
令
和
元
年
11
月
21
日
に
千
葉

県
市
川
市
学
校
給
食
会
・
市
川

市
栄
養
士
会
よ
り
「
出
前
授
業
」

の
実
施
依
頼
を
受
け
、
同
市
内

の
食
育
に
携
わ
る
栄
養
教
諭
・

学
校
栄
養
職
員
等
45
名
を
対
象

に
食
育
研
究
の
一
環
と
し
て

「
出
前
授
業
」
を
実
演
し
ま
し

た
。
キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
所
属
の
管
理
栄
養
士
に
よ

る
講
義
に
加
え
、
学
生

落
語
家
に
よ
る
落
語
の

実
演
な
ど
、
小
学
校
低

学
年
の
児
童
を
対
象
に

し
た
授
業
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
、
出
席
し
た
先
生
方

が
自
校
で
の
食
育
授
業

の
参
考
と
す
る
た
め
に
、

児
童
の
目
線
に
立
っ
て

聴
講
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
学
生
落
語

家
に
よ
る
授
業
テ
ー
マ

と
連
動
し
た
落
語
『
時

う
ど
ん
』
と
『
み
そ
豆
』

の
披
露
に
加
え
、
落
語

の
鑑
賞
に
付
随
し
た
食
育
授
業

と
し
て
《
う
ど
ん
》
と
《
大
豆
》

を
テ
ー
マ
と
し
た
『
姿
を
変
え

る
大
豆
の
食
育
授
業
』
『
う
ど

ん
の
食
文
化
講
座
』
を
行
い
ま

し
た
。
出
席
し
た
先
生
方
に
は
、

現
代
の
食
生
活
の
基
盤
を
築
い

た
と
い
え
る
江
戸
時
代
の
食
文

化
を
学
べ
る
教
材
と
し
て
落
語

が
最
適
で
あ
る
こ
と
を
、
実
体

験
を
通
し
て
理
解
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
の
「
出
前
授
業
」
に
つ

い
て
、
市
川
市
学
校
給
食
会
会

長:

市
川
市
立
百
合
台
小
学
校

校
長
・
皆
川
真
一
先
生
は
「
安

全
・
安
心
で
美
味
し
い
給
食
の

提
供
を
目
指
し
、
食
材
の
選
定

や
食
育
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま

す
。
本
日
の
キ
ン
レ
イ
心
染
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
出
前
授
業
」
は

子
ど
も
達
が
主
体
的
に
学
び
た

い
と
思
え
る
よ
う
な
授
業
内
容
・

構
成
で
し
た
。
学
生
落
語
家
さ

ん
が
演
じ
る
食
べ
物
を
題
材
に

し
た
落
語
を
授
業
に
組
み
込
む

ア
イ
デ
ア
は
、
子
ど
も
達
の

《
食
》
や
《
伝
統
文
化
》
へ
の

興
味
・
関
心
を
育
む
こ
と
が
で

き
る
も
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

本
日
出
席
し
た
先
生
方
に
と
っ

て
、
各
校
で
食
育
を
推
進
す
る

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
」
と
お
話
し
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

授
業
後
の
質
疑
応
答
で
は
、

講
義
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
や
過

去
実
施
時
に
児
童
が
強
く
興
味

を
抱
い
た
演
目
、
児
童
か
ら
の

反
応
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
加

え
、
今
後
の
展
望
と
し
て
、
千

葉
県
市
川
市
内
の
小
中
学
校
で

の
「
出
前
授
業
」
実
施
も
視
野

に
入
れ
た
意
見
交
換
が
活
発
に

行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
26
年
９
月
よ
り
発
足
し
、

令
和
元
年
９
月
に
は
６
周
年
を

迎
え
た
キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
。
６
年
間
で
総
勢
48
名
の

卒
業
生
を
輩
出
し
、
古
典
芸
能

を
究
め
る
べ
く
落
語
家
に
弟
子

入
り
し
た
方
や
、
大
手
企
業
で

日
々
活
躍
し
て
い
る
方
な
ど
、

各
人
が
様
々
な
道
を
歩
ん
で
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
心
染
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
卒
業

生
に
焦
点
を
当
て
た
「
卒
業
生

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ペ
ー
ジ
」
を
公

式
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
新
設
。
令
和
元
年

７
月
30
日
よ
り
毎
月
末
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
公
開
し
て
お

