
２
０
１
４
年
よ
り
発
足
し
た

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
は
ぐ
く
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
。

令
和
４
年
12

月
16
日
に
東
京

都
西
東
京
市
立

田
無
小
学
校
の

３
年
生
・
約
１

１
０
名
を
対
象

に
食
育
・
出
前

授
業
（
３
～
４

校
時
）
を
実
施

し
ま
し
た
。

３
校
時
に
は

落
語
を
鑑
賞
す

る
際
の
ポ
イ
ン

ト
や
高
座
の
構

造
に
つ
い
て
の
説
明
、
落
語
な

ら
で
は
の
上
下
で
演
じ
分
け
る

か
み
し
も

こ
と
な
ど
を
解
説
し
た
後
、
食

育
授
業
で
あ
る
「
う
ど
ん
の
食

文
化
講
座
」
を
事
務
局
ス
タ
ッ

フ
が
講
演
。
そ
の
後
、
キ
ン
レ

イ
心
染
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
メ

ン
バ
ー
・
境
家

一
八
四
さ
ん

さ
か
い
や

い

や

よ

に
よ
る
『
時
う
ど
ん
』
を
鑑
賞

し
ま
し
た
。
鑑
賞
前
に
う
ど
ん

の
歴
史
や
作
り
方
、
江
戸
時
代

の
屋
台
文
化
に
つ
い
て
学
ん
だ

こ
と
で
『
時
う
ど
ん
』
の
舞
台

や
時
代
背
景
に
つ
い
て
よ
り
理

解
を
深
め
ま
し
た
。

『
時
う
ど
ん
』
鑑
賞
後
は
引

き
続
き
、
一
八
四
さ
ん
の
落
語

『
つ
る
』
を
鑑
賞
。
ご
隠
居
か

ら
う
そ
ぶ
か
れ
た
鶴
の
名
前
の

由
来
を
町
内
の
友
達
に
チ
グ
ハ

グ
に
話
し
て
聞
か
せ
る
八
五
郎

に
、
児
童
は
盛
大
に
沸
き
返
り

ま
し
た
。

４
校
時
に
は
食
育
授
業
「
姿

を
か
え
る
大
豆
」
を
、
ク
イ
ズ

を
交
え
行
い
ま
し
た
。
同
校
で

は
３
年
時
に
総
合
的
な
学
習
に

お
い
て
大
豆
を
育
て
、
大
豆
が

味
噌
に
な
る
過
程
を
学
ぶ
授
業

を
実
施
し
て
い
る
為
、
児
童
た

ち
は
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
大
豆
が
登
場

す

る

落

語

『

み

そ

豆

』

を

紫
紺
亭

六
輔
さ
ん
が
披
露
し

し

こ

ん

て

い

ろ
く
す
け

ま
し
た
。
ふ
ぅ
ふ
ぅ
、
あ
ち
ち

…
と
、
熱
々
に
煮
え
た
大
豆
を

つ
ま
み
食
い
す
る
様
子
を
臨
場

感
た
っ
ぷ
り
に
表
現
し
、
児
童

の
想
像
を
か
き
立
て
ま
す
。
ど

う
に
か
し
て
つ
ま
み
食
い
し
た

い
旦
那
と
定
吉
を
コ
ミ
カ
ル
に

演
出
し
ま
し
た
。

後
半
で
は
各
ク
ラ
ス
に
分
か

れ
、
一
八
四
さ
ん
、
六
輔
さ
ん

が
講
師
と
な
り
鑑
賞
し
た
落
語

『
時
う
ど
ん
』
や
『
み
そ
豆
』

の
仕
草
や
表
情
、
落
語
の
上
下
、

登
場
人
物
の
演
じ
分
け
に
つ
い

て
練
習
・
実
践
す
る
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
を
行
い
ま
し
た
。
児
童

