
キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
２
０
１
５
年
よ
り
、
日

本
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
落
語
の

観
賞
を
通
じ
て
、
《
日
本
の
伝

統
文
化
継
承
》
と
《
食
べ
る
力

を
育
む
（
＝
食
育
）
》
を
目
的

と
し
た
『
出
前
授
業
』
を
展
開

し
、
こ
れ
ま
で
に
関
東
圏
（
一

都
三
県
）
の
小
・
中
学
校
を
は

じ
め
、
高
校
や
大
学
を
対
象
に

21
回
開
催
し
て
参
り
ま
し
た
。

２
０
２
０
年
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
鑑
み
、

人
と
の
接
触
や
密
環
境
の
創
出

を
伴
う
活
動
と
し
て
食
育
・
出

前
授
業
や
出
張
落
語
会
を
自
粛

し
て
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
活
動
再
開
を
求
め
る
声

を
地
方
自
治
体
や
老
人
福
祉
施

設
、
学
校
教
育
機
関

か
ら
多
く
頂
戴
し
た

こ
と
を
受
け
、With

コ
ロ
ナ
で
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
継
続
さ
せ
る

た
め
、
出
張
落
語
会

を
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ

化
し
各
施
設
に
提
供

す
る
取
り
組
み
や
、

食
育
・
出
前
授
業
の

教
材
を
学
校
教
育
機

関
に
提
供
す
る
こ
と

で
、
総
合
的
な
学
習

や
食
育
授
業
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

埼
玉
県
内
の
小
学
校
よ
り
依

頼
を
い
た
だ
き
、

12
月
３
日

（
木
）
に
同
校
６
年
生
１
１
２

名
の
児
童
に
向
け
て
栄
養
教
諭

の
先
生
方
の
ご
協
力
の
も
と
食

育
・
出
前
授
業
を
実
施
し
ま
し

た
。
授
業
冒
頭
の
《
う
ど
ん
の

食
文
化
講
座
》
で
は
う
ど
ん
の

歴
史
や
作
り
方
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
落
語
『
時
う
ど
ん
』