り
ま
す
。

第
一
回
は
、
卒
業
後
、
プ
ロ

の
漫
才
コ
ン
ビ
と
し
て
芸
能
事

務
所
（
株
式
会
社
タ
イ
タ
ン
）

に
所
属
し
活
躍
し
て
い
る
「
ま

ん
じ
ゅ
う
大
帝
国
」
が
登
場
し
、

キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

発
足
時
の
記
者

発
表
会
で
の
様

子
や
心
染
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
の

思
い
出
、
参
加

し
た
こ
と
が
現

在
の
活
動
に
ど

の
よ
う
に
活
き

て
い
る
か
な
ど

を
語
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

第
二
回
以
降
、

「
ま
ん
じ
ゅ
う

大
帝
国
」
に
は

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

と
し
て
引
き
続

き
登
場
い
た
だ
き
、
こ
れ
ま
で

駒
澤
大
学
落
語
く
ら
ぶ
Ｏ
Ｂ
・

渡
邉
健
太
さ
ん
、
川
崎
空
輝
さ

ん
、
東
海
大
学
文
化
部
連
合
会

落
語
研
究
部
Ｏ
Ｂ
・
西
澤
俊
浩

さ
ん
な
ど
、
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
初
期
の
参
加
メ
ン
バ
ー
か
ら

順
次
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
慣
行
。

学
生
時
代
の
「
ま
ん
じ
ゅ
う
大

帝
国
」
の
二
人
と
の
思
い
出
や

社
会
人
と
し
て
の
苦
労
、
心
染

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
企

業
と
協
力
し
、
活
動
し
た
先
に

得
た
も
の
な
ど
率
直
に
語
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も
社

会
で
活
躍
す
る
キ
ン
レ
イ
心
染

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
卒
業
生
を
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
ペ
ー
ジ
で
の
紹
介

を
含
め
様
々
な
形
で
応
援
し
て

行
く
と
共
に
、
キ
ン
レ
イ
心
染

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
日
本

の
食
文
化
や
伝
統
文
化
の
啓
発

活
動
を
行
っ
て
参
り
ま
す
。
次

回
は
12
月
末
公
開
予
定
で
す
。
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卵

千
葉
県

市
川
市
学
校
給
食
会
・
市
川
市
栄
養
士
会
で
「
出
前
授
業
」

食
育
に
携
わ
る
栄
養
教
諭
・
学
校
栄
養
職
員
を
対
象
に
「
出
前
授
業
」
を
再
現
！

「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

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
卒
業
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ペ
ー
ジ
新
設

キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
卒
業
生
の
活
躍
ぶ
り
に
迫
る
！

キンレイ心染プロジェクトOB

【まんじゅう大帝国】
株式会社タイタン所属の漫才コン

ビ。2017年4月デビュー。大学時代

は互いに落語研究会に所属し、学

生落語の全国大会にて優秀な成績

を残す。結成直後の「M-1グラン

プリ2016」にて、アマチュアなが

ら、3回戦進出を果たし話題を集

めた。現在ライブを中心にTVや舞

台などをはじめ、様々なシーンで

活躍中。

interviewer

【第二回 渡邉健太さん】 【第三回 川崎空輝さん】

【第五回 遠山瑤子さん】

【食育授業の様子】

【金香亭 三色】 【富士見亭 ぴー助】

【第四回 西澤俊浩さん】



卵
は
昔
か
ら
「
精
の
つ
く
食
べ

物
」
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
初
期
か
ら
調
理
法
が
発

展
し
ま
し
た
。
落
語
『
鰍
沢
』
に

登
場
す
る
玉
子
酒
は
、
現
代
の
よ

う
に
風
邪
薬
な
ど
手
軽
に
手
に
入

ら
な
か
っ
た
時
代
に
、
民
間
療
法

の
一
つ
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い

ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
玉
子
酒
は

滋
養
強
壮
を
目
的
と
し
た
、
薬
酒

と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
今
で
も
風
邪
の
引
き
始
め
に
、

体
を
芯
か
ら
温
め
る
た
め
に
飲
ん

だ
り
し
ま
す
ね
。

落
語
『
鰍
沢
』
は
山
梨
県
の

身
延
山
久
遠
寺
に
参
詣
に
出
か
け

み

の

ぶ

さ

ん

く

お

ん

じ

た
江
戸
商
人
・
新
助
が
大
雪
に
遭
っ

た
山
中
で
、
偶
然
見
つ
け
た
山
小

屋
に
一
夜
の
宿
を
頼
む
と
、
そ
こ

に
は
新
助
の
昔
の
知
り
合
い
《
月

の
戸
お
い
ら
ん
》
が
《
お
熊
》
と

名
乗
り
、
熊
の
膏
薬
を
売
っ
て
、

こ
う
や
く

ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

新
助
は
一
宿
の
お
礼
に
と
、
お
金

を
包
ん
で
渡
し
ま
す
。
お
熊
は
新

助
に
寒
さ
を
紛
ら
わ
す
よ
う
に
と
、

玉
子
酒
を
勧
め
ま
す
。

「
こ
の
辺
は
地
酒
で
す
か
ら
口
元

へ
持
っ
て
く
る
と
初
め
は
突
っ
返

す
よ
う
に
嫌
な
匂
い
が
し
た
も
の

な
ん
で
す
が
…
。
あ
、
玉
子
酒
に

し
て
今
こ
し
ら
え
ま
す
。
」

当
時
は
お
酒
の
製
造
技
術
も
発

達
し
て
い
な
い
の
で
、
現
代
の
よ

う
に
色
の
澄
ん
だ
お
酒
で
は
な
く
、

白
く
濁
っ
た
《
ど
ぶ
ろ
く
》
が
主

流
で
し
た
。
酒
の
弱
い
新
助
は
玉

子
酒
を
少
し
口
に
す
る
と
旅
の
疲

れ
も
相
ま
っ
て
眠
気
に
誘
わ
れ
、

隣
室
で
眠
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お

熊
が
酒
を
買
い
足
し
に
出
か
け
る

と
、
入
れ
違
い
に
亭
主
の
伝
三
郎

が
帰
っ
て
来
ま
す
。
新
助
が
飲
み

残
し
た
玉
子
酒
を
飲
む
と
、
途
端

に
苦
し
み
出
し
ま
す
。
隣
室
で
そ

の
様
子
を
見
て
い
た
新
助
は
、
自

分
の
お
金
を
狙
っ
て
お
熊
が
毒
を

盛
っ
た
こ
と
に
気
付
き
逃
げ
よ
う

と
す
る
も
、
す
で
に
毒
が
回
り
、

体
が
し
び
れ
て
動
け
ま
せ
ん
。
な

ん
と
か
毒
消
し
の
護
符
を
飲
ん
で

毒
を
抜
く
も
、
背
に
は
「
夫
の
か

た
き
！
」
と
鬼
の
形
相
で
鉄
砲
を

持
っ
て
、
新
助
を
追
い
か
け
る
お

熊
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
末
に
、
川

に
落
ち
た
新
助
は
材
木
に
し
が
み

つ
き
、
必
死
に
「
南
無
妙
法
蓮
華

経
」
と
お
題
目
を
唱
え
ま
す
。
十

分
に
狙
い
を
定
め
、
引
き
金
を
引

く
お
熊
。
轟
音
と
と
も
に
弾
は
新

助
の
頭
を
か
す
め
外
れ
ま
す
。
辛

く
も
難
を
逃
れ
た
新
助
は
、

「
こ
の
大
難
を
逃
れ
た
の
も
ご
利

益
、
お
材
木
（
お
題
目
）
で
助
か
っ

た
。
」

江
戸
時
代
で
も
、
ニ
ワ
ト
リ
を

飼
っ
て
い
た
家
は
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
鶏
肉
を
食
べ
る
と
い

う
他
に
、
卵
を
採
る
為
に
鶏
を
飼
っ

て
い
た
と
い
う
家
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
。
一
坪
か
二
坪
か
庭
が
あ
れ
ば
、