一
人
ひ
と
り
が
積
極
的
に
落
語

に
挑
戦
し
、
児
童
の
個
性
が
存

分
に
発
揮
さ
れ
た
活
気
の
あ
る

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
な
り
ま
し

た
。そ

し
て
、
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
、
学

ん
だ
落
語
を
披
露
し
ま
し
た
。

『
時
う
ど
ん
』
で
う
ど
ん
を
す

す
る
場
面
や
『
み
そ
豆
』
の
ワ

ン
シ
ー
ン
を
忠
実
に
再
現
し
た

り
と
、
一
八
四
さ
ん
・
六
輔
さ

ん
顔
負
け
の
落
語
を
発
表
し
ま

し
た
。

授
業
後
に
は
『
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
食
育
・
出
前
授
業
と

連
動
し
た
特
別
な
献
立
が
組
ま

れ
ま
し
た
。
授
業
で
学
ん
だ

《
食
べ
物
》
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
現
代
ま
で

脈
々
と
継
承
さ
れ
る
日
本
の
伝

統
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し

た
。
尚
、
今
年
度
は
同
市
内
の

小
学
校
２
校
と
埼
玉
県
志
木
市

内
の
小
学
校
１
校
に
お
い
て
も

食
育
・
出
前
授
業
を
実
施
し
ま

し
た
。

２
０
２
２
年
８
月
に
学
生
団

体
・
関
東
落
研
連
合
が
主
催
す

る
寄
席
「
落
研
の
夏
フ
ェ
ス
２

０
２
２
」
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
。

２
０
２
２
年
８
月
23
日
（
火
）
、

26
日
（
金
）
、
９
月
２
日
（
金
）
、

３
日
（
土
）
の
４
日
間
に

わ
た
る
寄
席
が
開
催
さ
れ
、

15
大
学
35
名
の
落
語
研
究

会
部
員
と
大
学
お
笑
い
サ
ー

ク
ル
部
員
が
各
公
演
の
テ
ー

マ
に
応
じ
た
落
語
・
漫
才
・

コ
ン
ト
等
を
披
霧
し
、
笑

い
を
屈
け
ま
し
た
。

ま
た
、
９
月
３
日
（
土
）

開
催
の
Ｄ
Ａ
Ｙ
４
「
氷
川

寄
席
」
で
は
、
来
場
者
か

ら
先
着
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
落
語
研
究
会
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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豆

落
語
を
通
じ
て
食
べ
る
楽
し
み
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

「
落
研
の
夏
フ
ェ
ス
２
０
２
２
」
を
サ
ポ
ー
ト

落研の夏フェス2022

【境家 一八四さん】

アーカイブ動画より視聴可能

【田無小学校での特別給食】

https://www.youtube.com/@user-oq8mr3cq2n/streams

★関東落研連合とは ---------
通称、関落連と呼ばれ関東圏の大学落研の

交流促進のための団体です。関東圏で落語

研究会を有する約２０大学から約３００名

もの落語研究会の部員が参画しております。

公式Twitter：@kantou_ochiken

４
日
間
に
わ
た
る
寄
席
を
開
催

ＤＡＹ１：

ＤＡＹ２：

ＤＡＹ３：

ＤＡＹ４：

「３年生寄席」

神谷町・光明寺にて

「落研サミット」

駒澤大学 学内施設にて

「氷川寄席」

高円寺・氷川神社にて

「よせあつめ」

桜美林大学 学内施設にて



―
―
今
日
は
豆
と
落
語
に
つ

い
て
先
生
に
お
伺
い
し
ま
す
。

豆
も
『
豆
屋
』
や
『
み
そ
豆
』

な
ど
、
落
語
に
よ
く
登
場
す

る
食
べ
物
だ
と
思
う
の
で
す

が
。

先
生

う
ん
。
豆
は
そ
れ
こ
そ

昔
か
ら
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
た

身
近
な
食
べ
物
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
ら
、
落
語
に
登
場
し
て
も

