
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
「
食
育
出
前
授
業
」

や
「
出
張
落
語
会
」
を
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
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
か
ら
、With

コ
ロ
ナ
の

中
で
も
学
生
落
語
家
の
落
語
を

届
け
る
た
め
に
「
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
を

実
施
し
て
参
り
ま
し
た
。
本
年

よ
り
「
出
張
落
語
会
」
の
映
像

コ
ン
テ
ン
ツ
化
に
加
え
、
「
食

育
出
前
授
業
」
を
映
像
教
材
化

し
学
校
教
育
機
関
に
提
供
し
て

お
り
ま
す
。
映
像
化
し
た
こ
と

に
よ
り
関
東
圏
の
垣
根
を
越
え
、

全
国
の
小
・
中
学
校
の
子
ど
も

達
へ
和
食
文
化
の
大
切
さ
や
伝

統
芸
能
・
落
語
の
魅
力
を
伝
え

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

司
会
進
行
兼
講
師
に
は
心
染
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
卒
業
生
で
現
在

は
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:

㈱
タ
イ
タ
ン
）

に
出
演
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

本
年
は
映
像
教
材
化
に
加
え

て
、
埼
玉
県
内
の
小
学
校
よ
り

依
頼
を
い
た
だ
き
、
12
月
３
日

（
金
）
に
同
校
６
年
生
約
１
５

０
名
の
児
童
に
向
け
て
「
食
育

出
前
授
業
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

「
落
語
の
基
本
で
あ
る
《
上
下
》

か
み
し
も

の
説
明
や
落
語
の
所
作
な
ど
を

伝
授
し
た
後
、
事
務
局
ス
タ
ッ

フ
が
「
う
ど
ん
の
食
文

化
講
座
」
を
実
施
。
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
し
ま
し
た
。
児
童

か
ら
は
、
「
う
ど
ん
を

作
る
材
料
に
塩
が
あ
る

と
は
思
わ
な
か
っ
た
！
」

な
ど
の
感
想
が
あ
が
り
、

和
食
の
食
材
へ
の
興
味
・

関
心
を
育
む
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
生
落

語
家
に
よ
る
『
時
う
ど
ん
』

『
み
そ
豆
』
『
茶
の
湯
』
を
観

賞
し
ま
し
た
。
う
ど
ん
や
み
そ

豆
な
ど
を
食
べ
る
場
面
を
臨
場

感
た
っ
ぷ
り
に
表
現
し
、
児
童

の
食
欲
も
掻
き
立
て
ら
れ
て
い

る
様
子
で
し
た
。
観
賞
後
は
児

童
た
ち
が
落
語
を
実
践
す
る
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
実
施
。
観
賞

し
た
落
語
か
ら
学
ん
だ
《
上
下
》

や
食
べ
る
所
作
、
『
み
そ
豆
』

を
児
童
た
ち
に
体
験
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
授
業
の

最
後
に
は
「
食
育
出
前
授
業
」

の
集
大
成
と
し
て
各
ク
ラ
ス
の

代
表
者
が
高
座
に
上
が
り
、
食

べ
る
所
作
や
『
み
そ
豆
』
を
披

露
し
ま
し
た
。
勢
い
よ
く
う
ど

ん
を
す
す
っ
た
り
、
『
み
そ
豆
』

の
１
シ
ー
ン
を
忠
実
に
再
現
し

た
り
と
、
児
童
の
個
性
が
発
揮

さ
れ
た
活
気
の
あ
る
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
と
な
り
ま
し
た
。
授
業