後
は
駕
籠
み
た
い
な
の
で
伏
せ
て

お
け
ば
飼
え
た
で
し
ょ
う
し
。
母

親
の
田
舎
が
兵
庫
県
の
山
奥
で
、

夏
休
み
に
母
親
と
田
舎
へ
一
緒
に

帰
る
と
、
僕
の
お
じ
い
さ
ん
が

「
ほ
ん
な
ら
、
今
夜
は
す
き
焼
き

に
し
よ
う
か
」
と
言
っ
て
庭
の
鶏

が
一
羽
い
な
く
な
る
わ
け
で
す
。

昼
間
元
気
に
鳴
い
て
い
た
鶏
を
食

べ
る
わ
け
で
す
よ
。
た
だ
、
こ
れ

は
今
思
い
出
し
て
も
、
美
味
し
か
っ

た
で
す
ね
え
。
卵
を
溶
い
て
、
お

砂
糖
を
か
な
り
入
れ
て
ね
、
鶏
の

卵
巣
で
し
ょ
う
か
、
卵
が
で
き
か

か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ

が
美
味
し
か
っ
た
。

ウ
ズ
ラ
の
卵
み
た

い
な
小
さ
い
の
が

ぶ
つ
ぶ
つ
っ
て
た

く
さ
ん
あ
る
の
が

美
味
し
か
っ
た
な

と
い
う
思
い
出
が

あ

り

ま

す

ね

。

「
ほ
な
、
す
き
焼

き
で
も
し
よ
か
～
」

と
い
う
の
ん
び
り

と
し
た
言
い
方
が

記
憶
に
残
っ
て
い

ま
す
。

玉
子
焼
き
は
昔
か
ら
地
方
や
家

庭
ご
と
に
味
付
け
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
関
西
地
方
の
玉
子
焼
き

は
、
昆
布
だ
し
を
効
か
せ
た
味
付

け
が
主
流
の
い
わ
ゆ
る
だ
し
巻
き
。

醤
油
や
砂
糖
な
ど
の
調
味
料
を
効

か
せ
て
し
っ
か
り
と
し
た
味
わ
い

の
玉
子
焼
き
は
、
江
戸
風
と
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。
東
京
の
王
子
に
あ

る
「
扇
屋
」
と
い
う
店
は
江
戸
時

代
か
ら
甘
い
味
付
け
の
玉
子
焼
き

で
有
名
な
お
店
で
、
今
で
も
続
い

て
い
ま
す
。
『
王
子
の
狐
』
に
は

二
階
の
座
敷
で
料
理
屋
を
や
っ
て

い
た
頃
の
「
扇
屋
」
が
登
場
し
ま

す
。王

子
稲
荷
で
若
い
娘
に
化
け
た

女
狐
を
見
つ
け
た
男
が
、
そ
の
女

狐
を
化
か
し
て
仲
間
た
ち
へ
の
自

慢
話
に
し
よ
う
と
「
扇
屋
」
に
誘

い
出
し
、
口
車
に
乗
せ
、
た
っ
ぷ
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芸能史研究家 山本進先生が解説！
山本 進/ 芸能史研究家・落語研究家