な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
で
す

ね
。
僕
は
豆
を
食
べ
る
よ
う
な

場
面
が
落
語
に
出
て
く
る
と
、

食
べ
方
に
気
が
い
っ
ち
ゃ
う
ん

だ
よ
ね
。
あ
の
食
べ
る
仕
草
に

ね
。
特
に
黒
門
町
の
文
楽
さ
ん

な

ん

て

名

手

な

ん

か

は

、

『
明

烏
』
で
源
兵
衛
が
甘
納
豆

あ
け
が
ら
す

を
食
う
と
、
仲
入
り
で
も
っ
て

甘
納
豆
が
売
り
切
れ
た
っ
て
い

う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
。
僕

も
文
楽
さ
ん
の
『
明
烏
』
は
何

回
も
見
て
い
ま
す
け
ど
、
最
後

ま
で
、
あ
の
甘
納
豆
が
大
納
言

な
の
か
小
豆
な
の
か
、
ど
の
豆

を
使
っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
大
納
言
の
よ
う
に
見
え
る

ん
だ
け
ど
ね
。
源
兵
衛
が
「
朝

の
甘
味
は
乙
で
げ
す
よ
」
っ

て
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
食
べ
る
と

こ
ろ
の
場
面
な
ん
か
は
、
本
当

に
舌
の
上
で
大
き
な
平
べ
っ
た

い
甘
納
豆
、
お
た
ふ
く
豆
み
た

い
の
が
口
の
中
で
も
っ
て
、
つ

ぶ
れ
て
い
く
の
が
見
て
い
て
わ

か
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。
な

ん
と
も
美
味
し
そ
う
に
食
べ
て
。

そ
れ
で
、
最
後
に
ぱ
っ
ぱ
っ
て
、

手
に
つ
い
た
砂
糖
を
払
う
あ
た

り
が
実
に
真
に
迫
る
仕
草
で
し

て
。
こ
の
一
連
の
場
面
が
我
々

観
客
に
「
あ
あ
、
甘
納
豆
を
食

い
た
い
な
ぁ
」
と
思
わ
せ
る
ん

で
す
ね
。
そ
の
当
時
、
『
明
烏
』

は
他
の
人
（
落
語
家
）
が
み
ん

な
遠
慮
し
ち
ゃ
っ
て
や
ら
な
か
っ

た
か
ら
ね
。
違
う
人
が
『
明
烏
』

を
や
る
と
「
場
違
い
だ
」
っ
て

言
わ
れ
て
い
た
み
た
い
だ
し
。

―
―
人
間
国
宝
の
柳
家
小
さ

ん
師
匠
（
五
代
目
）
が
、

『
時
そ
ば
』
を
や
っ
た
後
は

近
く
の
蕎
麦
屋
が
満
席
に
な
っ

た
と
い
う
逸
話
を
聞
い
た
こ

と
も
あ
る
の
で
、
落
語
が
観

客
に
も
た
ら
す
想
像
力
と
落

語
家
の
方
々
の
技
法
に
は
改

め
て
目
を
見
張
る
も
の
が
あ

り
ま
す
ね
。
文
楽
師
匠
の

『
馬
の
す
』
に
登
場
す
る
枝

豆
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

先
生

あ
る
釣
り
好
き
の
男
が

釣
り
に
出
か
け
た
ん
だ
け
ど
、

テ
グ
ス
（
釣
り
糸
）
が
ダ
メ
に

な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
、
通
り
に

つ
な
い
で
あ
る
馬
の
尻
尾
の
毛

を
釣
り
糸
の
代
わ
り
に
抜
く
ん

だ
よ
ね
。
そ
こ
へ
友
達
の
勝
公

が
や
っ
て
き
て
、
「
馬
の
尻
尾
の

毛
を
抜
く
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