後
に
は
「
落
語
と
コ
ラ
ボ
給
食
」

と
題
し
、
『
み
そ
豆
』
に
登
場

し
た
「
み
そ
豆
」
や
、
『
時
う

ど
ん
』
に
登
場
し
た
う
ど
ん
を

ア
レ
ン
ジ
し
た
香
川
県
の
郷
土

料
理
「
し
っ
ぽ
く
う
ど
ん
」
な

ど
特
別
な
献
立
が
組
ま
れ
ま
し

た
。
授
業
で
学
ん
だ
《
食
べ
物
》

を
使
っ
た
給
食
を
実
際
に
味
わ

う
こ
と
で
、
落
語
と
食
文
化
の

つ
な
が
り
を
味
覚
で
も
学
び
、

落
語
・
和
食
と
い
っ
た
伝
統
文

化
へ
の
理
解
を
深
め
る
授
業
と

な
り
ま
し
た
。

８
月
28
日
（
土
）
に
学
生
団

体
・
関
東
落
研
連
合
が
主
催
す

る
学
生
落
語
の
全
国
大
会
「
落

研
グ
ラ
ン
プ
リ
」
が
オ
ン
ラ
イ

ン
（
ラ
イ
ブ
配
信
）
で
開
催
さ

れ
、
キ
ン
レ
イ
と
し
て
サ
ポ
ー

ト
い
た
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍

で
活
動
が
制
限
さ
れ
た
た
め
、

全
国
の
学
生
落
語
家
た
ち
の
演

目
披
露
と
交
流
を
目
指
す
こ
と

を
目
的
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

予
選
の
映
像
審
査
を
勝
ち
抜
い

た
８
名
が
予
選
と
は
異
な
る
演

目
を
収
録
し
、
決
勝
戦
に
て
披

露
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
員
に
は

学
生
時
代
、
落
語
研
究
会
に
所

属
し
て
い
た
６
名
を
迎
え
ま
し

た
。
審
査
員
長
に
は
一
般
社
団

法

人

落

語

協

会

所

属

・

入
船
亭
小
辰
様
、
副
審
査
員
長

い

り

ふ

ね

て

い
こ
た
つ

に
は
公
益
社
団
法
人
落
語
芸
術

協
会
所
属
・
昔
昔
亭
喜
太
郎
様

せ

き

せ

き

て

い

き

た

ろ

う

を
迎
え
、
審
査
員
の
関
東
落
研

連
合
・
歴
代
幹
部
４
名
に
優
勝

者
を
選
出
い
た
だ
き
ま
し
た
。

厳

正

な

る

審

査

の

上

、

巳
家
法
師
さ
ん
が
優
勝
を
勝
ち

み

っ

か

ぼ

う

ず

取

り

ま

し

た

。

準

優

勝

は

千
里
家
紀
流
さ
ん
、
３
位
は

せ

ん

り

や

き

り

ゅ

う

六
松
亭
覇
づ
れ
さ
ん
。
優
勝
の

ろ
く
し
ょ
う
て
い
は

巳
家
法
師
さ
ん
に
は
、
賞
状
、

ト
ロ
フ
ィ
ー
の
ほ
か
、
各
種
副

賞
（
着
物
・
羽
織
、
キ
ン
レ
イ

「
お
水
が
い
ら
な
い
」
シ
リ
ー

ズ
の
豪
華
詰
め
合
わ
せ
セ
ッ
ト
）

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ラ

イ
ブ
配
信
視
聴
者
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
、
《
食
の
大
切
さ
》
と

《
日
本
の
伝
統
文
化
の
魅
力
》

を
伝
え
る
文
化
啓
発
活
動
を
継

続
し
て
参
り
ま
す
。
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お茶

キ
ン
レ
イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
食
育
出
前
授
業
」

全
国
の
学
校
教
育
機
関
で
食
育
出
前
授
業
が
実
施
可
能
に
！

「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
グ
ラ
ン
プ
リ
」

「落研グランプリ」
配信内容はアーカイブ動画より

【 https://www.youtube.com/watch?v=uDRViJVQrAg 】

待
ち
焦
が
れ
た
子
ど
も
達
の
笑
顔
！

【落語とコラボ給食】

【食育出前授業の様子】

【優勝した巳家法師さん】
み っ か ぼ う ず

【うどんの食文化講座】

随所にクイズを盛り込み、

児童が参加しやすい内容

【お笑い芸人・まんじゅう大帝国】

２人は心染プロジェクトの卒業生



貧
乏
長
屋
を
取
り
仕
切
っ
て

い
る
大
家
さ
ん
が
、
と
あ
る
春

の
日
、
長
屋
の
住
民
た
ち
を
呼

び
出
す
と
こ
ろ
か
ら
噺
は
始
ま

り
ま
す
。
大
家
さ
ん
か
ら
呼
び

出
さ
れ
た
こ
の
長
屋
の
住
民
た

ち
は
、
店
賃
（
家
賃
）
の
催
促

で
は
な
い
か
と
、
恐
る
恐
る
訪

ね
て
み
る
と
…
。

大
家:

「
ど
う
だ
い
？

花
見
に
行
か
ね
え
か
？

い
ま
、
見
頃
だ
っ
て
ぇ
が
、

ど
う
だ
い
？
」

長
屋
の
住
民:

「
じ
ゃ
あ
、
長

屋
の
連
中
と
並
ん
で
花

見
て
帰
っ
て
く
り
ゃ
い

い
で
す
か
？
」

大
家:

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
子
ど

も
の
遠
足
じ
ゃ
ね
え
か
。

《
く
む
酒
は

是
風
流

こ

れ

の
眼
な
り

月
を
見
る

ま
な
こ

に
も

花
を
見
る
に
も
》

っ
て
く
れ
え
だ
か
ら
、

ま
ず
酒
、
肴
が
ね
え
と

い
け
ね
え
な
。
」

と
い
う
大
家
さ
ん
。
こ
の
貧
乏

長
屋
の
貧
乏
神
を
追
い
払
お
う

と
、
粋
な
計
ら
い
と
い
う
わ
け

で
す
。
大
家
さ
ん
は
奥
か
ら
一

升
瓶
を
三
本
と
、
か
ま
ぼ
こ
と

玉
子
焼
き
を
出
し
ま
す
。
長
屋

の
者
は
大
い
に
喜
び
、
口
々
に

お
礼
を
言
い
ま
す
が
、
用
意
さ

れ
た
も
の
を
よ
く
よ
く
見
て
み

る
と
一
升
瓶
の
中
身
は
番
茶
を

水
で
薄
め
た
《
お
ち
ゃ
け
》
、

か
ま
ぼ
こ
は
大
根
の
御
香
香

（
お
新
香
）
、
玉
子
焼
き
は
沢

庵
で
し
た
。
長
屋
の
店
子
（
住

民
）
た
ち
は
酒
や
か
ま
ぼ
こ
、

玉
子
焼
き
と
聞
い
て
胸
躍
ら
せ

て
い
ま
し
た
が
、
中
身
を
知
り
、

が
っ
く
り
と
肩
を
落
と
し
ま
す
。

大
家
さ
ん
は
番
茶
を
薄
め
た

も
の
を
《
お
酒
》
だ
と
し
て
い

ま
す
。
大
家
さ
ん
は
少
し
で
も

雰
囲
気
を
出
そ
う
と
、
当
時
、

名
酒
の
色
と
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
、
薄
い
黄
色
を
出
す
た
め