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。

《２》

鰍

沢

か

じ

か

ざ

わ

罰
が
当
た
る
？
～

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

～
狐
を
化
か
す
と

王
子
の
狐

～
絶
対
絶
命
！

お
材
木
で
助
か
っ
た
!?
～

【出典】『本朝食鑑』 5巻（国立国会図書館蔵）
ほんちょうしょっかん

1697年刊行、人見必大著『本朝食鑑』は庶民の日常食について詳細に
ひ と み ひ つ だ い

記した書物。当時の食物の品名を挙げ、その性質、毒性、滋味、食法

などを説明している。1587年刊行の中国・李時珍著『本草綱目』の強
り じ ち ん ほ ん ぞ う こ う も く

い影響のもとに成立しており、非常に優れた本草書として知られてい

る。5巻には「玉子酒」についての記録も残されており、「精を益し

気を壮んにし、脾胃を整える」とある。
ひ い

【出典】『万宝料理秘密箱』 （国文学研究資料館蔵）
ま ん ぽ う り ょ う り ひ み つ ば こ

1785年刊行の料理本『万宝料理秘密箱』。『卵百珍』という項目では103品もの

卵料理を記載。その中にも卵を使った「薬酒」の作り方が紹介されている。

【出典】『江戸高名会亭尽 王子』 歌川広重（国立国会図書館）

江戸時代の王子の風景が浮世絵にも描かれている。

【玉子酒】

『王子稲荷神社』

落語『王子の狐』に登場する神社。

東国三十三国稲荷総司との伝承を持つ。



り
と
お
酒
を
飲

ま
せ
て
し
ま
い

ま
す
。
狐
が
し

た
た
か
に
酔
っ

ぱ
ら
い
、
ぐ
っ

す
り
寝
て
し
ま
う
と
、
男
は
勘
定

も
払
わ
ず
に
「
勘
定
は
二
階
で
寝

て
い
る
家
内
が
払
う
」
な
ど
と
適

当
な
こ
と
を
言
っ
て
、
お
土
産
に

名
物
の
玉
子
焼
き
ま
で
包
ま
せ
、

店
を
出
て
し
ま
い
ま
す
。
狐
は
目

を
さ
ま
す
と
、
途
端
に
勘
定
を
請

求
さ
れ
た
こ
と
に
驚
き
、
耳
と
し
っ

ぽ
を
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
「
狐

だ
!!
」
と
店
中
大
騒
ぎ
。
店
の
者

に
追
い
回
さ
れ
る
も
、
や
っ
と
の

こ
と
で
逃
げ
出
し
ま
す
。
一
方
、

狐
を
だ
ま
し
た
男
は
仲
間
に
自
慢

げ
に
こ
と
の
顛
末
を
話
し
ま
す
が
、

「
狐
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
恨

み
殺
さ
れ
る
ぞ
」
と
仲
間
に
脅
さ

れ
ま
す
。
狐
の
と
こ
ろ
へ
詫
び
に

行
く
と
子
狐
が
「
昨
日
お
っ
か
さ

ん
を
化
か
し
た
人
間
が
来
た
よ
」

「
ま
た
来
た
？
出
る
ん
じ
ゃ
あ
り

ま
せ
ん
よ
」

「
お
詫
び
だ
と
言
っ
て
何
か
く
れ

た
よ
。
や
あ
、
ぼ
た
餅
が
入
っ
て

ら
」

「
食
べ
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
！
馬
の

糞
か
も
し
れ
な
い
」

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
の
頃
、
上
野
の
山
か
ら

道
灌
山
、
飛
鳥
山
と
山
歩
き
を
し

ど
う
か
ん
や
ま

あ
す
か
や
ま

て
、
王
子
稲
荷
に
参
拝
し
、
「
扇

屋
」
な
ど
の
料
理
屋
や
茶
屋
で
一

杯
や
る
の
が
流
行
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
頃
か
ら
「
扇
屋
」
の
玉
子
焼

き
は
有
名
だ
っ
た
そ
う
で
、
僕
は

未
だ
食
べ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
か
な
り
大
き
く
て
、
三
日
く