！
」

と
、
言
う
ん
で
「
ど
う
い
う
こ

と
に
な
る
ん
だ
」
と
男
が
聞
い

て
も
、
勝
公
は
「
酒
を
飲
ま
せ

な
い
と
教
え
な
い
！
」
な
ん
て

言
う
か
ら
、
仕
方
な
く
男
が
勝

公
を
家
に
連
れ

て
き
て
、
酒
を

飲
ま
せ
て
も
勝

公
は
「
最
近
は

電
車
が
込
む
ね
」

な
ん
て
全
然
関

係
の
な
い
こ
と

を
言
い
な
が
ら
、

な
か
な
か
教
え

な
い
。
文
楽
さ

ん
が
演
じ
る
勝

公
が
、
酒
の
肴

に
用
意
し
て
も

ら
っ
た
、
お
皿

の
上
に
盛
っ
て

あ
る
枝
豆
を
、

ひ
と
房
に
何
粒

入
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
し
っ

か
り
観
客
に
見

せ
て
、
「
豆
が
ま

た
乙
だ
ね
。
こ
の

豆
っ
て
の
は
中
々
難
し
い
ん
だ
よ
。

塩
加
減
が
な
ん
と
も
難
し
い
ん
だ

よ
。
」
な
ん
て
こ
と
を
言
っ
て
、

な
ん
と
も
旨
そ
う
に
食
べ
る
ん

だ
。
そ
れ
で
も
っ
て
、
勝
公
が

ぶ
が
ぶ
と
飲
み
干
し
た
後
に

「
お
酒
は
お
し
ま
い
！
枝
豆
も
お

し
ま
い
！
」
と
、
食
べ
終
わ
っ
た

枝
豆
の
殻
を
寄
せ
て
ね
。
こ
の

「
枝
豆
も
お
し
ま
い
！
」
と
や

る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
「
枝
豆

を
食
べ
た
い
な
ぁ
」
っ
て
聴
い

て
い
る
人
に
思
わ
せ
る
ん
だ
。

―
―
山
本
先
生
の
お
話
し
を

聞
い
て
い
る
だ
け
で
我
々
も

枝
豆
を
食
べ
た
く
な
り
ま
す
。

お
話
し
い
た
だ
い
て
い
る
よ

う
に
、
や
は
り
豆
は
落
語
に

よ
く
出
て
き
ま
す
が
、
江
戸

の
庶
民
に
と
っ
て
身
近
な
食

材
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

先
生

そ
れ
は
そ
う
だ
っ
た
で

し
ょ
う
。
豆
と
い
え
ば
ひ
じ
き

と
一
緒
に
煮
た
り
、
み
そ
豆

（
味

噌
を
仕
込
む
た
め
に
柔
ら

か
く
煮
た
大
豆
）
が
あ
っ
た
り
、

そ
の
昔
の
奉
公
先
で
定
番
の
お

か
ず
で
す
か
ら
ね
。
ひ
じ
き
と

豆
っ
て
い
う
の
は
理
に
か
な
っ

て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
栄
養
学
的

に
も
大
変
良
い
は
ず
だ
よ
。
そ

れ
を
江
戸
の
人
た
ち
は
学
問
じ
ゃ

な
い
け
ど
、
日
々
の
生
活
を
通

し
て
身
体
で
知
っ
て
い
た
ん
だ

よ
ね
。
そ
れ
に
、
当
時
は
白
い

ご
飯
が
、
と
に
か
く
ご
ち
そ
う

だ
っ
た
わ
け
か
ら
、
米
の
代
わ

り
に
豆
と
か
割
合
に
手
に
入
り

や
す
い
も
の
で
か
さ
ま
し
と
か
、

代
用
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
ね
。

精
米
の
技
術
も
今
ほ
ど
じ
ゃ
な

い
か
ら
、
米
を
搗
い
て
薄
皮
を

は
が
し
て
精
米
を
す
る
と
真
っ

白
い
ご
飯
に
な
る
わ
け
だ
け
ど
、

田
舎
じ
ゃ
そ
ん
な
こ
と
し
な
い

わ
け
だ
よ
ね