の
舞
台
と
な
る
江
戸
時
代
の
食

文
化
に
つ
い
て
も
解
説
い
た
だ

き
ま
し
た
。
児
童
か
ら
は
「
う

ど
ん
を
作
る
材
料
が
小
麦
粉
・

水
・
塩
だ
と
す
ぐ
に
思
い
浮
か

ば
な
か
っ
た
。
」
や
「
饂
飩
と

う

ど

ん

い
う
漢
字
に
込
め
ら
れ
た
意
味

に
興
味
が
湧
い
た
。
」
「
江
戸

時
代
で
は
う
ど
ん
は
屋
台
で
売

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
。
」

な
ど
の
感
想
が
あ
が
り
、
う
ど

ん
や
和
食
の
歴
史
的
背
景
に
対

す
る
児
童
の
興
味
・
関
心
を
育

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
《
落
語
の
基
礎
講
座
》

で
は
、
落
語
の
基
本
で
あ
る

上
下
の
説
明
や
落
語
の
所
作
、

か
み
し
も

お
辞
儀
や
拍
手
な
ど
観
賞
時
の

心
得
な
ど
に
つ
い
て
伝
授
し
、

学
生
落
語
家
に
よ
る
『
時
う
ど

ん
』
の
観
賞
へ
。
そ
し
て
落
語

の
実
践
タ
イ
ム
へ
と
移
り
『
時

う
ど
ん
』
か
ら
学
ん
だ
上
下
や

所
作
を
児
童
た
ち
に
体
験
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
２
人

１
組
と
な
り
『
み
そ
豆
』
を
読

み
合
い
、
味
噌
を
作
る
た
め
の

煮
豆
（
み
そ
豆
）
が
題
材
と
な
っ

て
い
る
落
語
に
も
挑
戦
し
ま
し

た
。
落
語
の
実
践
を
通
じ
て
、

児
童
か
ら
は
「
落
語
の
仕
組
み

を
知
っ
て
、
改
め
て
面
白
い
と

感
じ
ま
し
た
。
」
や
「
今
回
は

落
語
の
動
画
だ
け
で
し
た
が
、

今
度
は
落
語
を
生
で
観
て
み
た

い
で
す
。
」
「
落
語
は
私
た
ち

の
身
の
回
り
の
こ
と
を
題
材
と

し
て
い
る
の
で
、
自
分
た
ち
の

生
活
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
観
賞

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
」

な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
落
語
体
験
や
食
育
授
業
を

通
じ
て
和
食
や
芸
能
な
ど
、
現

代
ま
で
脈
々
と
継
承
さ
れ
る
日

本
の
伝
統
文
化
を
学
ぶ
楽
し
さ

を
伝
え
る
授
業
と
な
り
ま
し
た
。

２
０
２
０
年
８
月
に
関
東
落

研
連
合
が
主
催
す
る
オ
ン
ラ
イ

ン
寄
席
『
落
研
の
夏
フ
ェ
ス
２

０
２
０
』
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
行

い
ま
し
た
。
関
東
落
研
連
合
は

関
東
圏
の
大
学
落
研
の
交
流
促

進
を
目
指
す
学
生
団
体
で
す
。

８
月
28
日
（
金
）
～
30
日
（
日
）

の
３
日
間
に
わ
た
り
『
落
研
サ

ミ
ッ
ト
』
『
怪
談
寄
席
』
『
見

る
な
ら
今
』
『
OB
寄
席
』
『
落

研
総
選
挙
』
『
長
講
の
会
』
の

６
つ
の
寄
席
を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

で
ラ
イ
ブ
配
信
。
総
勢
58
名
の

学
生
落
語
家
や
学
生
芸
人
が
落

語
・
漫
才
・
コ
ン
ト
を
視
聴
者

に
お
届
け
し
、
心
染
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
か
ら
は
12
名
の
学
生
落
語

家
が
出
演
し
ま
し
た
。
ま
た
、

１

日

１

席

『
食
育
落
語
』

を
上
演
し
、

「
お
水
が
い

ら
な
い

鍋

焼
う
ど
ん
」

を
噺
に
盛
り

込
ん
だ
『
時

う
ど
ん
』
や

「
お
水
が
い

ら
な
い
」
シ

リ
ー
ズ
商
品

「
四
海
樓
監

修

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」
や
「
京
風

う
ど
ん
」
な
ど
を
多
数
登
場
さ

せ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
落
語
な
ど
、

視
聴
者
の
食
欲
を
か
き
立
て
る

落
語
を
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ

ン
バ
ー
が
熱
演
し
ま
し
た
。
29

日
（
土
）
に
は
心
染
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
OB
も
多
数
出
演
す
る
『
OB

寄
席
』
を
配
信
し
ま
し
た
。
ト

リ
に
は
ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
と

し
て
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
卒

業
生
で
、
現
在
プ
ロ
の
お
笑
い

芸
人
と
し
て
活
躍
す
る
「
ま
ん

じ
ゅ
う
大
帝
国
」
（
所
属:

株

式
会
社
タ
イ
タ
ン
）
が
登
場
。

ラ
イ
ブ
視
聴
者
数
は
１
１
０
名

を
超
え
、
大
盛
況
を
博
し
ま
し

た
。
ま
た
、
視
聴
い
た
だ
い
た

方
か
ら
抽
選
で
１
０
０
名
に
キ

ン
レ
イ
「
お
水
が
い
ら
な
い
」

シ
リ
ー
ズ
商
品
が
当
た
る
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
も
実
施
し
ま
し
た
。

今
後
も
キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
学
生
落
語
家
の

活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
と

と
も
に
、
《
日
本
の
伝
統
文
化

の
魅
力
》
と
《
食
の
大
切
さ
》

を
伝
え
る
文
化
啓
発
活
動
を
継

続
し
て
参
り
ま
す
。
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鰻

コ
ロ
ナ
禍
の
落
語
×
「

食
育
・
出
前
授
業
」

食
べ
物
・
落
語
の
楽
し
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
届
け
る
！

「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

学
生
団
体
・
関
東
落
研
連
合
主
催
「
落
研
の
夏
フ
ェ
ス
２
０
２
０
」

オ
ン
ラ
イ
ン
寄
席
は
総
計
９
，
０
０
０
回
再
生
突
破
中
！

「落研の夏フェス2020」
配信内容はアーカイブ動画より

現在も視聴可能

【 https://www.youtube.com/chann
el/UChhz_AYDV4LGIcwuXMIi2GQ 】

【食育授業の様子】

【頭下位亭 文世】
と う か い て い あ や せ

【金香亭 三色】
こ ん こ う て い み し き

【落語に挑戦する児童の様子】



《
土
用
の
丑
の
日
は
鰻
を
食

べ
て
精
を
つ
け
る
》
と
い
う
の

が
、
現
代
で
は
夏
の
風
物
詩
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
《
土
用