ら
い
し
か
日
持
ち
し
な
い
の
を
、

現
在
は
注
文
す
る
と
宅
配
で
送
っ

て
く
れ
る
そ
う
で
す
。
保
存
料
な

ど
な
か
っ
た
江
戸
時
代
で
は
、
醤

油
や
砂
糖
な
ど
で
味
付
け
を
濃
く

す
る
こ
と
で
、
日
持
ち
さ
せ
て
い

た
の
も
生
活

の
知
恵
の
一

つ
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

『
王
子
の

狐
』
の
よ
う

に
、
玉
子
焼
き
は
落
語
に
登
場
し

ま
す
が
、
目
玉
焼
き
が
登
場
す
る

落
語
は
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
や
っ
ぱ
り
目
玉
焼

き
の
見
た
目
が
気
味
悪
か
っ
た
の

か
、
フ
ラ
イ
パ
ン
な
ど
普
及
し
て

い
な
い
当
時
を
考
え
る
と
、
目
玉

焼
き
と
い
う
調
理
の
発
想
自
体
、

思
い
付
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
今
で
は
半
熟
の
目
玉
焼

き
は
手
軽
に
食
べ
ら
れ
る
卵
料
理

で
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
海
外

の
人
は
半
熟
の
目
玉
焼
き
を
あ
ん

ま
り
食
べ
な
い
印
象
が
あ
り
ま
す
。

僕
が
留
学
し
た
て
の
頃
、
学
生

寮
に
朝
ご
は
ん
を
食
べ
に
行
く
と
、

寮
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
「
卵
を
ど
う

す
る
か
？
」
と
聞
い
て
く
る
の
で

「
目
玉
焼
き
」
と
答
え
る
と
目
玉

焼
き
を
作
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
が
、

矢
継
ぎ
早
に
「
い
く
つ
食
べ
る

か
？
」
と
質
問
し
て
き
て
、
次
に

「
ど
う
い
う
風
に
し
て
食
べ
る
？
」

と
聞
か
れ
ま
す
か
ら
「
フ
ラ
イ
ド

エ
ッ
グ
!!
」
と
答
え
る
と
「
ひ
っ

く
り
返
す
か
？
」
と
聞
か
れ
る
ん

で
す
。
そ
の
質
問
で
い
つ
も
会
話

が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
。
質
問
の

意
味
が
随
分
と
分
か
ら
ず
、
後
か

ら
分
か
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
半

熟
の
目
玉
で
焼
い
た
や
つ
を
ひ
っ

く
り
返
す
か
？
っ
て
聞
い
て
い
た

ん
で
す
ね
。

西
洋
人
は
生
を
嫌
が
る
か
ら
反

対
側
も
焼
い
て
完
熟
の
目
玉
焼
き

に
す
る
の
が
主
流
で
し
た
。
僕
は

ひ
っ
く
り
返
す
の
は
嫌
だ
か
ら
、

「
ノ
ー
」
と
断
っ
た
け
ど
、
な
ん

て
言
っ
た
ら
良
い
か
分
か
ら
ず
、

周
り
の
注
文
を
見
て
も
、
そ
ん
な

注
文
す
る
人
も
い
ま
せ
ん
か
ら
、

「
な
ん
て
言
う
ん
だ
」
っ
て
聞
い

て
も
、
そ
ん
な
言
葉
は
無
い
と
押

問
答
で
し
た
。

あ
る
時
「
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
ア
ッ

プ
！
」
っ
て
言
わ
れ
て
、
片
方
だ

け
焼
く
目
玉
焼
き
は
「
サ
ニ
ー
サ

イ
ド
ア
ッ
プ
」
っ
て
呼
ぶ
ん
だ
と
、

そ
の
時
よ
う
や
く
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
目
玉
焼
き
に
は
そ
う

い
う
つ
ま
ら
な
い
思
い
出
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
言
葉
に
た
ど
り
着
く

ま
で
に
三
月
く
ら
い
掛
か
っ
た
の

で
。
「
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
ア
ッ
プ
」

は
死
ん
で
も
忘
れ
な
い
言
葉
で
す
。

や
っ
と
の
思
い
で
食
べ
た
目
玉
焼

き
が
来
た
時
の
嬉
し
さ
は
今
で
も

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

落
語
の
世
界
に
は
生
卵
が
良
く

登
場
し
ま
す
。
『
寝
床
』
で
は
義

太
夫
の
真
似
事
を
す
る
大
旦
那
が

「
卵
を
用
意
し
て
」
な
ん
て
や
り

取
り
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
単
純

に
精
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
の
ど
に

良
い
っ
て
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
つ
る
つ
る
し
て
い
る
か

ら
の
ど
に
良
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
す
。

ま
た
、
『
百
川
』
で
は
、
料
理

屋
「
百
川
」
に
奉
公
す
る
田
舎

者
・
百
兵
衛
が
二
階
座
敷
で
宴
会

を
し
て
い
る
、
河
岸
の
若
い
衆
に

「
長
谷
川
町
に
い
る
常
磐
津
の

と

き

わ

ず

歌
女
文
字
の
師
匠
を
呼
ん
で
き
て

か

め

も

じ

く
れ
」
と
呼
び
に
や
ら
さ
れ
ま
す
。

百
兵
衛
は
長
谷
川
町
ま
で
来
た
も

の
の
歌
女
文
字
の
名
前
を
忘
れ
て

し
ま
い
、
《
か
》
の
付
く
名
高
い

人
と
聞
い
て
、
鴨
池
玄
林
と
い
う

か

も

じ

外
科
の
医
者
の
家
に
飛
び
込
み
、

田
舎
訛
り
で
、

「
河
岸
の
若
え
衆
が
今
朝
が
け
に

四
、
五
人
き
ら
れ
や
し
て
、
先
生

に
ち
ょ
っ
く
ら
お
い
で
を
願
い
て

え
」

こ
の
百
兵
衛
の
言
葉
が

「
袈
裟
が
け
に
四
、
五
人
切
ら
れ

た
」

と
取
り
次
が
れ
た
の
で
、
百
兵
衛

は
鴨
池
先
生
の
使
い
の
者
に

「
手
遅
れ
に
な
る
と
い
け
な
い
か

ら
、
焼
酎
を
一
升
、
白
布
を
五
、

六
反
、
卵
を
二
十
ほ
ど
用
意
し
と

く
よ
う
に
」

と
言
付
け
を

さ
れ
、
薬
籠

や
く
ろ
う

(

薬
箱)