。
都
会
で
も
一
部

の
人
し
か
白
い
ご
飯
は
食
べ
ら

れ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

―
―
落
語
『
み
そ
豆
』
に
登

場
す
る
あ
の
豆
は
味
噌
を
作

る
過
程
に
で
き
る
も
の
な
の

で
し
ょ
う
か
？

先
生

う
ん
。
あ
れ
は
味

噌
を

作
る
過
程
で
で
き
る
煮
豆
だ
と

い
う
よ
う
に
聞
い
て
い
る
け
ど
。

豆
に
味

噌
で
味
を
付
け
て
そ
れ

を
み
そ
豆
と
い
う
の
で
は
な
い

よ
う
に
聞
き
ま
す
ね
。
お
湯
で

炊
い
た
よ
う
な
豆
で
、
灰
汁
を

と
っ
て
う
っ
す
ら
と
塩
味
か
何

か
が
付
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で

す
ね
。

―
―
落
語
『
み
そ
豆
』
で
は

ご
隠
居
と
定
吉
が
み
そ
豆
を

こ
そ
っ
と
食
べ
て
い
ま
し
た

が
メ
イ
ン
の
料
理
に
は
な
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

先
生

ま
ぁ
、
あ
れ
が
メ
イ
ン

の
料
理
に
な
る
こ
と
は
な
い
で

し
ょ
う
ね
。
さ
っ
き
言
っ
た
ひ

じ
き
と
豆
の
よ
う
に
抱
き
合
わ

せ
て
作
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う

か
ら
ね
。
家
に
よ
っ
て
は
豆
だ

け
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
け
ど
。

そ
れ
か
ら
『
厄
払
い
』
に
出

て
く
る
大
豆
の
煎
り
豆
ね
。
節

分
の
時
な
ん
か
は
福
豆
っ
て
呼

ん
だ
り
も
す
る
と
思
う
ん
だ
け

ど
、
あ
れ
は
厄
払
い
の
慣
習
で

も
っ
て
祝
言
を
述
べ
る
と
、
お

金
と
福
豆
を
も
ら
え
る
ん
だ
よ

ね
。
『
厄
払
い
』
で
は
、
例
に

よ
っ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
暮
ら
し
て
い

る
与
太
郎
に
伯
父
さ
ん
が
大
晦

日
の
厄
払
い
（
大
晦
日
や
節
分

の
夜
、
市
中
を
回
り
、
戸
毎
に

厄
払
い
の
祝
言
を
述
べ
、
銭
や

福
豆
を
も
ら
う
こ
と
）
を
や
ら
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キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

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。

落語家たちから一目置かれる存在でもある。

芸能史研究家 山本進先生が解説！

【出典】『東都名所 新吉原五丁目弥生花盛全図』（国立国会図書館蔵）

八代目 桂文楽
明治２５年（１８９２年）

～昭和４６年（１９７１

年）。住んでいた町名か

ら「黒門町の師匠」と呼

ばれていた。持ちネタは

少なかったが、練りに練っ

た口演で名人と称された。

昭和２９年（１９５４年）、

落語家として初めて芸術

祭賞を受賞。

キンレイ心染プロジェクトが始動した２０１４年からご意見番としてお力添えくださっていた山本進先生が、
２０２２年１１月４日ご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。
※本稿は生前、山本進先生にご取材した内容を一部編集・編纂しております。