の
丑
の
日
》
の
発
祥
に
は
い
く

つ
か
説
が
あ
り
ま
す
。
医
者
・

地
質
学
者
・
戯
作
者
・
俳
人
・

発
明
家
な
ど
様
々
な
才
に
秀
で

て
い
た
平
賀
源
内
が
、
鰻
屋
を

ひ
ら
が
げ
ん
な
い

商
っ
て
い
る
友
達
か
ら
「
夏
に

売
れ
な
い
鰻
を
流
行
ら
せ
た
い
」

と
い
う
相
談
を
受
け
、
店
先
に

《
本
日
、
土
用
の
丑
の
日
に
鰻

を
食
べ
れ
ば
、
夏
負
け
す
る
こ

と
な
し
》
と
い
う
看
板
広
告
を

立
て
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
大
繁
盛

し
た
と
い
う
説
は
広
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
他
に
も
狂
歌
師
・

蜀

山
人
が
《
土
用
の
丑
の
日
に

し
ょ
く
さ
ん
じ
ん

食
べ
る
鰻
は
食
あ
た
り
せ
ず
薬

に
な
る
》
と
い
う
狂
歌
を
詠
ん

で
広
告
し
た
説
な
ど
。
こ
れ
ら

諸
説
か
ら
土
用
の
丑
の
日
に
は

鰻
を
食
べ
る
と
い
う
文
化
が
定

着
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

落
語
に
も
鰻
を
テ
ー
マ
に
し
た

噺
が
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
『
子

は
鎹
』
『
鰻
の
幇
間
』
『
鰻
屋
』

か
す
が
い

た

い

こ

の
三
題
を
も
と
に
、
鰻
の
食
文

化
に
つ
い
て
紐
解
い
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

大
工
と
し
て
の
腕
は
良
い
が
、

大
酒
飲
み
の
熊
さ
ん
。
女
房
と

息
子
の
亀
ち
ゃ
ん
と
三
人
で
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
と
あ
る

ご
隠
居
の
弔
い
に
出
か
け
た
っ

き
り
、
な
か
な
か
家
に
帰
っ
て

き
ま
せ
ん
。
家
に
帰
っ
た
熊
さ

ん
は
コ
ツ
コ
ツ
と
仕
事
を
し
て

い
る
女
房
を
見
て
謝
り
ま
し
た

が
、
大
げ
ん
か
に
発
展
し
て
し

ま
い
、
女
房
は
一
人
息
子
の
亀

ち
ゃ
ん
を
連
れ
、
家
を
出
て
行
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
別
の
女

性
と
暮
ら
し
始
め
る
も
長
続
き

は
せ
ず
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
熊

さ
ん
は
改
心
し
、
三
年
ほ
ど
ま

じ
め
に
働
き
、
世
間
の
信
用
も

戻
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
、

あ
る
日
の
こ
と
。
仕
事
場
に
向

か
う
途
中
で
、
息
子
の
亀
ち
ゃ

ん
と
ば
っ
た
り
会
い
ま
す
。
大

き
く
な
っ
た
亀
ち
ゃ
ん
の
話
を

聞
く
う
ち
に
、
「
あ
あ
、
自
分

が
悪
か
っ
た
」
と
改
め
て
反
省

し
た
熊
さ
ん
は
、
亀
ち
ゃ
ん
に

小
遣
い
を
渡
し
て
こ
う
言
い
ま

す
…
。

熊
さ
ん:

「
亀
、
お
前
ぇ
鰻
が

好
き
だ
っ
た
な
。
鰻

は
食
っ
て
る
か
？
」

亀
ち
ゃ
ん:

「
鰻
な
ん
て
食
っ

て
や
し
ね
え
よ
。

鰻
の
顔
も
忘
れ
ち
ゃ
っ

た
」

熊
さ
ん:

「
そ
う
か
。
よ
し
、

明
日
の
お
昼
に
鰻
食

わ
し
て
や
る
」

日
本
人
に
と
っ
て
、
鰻
ほ
ど

格
式
の
高
い
特
別
な
食
べ
物
は

ほ
か
に
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
に
発
展
・
定
着
し
た

寿
司
、
天
ぷ
ら
は
元
々
が
屋
台

で
売
ら
れ
て
い
た
食
べ
物
な
の

で
、
手
軽
に
食
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
対
し
て
、
鰻
の
か

ば
焼
き
や
お
重
は
宴
会
の
席
や

晴
れ
の
席
の
メ
イ
ン
に
な
り
う

る
料
理
で
す
の
で
、
今
と
変
わ

ら
ず
特
別
な
日
に
食
べ
る
ご
馳

走
だ
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
落
語
の
続
き
に
戻
る

と
、
家
に
帰
っ
た
亀
ち
ゃ
ん
は

う
っ
か
り
母
親
の
前
で
熊
さ
ん

か
ら
も
ら
っ
た
小
遣
い
を
落
と

し
て
し
ま
い
、
ど
こ
で
手
に
入

れ
た
の
か
詰
問
さ
れ
、
玄
翁

げ
ん
の
う

（
金
槌
）
で
ぶ
た
れ
そ
う
に
な
っ

た
の
で
、
と
う
と
う
熊
さ
ん
に

会
っ
た
こ
と
と
明
日
鰻
屋
に
行

く
約
束
を
し
た
こ
と
を
白
状
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
く
る
日
、

鰻
屋
に
出
か
け
た
亀
ち
ゃ
ん
の

後
を
こ
っ
そ
り
つ
け
た
女
房
は
、

鰻
屋
の
前
を
行
っ
た
り
来
た
り
。

亀
ち
ゃ
ん
が
「
お
っ
か
さ
ん
が

来
た
よ
！
」
と
言
う
の
で
、
二

人
は
再
会
し
元
の
鞘
に
収
ま
っ

て
め
で
た
し
で
す
。

女
房:

「
こ
う
や
っ
て
、

元
の
よ
う
に
な
れ

る
の
も
、
こ
の
子

が
あ
れ
ば
こ
そ
、

子
ど
も
は
夫
婦
の

鎹
で
す
ね
ぇ
」

亀
ち
ゃ
ん:

「
や
あ
、
あ
た
い

が
鎹
だ
っ
て
？
道

理
で
昨
日
、
玄
翁

で
ぶ
つ
と
言
っ
た
」

熊
さ
ん
親
子
が
行
っ
た
鰻
屋

に
は
修
行
を
積
ん
だ
職
人
が
い

て
、
料
亭
の
形
式
を
と
っ
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
、
当
時
庶
民
が

鰻
を
食
べ
に
行
く
と
な
っ
た
ら

一
大
イ
ベ
ン
ト
で
、
お
め
か
し

を
し
て
い
く
ほ
ど
な
わ
け
で
す
。

天
ぷ
ら
な
ん
か
は
屋
台
で
食
べ

ら
れ
る
か
ら
、
お
め
か
し
は
し

な
く
て
も
い
い
け
ど
も
、
鰻
を

食
べ
る
ん
だ
っ
た
ら
「
そ
れ
は

ち
ょ
っ
と
一
張
羅
を
着
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
！
」
。
そ
ん

な
認
識
が
当
時
に
は
あ
っ
た
の

で
す
。
料
理
の
提
供
も
現
代
で

云
う
コ
ー
ス
料
理
の
よ
う
な
も

の
で
、
最
初
に
《
う
ざ
く
》
と

い
う
酢
の
物
、
続
い
て
鰻
を
芯

に
巻
い
た
卵
焼
き
《
う
巻
き
》

や
ゴ
ボ
ウ
に
鰻
を
巻
き
付
け
た

《
八
幡
巻
き
》
が
脇
の
一
品
料

理
と
し
て
出
て
き
て
、
鰻
を
素

焼
き
に
し
た
《
白
焼
き
》
や

《
か
ば
焼
き
》
を
肴
に
お
酒
を

飲
ん
で
、
最
後
に
う
な
茶
を
サ
ッ

サ
ッ
サ
と
か
き
込
ん
で
締
め
る

わ
け
で
す
。
熊
さ
ん
が
ど
う
い

う
注
文
を
し
た
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
亀
ち
ゃ
ん
に
良
い
と

こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
精
一
杯
奢
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。
鰻
屋
に
あ
る

も
の
を
全
部
取
り
寄
せ
る
よ
う

に
し
て
。
自
分
も
鰻
を
肴
に
気

持
ち
良
く
お
酒
を
飲
ん
だ
こ
と

で
し
ょ
う
。
大
団
円
を
迎
え
、

幕
を
閉
じ
る
『
子
は
鎹
』
の
冒

頭
で
熊
さ
ん
が
亀
ち
ゃ
ん
と
再

会
す
る
時
、
「
お
前
、
鰻
好
き

だ
っ
た
よ
な
」
と
い
う
言
葉
か

ら
、
夫
婦
が
別
れ
る
前
は
ち
ょ
っ

と
良
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
こ

と
が
伺
え
ま
す
。
熊
さ
ん
は
腕

も
良
く
、
贔
屓
に
し
て
く
れ
る

お
客
も
付
い
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
な
の
で
、
数
日
家
を
留
守

に
し
、
遊
び
に
出
か
け
る
く
ら

い
の
お
金
は
い
つ
も
懐
に
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
お
金

を
亀
ち
ゃ
ん
や
女
房
の
た
め
に

使
え
ば
鰻
く
ら
い
は
い
つ
で
も

食
べ
さ
せ
て
あ
げ
ら
れ
た
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
が
…
。

第９号 心 染 通 信 令和２年１２月吉日

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》

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

～
落
語
か
ら
垣
間
見
る

子
は
鎹

か
す
が
い

鰻
の
格
式
と
は
？
～

「鎹」

二つの木材を繋ぎ止める時に

打ち込むコの字型の釘のこと。

≪子は鎹≫とは子どもが夫婦を繋ぎ

止めることを意味することわざ。

「うざく」

小さく切った鰻のかば焼きと

きゅうり・ミョウガ・山芋などを

使った酢の物。

【出典】『平賀源内』

偉人史叢 ; 第６巻
(国立国会図書館蔵)

【出典】『魚類写生図』(国立国会図書館蔵)

「う巻き」

出汁を入れた溶き卵に、

鰻の白焼きまたは

かば焼きを巻いて焼いた料理。

百以上の魚がカラーで描かれた書物。

鰻も描かれている

【出典】『絵本続江戸土産. 下』（国立国会図書館蔵）

両国橋の納涼、隅田川の青柳、浅草や上野などの江戸の名所

を絵にしたもので江戸土産としてヒットした1753年が初版の

墨摺り絵本。下巻、「神田上水御茶ノ水」のページに《大か

ば焼》という看板があり、神田上水にも鰻屋が存在していた

ことが分かる。店の裏手には上水が流れており鰻屋を営みや

すい立地の良さも伺える。明和年間(1764～72年)には高級料

亭が登場。鰻は、高級料亭で味わえる贅沢な料理としても露

店で手軽に楽しめる料理としても親しまれていた。



『
子
は
鎹
』
の
熊
さ
ん
親
子

が
行
っ
た
鰻
屋
は
一
張
羅
を
着

て
行
く
よ
う
な
格
式
の
あ
る
鰻

屋
で
し
た
が
、
落
語
に
登
場
す

る
全
て
の
鰻
屋
が
上
等
な
鰻
屋

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
『
鰻
の
幇

間
』
と
い
う
落
語
に
登
場
す
る

店
が
ま
さ
に
そ
う
で
す
。

こ
れ
と
い
っ
て
ご
贔
屓
も
い

な
い
幇
間
持
ち
の
一
八
は
、
ど

い
っ
ぱ
ち

こ
か
で
見
た
こ
と
の
あ
る
男
に

道
で
出
会
い
「
お
供
し
ま
し
ょ

う
！
」
と
取
り
巻
く
。
名
前
も

住
ま
い
も
思
い
出
せ
ず
、
一
八

は
男
に
探
り
を
入
れ
る
も
素
っ

気
な
く
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
お
世
辞
を
言
い

な
が
ら
何
と
か
食
い
下
が
る
と
、

男
も
折
れ
た
様
子
で
…
。

あ
る
男:

「
店
は
あ
ん
ま
り
綺

麗
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

食
べ
物
は
本
物
だ
よ
。

新
し
い
も
の
を
食
わ

せ
る
」

一
八:

「
大
将
、
あ
た
し
ゃ

鰻
屋
を
食
べ
る
ん
じ
ゃ

な
い
。
鰻
を
食
べ
る

ん
で
す
。
ぜ
ひ
お
供

を
」

と
、
と
う
と
う
鰻
を
ご
馳
走
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
連
れ
て

行
か
れ
た
鰻
屋
は
一
八
の
想
像

よ
り
も
ず
っ
と
ぼ
ろ
ぼ
ろ
。
さ

す
が
に
心
配
に
な
り
ま
す
が
、

男
の
「
こ
こ
の
鰻
は
上
等
だ
」

と
い
う
言
葉
だ
け
を
信
じ
、
散
々

世
辞
を
言
う
。
そ
の
う
ち
男
は

便
所
に
行
く
と
言
っ
て
部
屋
を

出
て
行
っ
た
き
り
戻
っ
て
き
ま

せ
ん
。
な
か
な
か
戻
っ
て
こ
な

い
の
で
、
お
女
中
に
男
の
事
を

聞
く
と
先
に
帰
っ
た
と
言
わ
れ

る
。
そ
れ
も
初
め
て
来
た
客
で
、

勘
定
も
払
わ
ず
に
帰
っ
た
と
聞

き
、
が
っ
く
り
と
す
る
一
八
。

な
け
な
し
の
お
金
を
懐
か
ら
出

し
勘
定
を
払
い
、
ぶ
つ
ぶ
つ
言

い
な
が
ら
帰
ろ
う
と
す
る
と
、

そ
の
日
の
朝
に
買
っ
た
新
品
の

下
駄
で
は
な
く
、

汚
い
下
駄
が
揃

え
て
あ
り
…
。

一
八:

「
お
い
！
こ
ん
な
小

汚
ね
え
下
駄
な
ん
て

履
く
か
い
！
今
朝
買
っ

た
下
駄
を
出
し
て
お

く
れ
！
」

お
女
中:

「
あ
っ
は
っ
は
っ
は
。

あ
れ
は
お
供
さ
ん
が

履
い
て
参
り
ま
し
た
」

『
鰻
の
幇
間
』
の
店
に
限
ら

ず
変
な
と
こ
ろ
に
入
る
と
、
ひ

ど
い
店
も
随
分
と
あ
っ
て
、
僕

が
今
ま
で
で
食
べ
た
鰻
で
不
味

か
っ
た
の
は
、
確
か
ス
ー
パ
ー

の
レ
ト
ル
ト
み
た
い
な
や
つ
で

し
た
ね
。
大
手
町
の
と
あ
る
店

が
真
空
パ
ッ
ク
に
詰
め
て
販
売

す
る
と
い
う
の
を
や
り
だ
し
て
、

当
時
バ
ン
ク
ー
バ
ー
に
移
住
し

た
弟
に
食
わ
せ
よ
う
と
、
お
土

産
に
買
っ
て
い
き
ま
し
た
。
で

も
、
当
時
は
真
空
パ
ッ
ク
の
技

術
が
開
発
さ
れ
た
ば
か
り
で
、

向
こ
う
に
行
っ
て
食
べ
て
み
ま

し
た
が
、
味
が
そ
ん
な
に
…
。

今
は
技
術
も
進
歩
し
て
ひ
ど
く

は
な
い
ん
で
し
ょ
う
が
、
や
っ

ぱ
り
店
に
行
っ
て
職
人
が
焼
い

て
い
る
の
を
目
の
前
に
、
お
重

が
目
の
前
に
ぽ
ん
と
来
る
っ
て

い
う
の
じ
ゃ
な
い
と
だ
め
で
す

ね
。
値
段
が
高
い
も
の
に
は
高

い
だ
け
の
理
由
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

ど
こ
の
鰻
屋
で
も
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
で
す
が
、
軒
先
で

