作
っ
て

く
れ
て
、よ
く
食
べ
ま
し
た
ね
。今

で
も
孫
に
作
っ
て
あ
げ
る
と
「
美

味
し
い
よ
」
と
言
っ
て
食
べ
て
く

れ
る
の
で
嬉
し
い
で
す
。

　
ま
た
、
食
卓
に
よ
く
出
た
の
が

が
「
ほ
う
と
う
」
や
「
す
い
と
ん
」

の
小
麦
粉
を
使
っ
た
料
理
で
す
。

な
か
で
も
「
ほ
う
と
う
」
は
麺
を

こ
ね
る
工
程
か
ら
始
め
、
具
は
か

ぼ
ち
ゃ
の
他
に
も
、
家
に
あ
る
食

材
を
た
く
さ
ん
入
れ
て
食
べ
ま
し

た
。
ほ
う
と
う
を
食
べ
れ
ば
お
腹

も
心
も
満
た
さ
れ
ま
し
た
。
母
の

愛
情
が
た
く
さ
ん
込
め
ら
れ
て
い

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　
郷
土
料
理
は
特
別
な
も
の
で
は

な
く
、
家
庭
料
理
な
ん
で
す
よ
ね
。

各
家
庭
で
食
べ
方
や
味
が
違
う
か

ら
こ
そ
、
家
族
の
思
い
出
と
な
り
、

そ
れ
が
親
か
ら
子
へ
と
受
け
継
が

れ
て
い
く
。
そ
ん
な
存
在
な
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ほうとうの豆知識
　ほうとうは平安時代に中国から伝わった「餺

飥

（はくたく）」という小麦粉をこねてのばし、四
角

に切った食べ物がルーツと言われています。県
土

の約 7割が山地である山梨では、米作りがあ
ま

りできなかったことから、米の代用食として小
麦

粉を使うほうとうが食生活の中心になりました
。

「おほうとう」と敬称で呼ばれるように、身近
で

大切な料理として親しまれてきたそうです。

山寺初代さん
食生活改善推進員として、地域に根付い
た食育ボランティア活動に取り組んで
います。

▲�ほうとうには、甘みとほっこりと
温まるかぼちゃが欠かせません。

◀�「薄焼き」は素朴で懐かしく、もち
もちした食感の昔懐かしいおやつ
です。
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