を
持
っ

て
帰
る
と
、

そ
れ
を
見
た

河
岸
の
連
中

は
「
歌
女
文

字
の
三
味
線

の
箱
に
し
て
は
小
さ
い
」
な
ど
と

考
え
込
ん
で
い
る
。
そ
の
内
に
、

早
合
点
し
た
一
人
が
し
ゃ
し
ゃ
り

出
て
、
「
焼
酎
を
飲
ん
で
サ
ラ
シ

を
腹
に
巻
き
、
卵
を
飲
ん
で
い
い

声
を
聞
か
せ
よ
う
っ
て
こ
と
だ
」

と
言
う
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
と

こ
ろ
へ
鴨
池
先
生
が
「
け
が
人
は

ど
こ
だ
」
と
や
っ
て
来
た
。
若
い

衆
は
何
の
こ
と
か
分
か
ら
ず
、
鴨

池
先
生
に
話
を
聞
く
と
薬
籠
は
先

生
の
も
の
だ
と
分
か
る
。
若
い
衆

は
百
兵
衛
を
呼
び
付
け

「
こ
の
抜
け
作
」

「
お
ら
、
百
兵
衛
ち
ゅ
う
だ
」

「
名
前
じ
ゃ
ね
え
や
、
抜
け
て
る

ん
だ
」

「
ど
の
く
れ
え
抜
け
て
ま
す
？
」

「
み
ん
な
抜
け
て
ら
い
」

「
か
、
め
、
も
、
じ
…
。
か
、
も
、

じ
…
。
い
や
あ
、
た
ん
と
で
は
ね

え
。
た
っ
た
一
文
字
だ
」

こ
の
『
百
川
』
で
鴨
池
先
生
が

百
兵
衛
に
持
っ
て
行
か
せ
た
生
卵

は
、
卵
の
白
身
を
傷
口
に
塗
っ
て

消
毒
に
使
う
の
だ
そ
う
で
す
。
鴨

池
先
生
は
そ
の
つ
も
り
で
言
っ
た

の
を
、
河
岸
の
若
い
連
中
は
歌
女

文
字
が
飲
ん
で
良
い
声
を
出
す
ん

だ
よ
。
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
鴨

池
先
生
的
に
は
「
消
毒
の
為
に
生

卵
を
用
意
し
て
下
さ
い
」
と
伝
え

た
の
に
、
全
員
で
良
い
声
を
出
し

て
騒
ご
う
と
思
っ
て
る
と
こ
ろ
に

可
笑
し
み
が
あ
り
ま
す
。

僕
は
生
卵
と
い
う
と
病
院
の
お

見
舞
い
に
持
っ
て
行
っ
て
い
く
も

の
と
い
う
、
感
覚
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
卵
料
理
に
し
て
お
上
が
り

く
だ
さ
い
っ
て
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
が
、
そ
の
ま
ま
飲
ん
で
精
を
つ

け
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。
僕
ら
の
子
供
の
頃
、

卵
は
と
に
か
く
ご
馳
走
で
し
た
か

ら
ね
。
今
み
た
い
に
必
ず
冷
蔵
庫

の
中
に
あ
る
っ
て
い
う
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

第８号 心 染 通 信 令和元年１２月吉日《３》

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

～
生
卵
が
傷
薬
？
～

百

川

も

も

か

わ

【出典】『江戸高名会亭尽-山谷』
（国立国会図図書館蔵）

明
和
年
間
（
１
７
６
４
～
７
２
年
）
頃
に
な
る
と
高
級
料

亭
が
登
場
し
た
。
浮
世
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
浅
草
日

本
堤
・
山
谷
の
高
級
料
亭
「
八
尾
善
」
。
「
百
川
」
は
現

在
の
中
央
区
日
本
橋
室
町
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

【出典】『守貞謾稿』（国立国会図図書館蔵）

寿司のネタにも卵が使われている

和菓子のレシピ本『御菓子雛形』にも
卵を使った菓子が紹介されている

【出典】『御菓子雛形』（国立国会図図書館蔵）
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