鰻
を
捌
き
、
か
ば
焼
き
を
焼
い

て
い
る
よ
う
な
鰻
屋
さ
ん
は
当

時
多
く
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

店
の
一
番
目
立
つ
と
こ
ろ
に
、

備
長
炭
を
敷
き
詰
め
た
焼
台
を

構
え
て
、
ひ
っ
く
り
返
し
な
が

ら
団
扇
で
パ
タ
パ
タ
や
っ
て
、

お
客
を
匂
い
で
釣
る
と
い
う
思

惑
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
は
、
ま

だ
換
気
扇
な
ど
な
い
当
時
は
排

煙
に
楽
な
軒
先
で
焼
い
た
と
い

う
発
想
だ
っ
た
の
か
。
と
に
か

く
鰻
屋
は
、
一
階
が
調
理
場
で

二
階
の
座
敷
で
鰻
を
食
べ
る
と

い
う
よ
う
な
構
造
が
主
だ
っ
た

の
で
す
。

『
鰻
屋
』
で
は
、
調
理
場
と

な
る
一
階
が
舞
台
と
な
り
ま
す
。

あ
る
日
、
長
屋
に
住
む
男
が
友

達
に
こ
う
話
し
ま
す
。
「
こ
の

前
、
横
町
に
新
し
く
出
来
た
鰻

屋
に
行
っ
た
ん
だ
が
、
鰻
割
き

が
用
足
し
で
い
ね
ぇ
っ
て
ん
で
、

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
鰻
が
焼
け

て
こ
ね
え
。
き
ゅ
う
り
の
お
新

香
で
２
時
間
も
飲
ま
せ
や
が
っ

た
。
鰻
を
持
っ
て
こ
い
！
と
言
っ

た
ら
気
の
利
か
な
い
若
い
衆
が
、

丸
焼
き
の
鰻
を
持
っ
て
来
や
が
っ

た
！
あ
と
で
亭
主
が
来
て
、
今

日
は
開
店
日
で
行
き
届
か
な
い

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
勘
定
を
い
た
だ
こ
う
と
い
う

考
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
言
う
。

後
日
ま
た
お
飲
み
直
し
を
。
っ

て
言
う
も
ん
だ
か
ら
、
ご
ち
に

な
る
よ
っ
て
ん
で
、
飛
び
出
し

て
行
っ
た
ん
だ
！
」
。
「
今
日

は
ま
た
鰻
割
き
が
い
ね
え
ん
だ
。

タ
ダ
で
酒
を
飲
も
う
と
思
う
ん

だ
が
、
一
緒
に
行
か
ね
え
か
？
」

と
悪
い
相
談
を
持
ち
掛
け
ま
す
。

す
る
と
、
言
わ
れ
た
友
達
も

「
そ
い
つ
ぁ
、
お
も
し
れ
ぇ
！
」

と
意
気
揚
々
に
出
か
け
て
行
き

ま
す
。
鰻
屋
に
着
く
と
案
の
定
、

鰻
割
き
は
お
ら
ず
、
調
子
に
乗
っ

た
男
た
ち
が
「
お
前
、
鰻
屋
の

親
方
な
ら
鰻
を
割
け
ね
え
こ
と

は
ね
え
だ
ろ
。
こ
い
つ
を
焼
い

て
お
く
ん
ね
え
！
」
と
桶
の
中

の
一
番
大
き
な
鰻
を
指
さ
し
ま

す
。
仕
方
な
く
店
主
は
鰻
を
掴

み
に
か
か
る
が
、
掴
ん
だ
指
の

間
か
ら
ぬ
る
ぬ
る
と
逃
げ
て
し

ま
う
。
そ
れ
を
見
た
男
た
ち
が

…
。

男
た
ち:

「
お
い
お
い
、
親
方

ど
こ
行
く
ん
だ
」

店
主:

「
ど
こ
行
く
か
わ
か

り
ま
せ
ん
、
前
回
っ

て
鰻
に
聞
い
て
く
だ

さ
い
」

『
鰻
屋
』
に
登
場
す
る
店
主

は
鰻
を
掴
む
こ
と
か
ら
苦
労
し

て
い
ま
す
が
、
鰻
を
か
ば
焼
き

の
よ
う
に
料
理
と
し
て
仕
上
げ

る
の
は
難
し
く
、
《
串
打
ち
三

年
、
割
き
八
年
、
焼
き
は
一
生
》

な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ほ
ど

で
す
。
ぬ
る
ぬ
る
と
逃
げ
惑
う

鰻
に
困
惑
す
る
『
鰻
屋
』
の
店

主
の
様
は
想
像
す
る
と
、
ど
こ

と
な
く
可
笑
し
み
を
感
じ
ま
す

ね
。気

の
利
か
な
い
若
い
衆
が
持
っ

て
き
た
、
丸
焼
き
の
鰻
は
諸
説

あ
り
ま
す
が
、
《
か
ば
焼
き
》

の
源
流
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
ぶ
つ
切
り
に

し
た
鰻
を
串
に
刺
し
て
焼
い
た

様
が
【
蒲
】
の
穂
に
似
て
い
た

が
ま

こ
と
か
ら
《
鰻
の
か
ば
焼
き
》

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
わ
け
で
す
。

十
八
世
紀
頃
、
現
在
の
千
葉

県
で
濃
口
醤
油
が
発
明
さ
れ
た

こ
と
は
、
今
で
は
当
た
り
前
と

な
っ
て
い
る
、
香
ば
し
く
甘
辛

い
味
付
け
の
《
鰻
の
か
ば
焼
き
》

が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
関

西
か
ら
入
っ
て
き
た
薄
口
醤
油

が
主
流
で
し
た
が
、
こ
の
濃
口

醤
油
が
江
戸
の
人
々
の
嗜
好
に

合
い
、
大
変
に
流
行
し
た
そ
う

で
す
。
濃
口
醤
油
の
登
場
は

《
関
東
の
濃
味
》
と
《
関
西
の

薄
味
》
の
比
較
を
生
み
、
現
在

ま
で
の
和
食
文
化
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
濃
口

醤
油
と
、
同
時
期
に
安
定
し
て

生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
み
り
ん
を
掛
け

合
わ
せ
た
こ
と
で
、
今
日
の

《
鰻
の
か
ば
焼
き
》
の
味
わ
い

が
完
成
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

い
わ
ゆ
る
《
江
戸
っ
子
》
に

と
っ
て
、
鰻
は

隅
田
川
や
東
京

湾
で
獲
れ
た
江

戸
前
で
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な

か
っ
た
そ
う
で
、
地
方
か
ら
仕

入
れ
た
鰻
を
《
旅

鰻
》
と
呼

た
び
う
な
ぎ

ん
で
い
ま
し
た
。
鰻
の
生
態
は

未
だ
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

養
殖
技
術
が
な
か
っ
た
頃
を
考

え
る
と
現
代
以
上
に
天
然
の
鰻

は
見
栄
っ
張
り
な
江
戸
っ
子
た

ち
の
心
を
掴
ん
で
離
さ
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

第９号 心 染 通 信 令和２年１２月吉日《３》

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

～「
か
ば
焼
き
」を
生
ん
だ

鰻

屋

功
労
者
は
醤
油
～

【出典】『職人尽絵詞. 第３軸』
しょくにんづくしえことば

（国立国会図書館蔵）

「蒲」

浅い水辺に生息する

高さ１～２メートルの

多年草の植物。

【出典】『守貞謾稿』

（国立国会図書館蔵）

文化期(1804～18年)には、鰻の

かば焼きを丼ぶりにのせる

「鰻丼(鰻飯)」が登場。飯の上

にのせるだけのものから、飯

と飯の間に挟むものまで様々。

～
高
い
も
の
に
は
高
い

鰻
の
幇
間

た

い

こ

だ
け
の
理
由
が
あ
る
～

おかみさんが「うちは旅鰻は扱わずに、

全て江戸前です」と答えている様子。

奥では職人が鰻を捌いている。
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