に
番
茶
で
《
お
ち
ゃ
け
》
を
作
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
な
ん
と
か

知
恵
を
絞
り
、
貧
乏
長
屋
の
み

ん
な
を
景
気
づ
け
よ

う
と
し
て
い
る
姿
に

な
ん
と
も
言
え
な
い

可
笑
し
み
が
あ
り
ま

す
ね
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

お
茶
は
貧
し
く
て
も

手
軽
に
手
に
入
る
嗜

好
品
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。落

語
に
は
「
お
茶

を
お
あ
が
り
」
と
い

う
や
り
取
り
が
多
く

あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ

は
、
昔
の
家
に
は
必

ず
、
玄
関
に
上
が
り

框
が
あ
っ
て
、
次
に

が
ま
ち

四
畳
半
ほ
ど
の
部
屋
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
六
畳
く
ら
い
の
部
屋

が
あ
る
と
い
う
の
が
主
な
構
造

で
し
た
。
落
語
の
主
人
公
た
ち

は
奥
の
六
畳
の
間
に
い
る
わ
け

で
す
。
今
は
見
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
当

時
の
人
々
の
必
需
品
で
あ
っ
た

長
火
鉢
が
必
ず
置
い
て
あ
る
ん

で
す
。
長
火
鉢
の
中
に
は
銅
壷

ど

う

こ

と
い
っ
て
、
銅
で
こ
さ
え
た
窯

み
た
い
な
も
の
が
あ
り
、
長
火

鉢
の
枠
の
中
に
は
炭
を
入
れ
て

お
く
わ
け
で
す
。
銅
壺
の
中
は

空
洞
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
空

洞
に
水
を
た
く
さ
ん
入
れ
て
い

た
わ
け
で
す
。
な
の
で
、
そ
の

頃
は
い
つ
で
も
お
湯
が
沸
い
て

い
る
か
、
片
っ
ぽ
に
手
あ
ぶ
り

（
火
鉢
）
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
の
上
に
鉄
瓶
が
乗
っ
か

り
、
中
は
お
湯
が
い
つ
も
ち
ん

ち
ん
と
た
ぎ
っ
て
い
る
と
い
う
、

そ
ん
な
風
景
だ
っ
た
の
で
す
。

い
ち
い
ち
火
を
起
こ
し
て
湯
を

沸
か
す
な
ん
て
、
バ
タ
バ
タ
し

な
い
で
も
、
常
に
長
火
鉢
の
銅

壺
の
中
に
は
お
湯
が
あ
る
。
だ

か
ら
お
燗
も
つ
け
ら
れ
る
し
、

訪
れ
る
人
が
あ
っ
た
ら
顔
を
見

て
「
お
お
、
よ
く
来
た
ね
。
ひ

と
つ
お
茶
で
も
お
あ
が
り
」
と

ご
く
自
然
に
言
葉
が
出
て
く
る

ん
で
す
よ
ね
。
特
別
な
事
で
は

な
い
わ
け
。
茶
葉
も
長
火
鉢
の

小
引
き
出
し
に
あ
る
の
で
、
番

茶
や
煎
茶
な
ん
か
を
す
ぐ
に
淹

れ
ら
れ
る
ん
で
す
。
落
語
『
鼠

穴
』
で
は
「
あ
の
兄
貴
は
か
ら
っ

茶
一
杯
出
さ
ね
え
」
と
い
う
セ

リ
フ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

「
簡
単
に
淹
れ
ら
れ
る
お
茶
の

一
杯
も
出
さ
な
い
ケ
チ
」
と
い

う
意
味
で
す
。

さ
て
、
貧
乏
長
屋
の
連
中
は
、

貧
乏
神
を
追
い
出
そ
う
と
、
陽

気
に
出
か
け
る
大
家
を
先
頭
に
、

毛
氈
代
わ
り
の
筵
に
《
お
ち
ゃ

む
し
ろ

け
》
と
《
沢
庵
》
《
玉
子
焼
き
》

を
包
み
、
「
花
見
だ
、
花
見
だ
」

と
繰
り
出
し
ま
す
。
満
開
の
桜

の
下
に
着
い
た
一
同
は
《
お
茶

盛
り
（
お
ち
ゃ
か
も
り
）
》
を

始
め
ま
す
。
し
か
し
、
《
玉
子

焼
き
》
を
ぼ
り
ぼ
り
か
じ
っ
て
、

「
長
屋
中

歯
を
食
い
し
ば
る

花
見
か
な
」
と
俳
句
を
ひ
ね
る

人
が
あ
り
、
誰
一
人
酔
わ
な
い
。

大
家
さ
ん
の
命
令
一
下
、
酔
っ

た
ふ
り
を
し
た
一
人
は
「
本
物

の
酒
を
持
っ
て
こ
い
！
」
と
酒

癖
が
悪
い
。
ま
た
気
分
が
悪
く

な
っ
た
と
い
う
男
は
、
ど
ん
な

気
持
ち
だ
と
聞
か
れ
「
井
戸
へ

落
っ
こ
ち
た
よ
う
な
気
持
ち
だ

と
」
言
い
出
す
有
様
。
そ
の
内

に
心
な
ら
ず
も
酔
っ
ぱ
ら
っ
た

態
の
一
人

が
、
注
い

で
も
も
ら
っ

た
、
お
茶

け
を
し
げ

し
げ
と
見
つ
め
…
。

長
屋
の
住
民:

「
大
家
さ
ん
、

近
々
こ
の
長
屋
に
い
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
ぜ
…

ご
覧
な
さ
い
、
《
酒
柱
》

が
立
ち
ま
し
た
。
」

お
茶
の
種
類
に
は
茶
葉
を
挽

い
て
粉
に
し
た
抹
茶
が
あ
り
ま

す
ね
。
抹
茶
は
茶
の
湯
で
使
わ

れ
る
お
茶
の
種
類
で
あ
り
、
点

て
る
時
に
は
流
儀
や
作
法
が
し
っ

か
り
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
落

語
『
茶
の
湯
』
は
そ
ん
な
流
儀

と
作
法
に
焦
点
を
当
て
た
お
噺

で
す
。

一
代
で
身
代
を
築
き
、
あ
と

は
倅
に
暖
簾
を
譲
っ
た
ご
隠
居
。

若
い
こ
ろ
か
ら
働
き
づ
め
だ
っ

た
の
で
、
仕
事
か
ら
離
れ
て
み

る
と
、
退
屈
で
仕
方
が
な
い
。

た
ま
た
ま
家
に
は
茶
室
道
具
一

式
が
あ
る
の
で
、
茶
の
湯
を
始

め
よ
う
し
ま
す
が
、
茶
の
湯
の

作
法
な
ど
ま
る
っ
き
り
知
ら
な

い
ご
隠
居
は
小
僧
の
定
吉
に

「
昔
に
習
っ
た
き
り
だ
か
ら
、

忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
」
と
う
そ

ぶ
き
な
が
ら
始
め
て
し
ま
い
ま

す
。

ご
隠
居:

「
初
め
に
青
い
粉
を

入
れ
た
な
。
あ
の
粉
が
な

ん
の
粉
だ
っ
た
か
…
。
」

定
吉:

「
あ
あ
！
あ
の
粉
な
ら

知
っ
て
い
ま
す
！
す
ぐ
に

買
っ
て
き
ま
す
。
」

定
吉
は
抹
茶
で
は
な
く
、
青
き
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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》

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

～
江
戸
の
名
酒
は

長
屋
の
花
見

お
茶
を
薄
め
た
色
？
～

【長火鉢】

長方形の木製指物。暖房具で、江

戸時代から急速に普及し出し、そ

れ以前のいろりと同じような役割

をしていた。昭和２０年代まで、

茶の間や居間で広く使用され、な

くてはならない家具のひとつだっ

た。大きさは長さ約６０ｃｍ・幅

約３５ｃｍ・高さ約３０ｃｍほど。

左側には灰を入れる〈落し〉があ

り、銅壺や五徳を置く。右側には

３～４段の引き出しがあり、茶葉

や刻みたばこなどを入れていた。

【手あぶり（火鉢）】

屋内に置き、暖をとるため

の小さな火鉢。置炉として

奈良時代から登場。薪のよ

うに煙がでないことから上

流の武家や公家で使用され

ていた。庶民に普及したの

は、江戸～明治時代。形状

や材質は様々で、四角い木

製のほか、丸形の陶器や金

属製のものもある。ちなみ

に屋外で魚や肉を焼くのに

使用される七輪とは異なる。

～
茶
の
湯
の
作
法
は

茶
の
湯

難
し
い
…
？
～

【出典】「浅草金竜山奥山花屋敷」（国立国会図書館蔵）

浅草は上野に並ぶ花見の名所で、多くの人々が花見に訪れた



な
粉
を
買
っ
て
き
ま
す
。
定
吉

は
と
も
か
く
、
ご
隠
居
は
抹
茶

す
ら
知
ら
な
い
の
で
、
お
湯
に

入
れ
て
か
き
回
す
も
、
泡
の
立
っ

た
抹
茶
に
な
り
ま
せ
ん
。

ご
隠
居:

「
あ
ぶ
く
が
出
て
こ

な
い
ね
え
。
な
に
か
あ
ぶ

く
が
出
る
も
の
が
入
っ
た

ん
だ
が
…
。
」

定
吉:

「
あ
！
ア
レ
を
入
れ
る
と

あ
ぶ
く
が
立
ち
ま
す
ん
で
、

ま
た
買
っ
て
き
ま
す
！
」

続
い
て
定
吉
が
ム
ク
の
皮
を
買
っ

て
き
た
の
で
、
釜
の
中
に
放
り

込
む
と
み
る
み
る
泡
が
立
ち
、

青
き
な
粉
を
溶
い
た
の
と
混
ぜ

合
わ
せ
る
と
味
は
と
ん
で
も
な

い
が
、
ご
隠
居
の
想
像
通
り
の

お
茶
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

初
め
の
う
ち
は
定
吉
に
よ
う
か

ん
を
食
べ
さ
せ
な
が
ら
、
二
人

で
《
お
茶
も
ど
き
》
を
点
て
て

楽
し
ん
で
い
ま
し
た
が
、
し
ま

い
に
は
、
二
人
と
も
腹
を
下
し

て
し
ま
い
ま
す
。
ご
隠
居
は
そ

れ
で
も
懲
り
ず
に
定
吉
を
捕
ま

え
て
は
《
お
茶
も
ど
き
》
を
点

て
続
け
ま
す
。

こ
の
難
を
逃

れ
よ
う
と
、

だ
れ
か
を
代

わ
り
に
客
に
し
ま
し
ょ
う
と
、

定
吉
は
ご
隠
居
を
そ
そ
の
か
し
、

長
屋
の
鳶
頭
、
手
習
い
の
師
匠
、

豆
腐
屋
の
三
人
を
呼
び
出
し
ま

す
。
鳶
頭
、
豆
腐
屋
に
茶
の
湯

の
心
得
は
な
く
、
断
ろ
う
と
し

ま
す
が
、
辛
う
じ
て
飲
み
様
だ

け
知
っ
て
い
る
手
習
い
の
師
匠

を
頼
り
に
赴
き
ま
す
。
《
お
茶

も
ど
き
》
を
飲
み
動
転
し
ま
す

が
、
茶
菓
子
の
よ
う
か
ん
だ
け

は
本
物
な
の
で
、
そ
れ
を
口
直

し
に
し
て
「
こ
れ
は
美
味
い
！
」

と
世
辞
を
言
い
、
切
り
抜
け
ま

す
。
ご
隠
居
は
自
分
の
茶
の
湯

の
腕
前
を
褒
め
ら
れ
た
と
勘
違

い
し
て
し
ま
い
、
連
日
だ
れ
か

を
呼
ん
で
は
《
お
茶
も
ど
き
》

を
振
舞
い
ま
す
が
、
気
が
付
く

と
よ
う
か
ん
代

が
馬
鹿
に
な
り

ま
せ
ん
。
安
く

済
ま
せ
よ
う
と

思
案
し
た
挙
句
、

サ
ツ
マ
イ
モ
を

ふ
か
し
て
す
り

鉢
で
練
り
、
蜜

と
黒
砂
糖
で
甘

み
を
付
け
、
仕

上
げ
に
灯
し
油

（
現
代
で
云
う

灯
油
の
よ
う
な

も
の
）
を
塗
っ

た
お
椀
で
型
抜

き
を
し
た
、
菓
子
を
こ
し
ら
え

ま
す
。
一
見
す
る
と
美
味
し
そ

う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

《
お
茶
も
ど
き
》
に
輪
を
か
け

た
、
世
に
も
恐
ろ
し
い
味
の
菓

子
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
あ
る
日
、

初
め
て
招
か
れ
た
金
兵
衛
と
い

う
人
も
《
お
茶
も
ど
き
》
を
飲

ん
で
仰
天
し
、
口
直
し
に
菓
子

を
頬
張
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
た

物
凄
く
、
辛
抱
出
来
ず
に
厠
へ

駆
け
込
み
ま
す
。
余
っ
た
菓
子

を
窓
の
外
の
畑
に
投
げ
捨
て
る

と
、
近
所
の
お
百
姓
の
顔
に
べ
っ

と
り
。
顔
に
付
い
た
の
を
手
に

取
っ
た
お
百
姓
…
。

お
百
姓:

「
な
ん
だ
。

ま
た
茶
の
湯
か
。
」

お
察
し
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す

が
、
招
か
れ
る
お
客
人
は
み
な
、

厠
か
ら
ご
隠
居
が
作
っ
た
菓
子

を
投
げ
捨
て
て
い
た
わ
け
で
す

ね
。
ご
隠
居
が
こ
し
ら
え
る

《
お
茶
も
ど
き
》
に
使
わ
れ
る

青
き
な
粉
と
は
青
大
豆
を
挽
い

た
も
の
で
、
風
味
高
い
材
料
で

す
の
で
、
そ
こ
ま
で
味
を
ダ
メ

に
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
の
馬
鹿
バ
カ
し
い
の
飲
み
物

の
悪
の
根
源
は
ム
ク
の
皮
に
あ

る
わ
け
で
す
。
ム
ク
の
皮
と
は

ム
ク
ロ
ジ
と
い
う
植
物
の
実
の

皮
だ
そ
う
で
、
洗
濯
に
使
わ
れ

て
い
た
ん
で
す
ね
。
泡
が
立
っ

て
く
る
か
ら
。
そ
の
泡
で
汚
れ

を
落
と
そ
う
っ
て
い
う
の
で
、

ム
ク
の
皮
を
削
っ
て
洗
濯
物
に

絡
ま
せ
て
、
洗
濯
を
し
て
い
た

わ
け
で
す
。
昔
は
余
計
に
水
を

使
え
な
い
、
飲
み
水
は
買
っ
て

い
ま
し
た
し
。
水
は
大
事
に
し

な
い
と
い
け
な
い
江
戸
っ
子
た

ち
の
生
活
の
知
恵
だ
っ
た
の
で

す
。お

正
月
か
ら
節
分
に
か
け
て

昔
か
ら
飲
ま
れ
て
い
る
縁
起
の

良
い
《
福
茶
》
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
福
茶
と
い
う
の
は

地
方
に
よ
っ
て
作
り
方
は
異
な

り
ま
す
が
、
昆
布
、
大
豆
、
梅

干
し
な
ど
を
お
茶
で
割
っ
て
、

飲
む
も
の
で
す
。
こ
の
福
茶
、

屈
指
の
人
情
噺
と
し
て
名
高
い

落
語
『
芝
浜
』
に
登
場
し
ま
す
。

酒
を
飲
ん
で
は
仕
事
を
怠
け

る
亭
主
に
、
今
日
こ
そ
仕
事
に

行
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
と
、
し

び
れ
を
切
ら
し
た
女
房
は
、
つ

い
つ
い
早
く
起
こ
し
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
れ
が
、
夢
の
よ
う
な

話
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
す
。

早
起
き
し
過
ぎ
て
魚
河
岸
の
問

屋
は
ま
だ
開
店
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
ょ
う
が
な
い
、
浜
辺
で
夜
明

け
を
待
っ
て
い
る
と
波
打
ち
際

に
落
ち
て
い
た
財
布
を
見
つ
け
、

中
に
大
金
が
入
っ
て
い
ま
す
。

家
へ
飛
ん
で
帰
り
、
こ
れ
で
遊

ん
で
暮
ら
せ
る
と
、
友
達
を
呼

び
集
め
て
ま
た
酒

を
飲
み
、
寝
て
し

ま
い
ま
し
た
。
翌

朝
、
商
い
に
行
け

と
女
房
に
た
た
き

起
こ
さ
れ
た
亭
主
、

浜
辺
で
拾
っ
た
お

金
の
こ
と
を
話
す

と
、
「
夢
で
も
見

た
ん
で
し
ょ
う
」

と
言
わ
れ
ま
す
。

金
を
拾
っ
た
の
は

夢
で
、
友
人
と
ド

ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
し

て
散
財
し
た
の
が

現
実
だ
と
聞
か
さ
れ
、
す
っ
か

り
改
心
し
ま
す
。
禁
酒
を
誓
い
、

商
い
に
精
を
出
し
た
甲
斐
が
あ
っ

て
、
三
年
目
に

は
小
さ
い
店
を

構
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

大
晦
日
の
除
夜

の
鐘
を
聞
き
な
が
ら
、

亭
主:

「
ん
ん
？
な
ん
だ
、
福

茶
か
。
福
茶
の
味
な
ん
ざ
、

忘
れ
ち
ま
っ
た
い
。
た
ま
に

飲
む
と
美
味
ぇ
も
ん
だ
。
」

女
房:

「
お
前
さ
ん
、
お
酒
飲

み
た
い
？
」

亭
主:

「
い
や
ぁ
、
飲
み
た
か

ね
え
。
そ
れ
よ
り
も
茶
淹

れ
て
く
れ
。
」

こ
の
言
葉
に
す
っ
か
り
改
心
し

た
と
み
た
女
房
は
三
年
間
の
労

い
と
感
謝
の
念
を
込
め
て
お
燗

を
差
し
出
し
ま
す
。
「
飲
み
た

か
ね
え
」
と
言
い
つ
つ
も
嬉
し

そ
う
な
亭
主
。
久
し
ぶ
り
の
酒

を
目
の
前
に
し
て
、
酒
と
の
再

会
を
喜
び
ま
す
が
、
そ
こ
で
一

言
呟
い
て
、
幕
引
き
と
な
り
ま

す
。『

芝
浜
』
は
夫
婦
愛
と
お
酒

が
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
描
か

れ
ま
す
が
、
じ
っ
く
り
と
聴
い

て
み
る
と
、
亭
主
が
商
売
に
勤

し
ん
だ
三
年
間
は
女
房
が
淹
れ

た
煎
茶
や
番
茶
と
共
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
、
想
像
が
掻
き
立

て
ら
れ
ま
す
。
福
茶
が
縁
起
物

と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
、
お
茶
は
当
時
か
ら
庶
民

と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
落
語
の
高
座

で
は
よ
く
、
蓋
つ
き
の
湯
呑
み

が
置
い
て
あ
る
の
を
目
に
し
ま

す
ね
。
あ
れ
は
小
道
具
と
し
て

の
役
割
も
あ
り
ま
す
が
、
六
代

目
・
三
遊
亭
圓
生
師
匠
か
ら
は

「
あ
れ
は
飲
む
ん
じ
ゃ
な
く
て

湯
気
で
も
っ
て
の
ど
を
湿
す
ん

だ
。
そ
れ
で
噺
に
入
る
。
」
と

教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
言
う
と
、
昔
は
高
座
に

火
鉢
が
置
い
て
あ
り
、
鉄
瓶
が

掛
か
っ
て
い
て
、
脇
に
茶
碗
が

置
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
。
鉄
瓶

の
中
は
お
茶
で
は
な
く
、
白
湯

で
あ
る
と
い
う
の
が
お
決
ま
り

で
し
た
。
そ
の
当
時
は
高
座
に

出
て
く
る
と
、
自
分
で
も
っ
て

白
湯
を
つ
い
で
の
ど
湿
ら
せ
て
、

１
席
や
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
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キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

～
除
夜
の
鐘
を
聞
き

芝

浜

福
茶
で
縁
起
を
担
ぐ
～

【ムクの実】

ムクロジの実。皮を削り石鹸として

使うこともできる。

【出典】「江戸八景・芝浦の帰帆」（国立国会図書館蔵）

当時の芝浜（芝浦）の様子

【福茶】

【出典】「茶の湯 日々草 炭手前の図」（国立国会図書館蔵）

茶の湯（茶会）の様子が描かれている

昆布や梅干しなどを入れた

縁起の良いお茶。入れるも

のは地域によって異なる。



お
茶
の
ル
ー
ツ
は
中
国
に
あ

り
ま
す
。
日
本
に
伝
わ
っ
た
の

は
奈
良
・
平
安
時
代
の
頃
、
遣

唐
使
が
お
茶
の
種
を
持
ち
帰
っ

た
こ
と
が
始
ま
り
だ
と
い
う
説

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
茶
葉
を
煮

出
し
て
飲
む
と
い
っ
た
方
法
が

伝
わ
り
ま
し
た
が
、
僧
侶
や
貴

族
の
間
で
し
か
飲
め
な
か
っ
た

こ
と
や
遣
唐
使
の
廃
止
な
ど
が

重
な
り
、
そ
の
文
化
が
大
き
く

広
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
次
に
お
茶
が
注
目
さ
れ

る
の
は
鎌
倉
時
代
初
期
で
、

「
栄
西
」
と
い
う
僧
侶
が
宋
か

え
い
さ
い

ら
お
茶
の
文
化
を
持
ち
帰
り
、

広
く
普
及
さ
せ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
と
な
り
ま
す
。
「
茶
は
養

生
の
仙
薬
な
り
」
で
始
ま
る

『
喫
茶
養
生
記
』
は
栄
西
が
完

き

っ

さ

よ

う

じ
ょ
う
き

成
さ
せ
た
日
本
最
古
の
茶
書
で
、

栽
培
法
か
ら
喫
茶
法
、
薬
効
ま

で
多
岐
に
わ
た
り
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
お
茶
は
鎌
倉
時
代
後

期
～
南
北
朝
時
代
に
は
将
軍
や

大
名
な
ど
武
家
階
級
に
も
広
ま

り
、
《
闘
茶
》
と
呼
ば
れ
る
い

と
う
ち
ゃ

わ
ゆ
る
《
利
き
茶
》
の
文
化
が

生
ま
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

当
時
の
お
茶
は
茶
葉
を
挽
い
た
、

今
で
い
う
《
抹
茶
》
を
湯
で
溶

か
し
て
飲
む
、
体
に
良
い
も
の

と
い
う
位
置
づ
け
で
し
た
。
そ

の
後
、
豊
臣
秀
吉
が
宇
治
茶
を

庇
護
し
た
こ
と
な
ど
が
影
響
し
、

お
茶
は
武
家
階
級
の
嗜
好
品
と

な
り
ま
す
。
お
茶
を
政
治
に
利

用
し
よ
う
と
考
え
た
織
田
信
長

や
豊
臣
秀
吉
の
茶
頭
（
茶
会
を

取
り
仕
切
る
専
門
職
種
）
と
し

て
仕
え
た
「
千
利
休
」
は
、
茶

道
に
お
け
る
有
力
な
協
力
者
と

し
て
地
位
を
確
立
す
る
と
同
時

に
、
現
在
の
茶
道
に
通
ず
る
、

《
侘
茶
》
を
完
成
さ
せ
た
茶
人

と
し
て
有
名
で
す
。

一
方
、
庶
民
の
間
で
広
ま
っ

た
お
茶
は
武
家
の
間
で
広
ま
っ

た
侘
茶
と
は
異
な
る
も
の
で
し

た
。
室
町
時
代
に
は
史
料
に
初

め
て
一
般
庶
民
相
手
に
お
茶
を

売
る
《
茶
売
り
》
が
登
場
し
ま

す
。
奈
良
の
東
寺
が
茶
売
り
に

提
出
さ
せ
た
請
文
（
誓
約
書
）

う
け
ぶ
み

の
『
東
寺
南
大
門
前
一
服
一
銭

茶
売
り
人
条
々
』
に
は
、
茶
売

り
に
対
し
て
様
々
な
規
制
が
布

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
人

が
集
う
社
寺
の
門
前
・
社
頭
、

交
通
の
要
衝
な
ど
に
屋
台
や
茶

屋
を
開
く
商
人
が
登
場
し
始
め

ま
す
。
ま
た
、
茶
売
り
が
登
場

す
る
『
煎
物
』
と
い
う
狂
言
や

古
い
書
物
な
ど
か
ら
、
当
時
の

お
茶
は
、
茶
葉
と
茶
葉
以
外
の

香
味
の
良
い
薬
類
と
一
緒
に
煮

出
し
た
も
の
で
《
煎
じ
茶
》
と

呼
ば
れ
て
お
り
、
薬
の
側
面
を

併
せ
持
つ
こ
と
か
ら
薬
種
と
同

等
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
薬
膳
や
漢
方
の
視
点
か
ら

み
て
も
、
煎
茶
な
ど
の
《
緑
茶
》

に
は
、
こ
も
っ
た
熱
を
と
り
、

頭
を
す
っ
き
り
さ
せ
る
作
用
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

江

戸

時

代

初

期

の

歌

人

「
烏
丸
光
広
」
の
『
目
覚
し
草
』

か
ら
す
ま
る
み
つ
ひ
ろ

に
は
お
茶
に
必
ず
塩
を
加
え
て

飲
ん
で
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
茶
の
知
識
を
ま

と
め
た
『
茶

経
』
な
ど
を
著
述

ち
ゃ
き
ょ
う

し
た
中
国
・
唐
時
代
の
文
筆
家

「
陸
羽
」
以
降
、
長
い
お
茶
文

り

く

う

化
の
中
で
連
綿
と
続
い
て
き
た

も
の
で
、
中
国
で
は
塩
を
入
れ

た
お
茶
は
ス
ー
プ
な
ど
の
汁
物

と
し
て
変
化
を
遂
げ
て
い
き
ま

し
た
。

な
ぜ
日
本
で
は
お
茶
に
塩
を

入
れ
る
文
化
が
残
っ
て
い
た
の

か
…
そ
の
謎
は
解
明
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
要
因
の
ひ
と
つ
と

し
て
お
茶
の
味
わ
い
が
関
係
し

て
い
る
と
考
察
で
き
ま
す
。
元

禄
初
期
に
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商

館
に
着
任
し
た
ド
イ
ツ
人
医
師
・

ケ
ン
ペ
ル
は
日
本
の
光
景
を
記

し
た
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

え

ど

さ

ん

ぷ

り

ょ

こ

う

に

っ

き

で
、
当
時
の
お
茶
の
味
を
、

《
か
な
り
渋
く
灰
汁
の
味
が
す

る
》
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
渋
味
を
少
し
で
も
ま

ろ
や
か
に
す
る
工
夫
と
し
て
、

煎
じ
茶
用
の
茶
筅
で
お
茶
の
中

ち
ゃ
せ
ん

に
空
気
を
入
れ
、
塩
を
撹
拌
し

て
い
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
お
茶
に
塩
を

加
え
る
と
い
う
文
化
が
続
い
た

の
は
、
お
茶
の
味
わ
い
を
調
え

る
工
夫
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
推

察
さ
れ
ま
す
。
塩
を
加
え
な
い

お
茶
が
主
流
に
な
っ
た
時
期
は

不
明
で
す
が
、
江
戸
時
代
中
期

に
「
永
谷
宗
円
」
が
茶
葉
を
乾

な
が
た
に
そ
う
え
ん

燥
さ
せ
る
前
に
「
揉
む
」
工
程

を

加

え

て

完

成

さ

せ

た

《
青
製
煎
茶
製
法
》
に
よ
っ
て
、

あ
お
せ
い
せ
ん
ち
ゃ
せ
い
ほ
う

茶
葉
は
緑
色
に
な
り
、
香
り
や

味
が
引
き
立
つ
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
製
法
に
よ
っ
て
、
茶

筅
に
よ
る
撹
拌
は
衰
退
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
だ
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
茶

の
味
が
調
う
こ
と
で
塩
を
加
え

る
必
要
も
撹
拌
す
る
必
要
も
な

く
な
る
た
め
、
お
茶
に
塩
を
入

れ
る
文
化
も
徐
々
に
衰
退
し
て

い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

《
青
製
煎
茶
製
法
》
は
煎
茶

作
り
の
基
と
な
っ

て
お
り
、
機
械
に

よ
る
製
茶
が
主
と

な
っ
て
い
る
現
代

の
お
茶
作
り
に
も

活
か
さ
れ
て
い
ま

す
。

《
お
茶
で
免
疫
力
ア
ッ
プ
》

と
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
こ
れ
は

お
茶
の
渋
味
成
分
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
《
カ
テ
キ
ン
》
に
よ

る
も
の
で
す
。
「
お
茶
う
が
い

で
風
邪
・
ウ
イ
ル
ス
予
防
」
と

い
う
の
も
ま
さ
に
カ
テ
キ
ン
が

持
つ
抗
酸
化
作
用
に
よ
る
も
の

で
、
ウ
イ
ル
ス
の
粒
子
に
カ
テ

キ
ン
が
付
着
す
る
こ
と
で
、
体

内
へ
の
侵
入
・
増
殖
を
防
ぐ
効

果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
効
果
は
日
常
的
に

お
茶
を
飲
む
こ
と
で
風
邪
な
ど

へ
の
罹
患
リ
ス
ク
が
低
下
す
る

こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
《
お

茶
＝
免
疫
力
ア
ッ
プ
》
を
裏
付

け
る
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す
。

最
近
は
、
カ
テ
キ
ン
の
血
中

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
増
加
を
防

ぐ
機
能
性
な
ど
も
注
目
さ
れ
、

特
定
保
健
用
食
品
や
機
能
性
表

示
食
品
な
ど
に
も
配
合
さ
れ
て

い
ま
す
。
カ
テ
キ
ン
を
効
率
よ

く
摂
取
し
た
い
方
は
、
緑
茶
は

も
ち
ろ
ん
、
茶
葉
を
粉
末
に
し

た
《
抹
茶
》
も
お
す
す
め
で
す
。

な
お
、
高
温
で
抽
出
さ
れ
る
カ

テ
キ
ン
の
性
質
を
利
用
し
、
熱

湯
で
お
茶
を
淹
れ
る
工
夫
を
す

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

密
閉
容
器
に
入
れ
、
冷
暗
所
で

保
存
す
る
こ
と
で
酸
化
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

第10号《４》 心 染 通 信 令和３年12月吉日

管理栄養士がニッポンの「食」を紐解く！

第10号 「お茶」編
芸能史研究家・山本進先生の連載コラムで取り上げた食材を、

キンレイ心染事務局の管理栄養士が時代背景や

栄養的視点から、さらに掘り下げて解説します。

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

《４》

江
戸
時
代
～
現
代
に
も
通
ず
る
《
煎
茶
》
が
登
場
！

貴
族
・
武
家
が
愛
し
た
お
茶

庶
民
の
《
煎
じ
茶
》

日
本
の
お
茶
文
化
を
辿
る
！

塩
を
加
え
て
点
て
る

免
疫
力
ア
ッ
プ
の
機
能
性
を
も
つ
《
カ
テ
キ
ン
》

飲
む
だ
け
で
は
な
い
！
現
代
の
お
茶
の
力

【出典】喫茶養生記 ２巻
（国立国会図書館蔵）

【出典】「歌麿浮世絵集」

（国立国会図書館蔵）
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