桂
文
楽
の『
明
烏
』を
聴
く
と

甘
納
豆
が
食
べ
た
く
な
る

山本 進/ 芸能史研究家・落語研究家

豆
は
生
活
に
根
付
い
た
食
材

２

【出典】『落語』 山本進（著）横井洋司（写真）



せ
よ
う
と
す
る
ん
だ
よ
ね
。
そ

れ
で
厄
払
い
の
祝
言
の
、
「
あ

ら
め
で
た
い
な
め
で
た
い
な
、

今
晩
こ
よ
い
の
ご
祝
儀
に
、

め
で
た
き
こ
と
に
て
払
お
う

な
ら
、
ま
ず
一
夜
あ
け
れ
ば

元
朝
の
、
門
に
松
竹
、

が
ん
ち
ょ
う

注
連
飾
、
床
に
橙
、
鏡
餅
、

し

め

か

ざ

り

だ
い
だ
い

か
が
み
も
ち

蓬
莱
山
に
舞
い
遊
ぶ
、
鶴
は

ほ

う

ら

い

さ

ん

千
年
、
亀
は
万
年
、
東
方
朔

と

う

ほ

う

さ

く

は
八
千
歳
、
浦
島
太
郎
は
三

は

っ

せ

ん

ざ

い

千
年
、
三
浦
の
大
助
は
百
六

お

お

す

け

ツ
、
こ
の
三
長
年
が
集
ま
り

さ

ん

ち

ょ
う
ね
ん

て
、
酒
盛
り
を
い
た
す
折
か

ら
に
、
悪
魔
外
道
が
飛
ん
で

出
で
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
厄
払
い

が
か
い
つ
か
み
、
西
の
海
へ

と
思
え
ど
も
、
蓬
莱
山
の
こ

と
な
れ
ば
、
須
弥
山
の
方
へ
、

し

ゅ

み

せ

ん

さ
ら
ア
り
さ
ら
り
」
っ
て
教

え
る
ん
だ
け
ど
、
覚
え
な
い
か

ら
仮
名
書
き
に
し
て
渡
し
て
出

か
け
さ
せ
て
。
与
太
郎
の
方
は

祝
言
の
後
に
祝
儀
と
煎
り
豆
三
、

四
粒
を
も
ら
え
の
が
嬉
し
い
ん

だ
よ
ね
。
「
お
ひ
ね
り
お
ひ
ね

り
」
と
言
っ
て
「
豆
が
約
束
通

り
入
っ
て
ら
ぁ
」
っ
て
豆
を
食

う
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
も
文
楽

さ
ん
の
を
観
て
い
て
「
良
い
豆

だ
な
ぁ
」
と
思
う
ん
だ
ね
。
黒

門
町
の
師
匠
は
と
に
か
く
仕
草

が
上
手
い
人
で
し
た
か
ら
ね
。

他
の
落
語
で
煙
管
を
喫
む
（
吸

う
）
様
な
ん
か
は
本
当
に
目
の

前
の
煙
管
が
見
え
ま
し
た
し
ね
。

た
だ
、
あ
の
方
は
当
時
、
手
ぬ

ぐ
い
じ
ゃ
な
く
て
麻
の
白
い
ハ

ン
カ
チ
を
使
っ
て
い
た
ん
だ
よ

ね
、
あ
れ
は
ど
う
い
う
意
図
が

あ
っ
て
、
あ
あ
し
て
い
た
の
か
、

よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
も
。

―
―
落
語
『
豆
屋
』
に
お
け

る
豆
の
運
び
方
で
す
が
、
あ

れ
は
、
ど
う
い
う
風
に
豆
を

運
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

バ
ラ
バ
ラ
と
こ
ぼ
れ
て
し
ま

う
の
で
は
？
と
思
い
ま
す
が
。

先
生

天
秤
棒
に
ざ
る
が
あ
っ

て
、
豆
以
外
に
も
菜
っ
葉
で
も

ネ
ギ
で
も
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
で
も

な
ん
で
も
載
っ
け
る
。
そ
れ
は

民
族
博
物
館
な
ん
か
で
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
よ
。
平
っ
た
く

て
目
が
わ
り
に
粗
く
て
。

―
―
長
屋
の
住
民
が
豆
を
売

り
に
来
た
与
太
郎
に
「
手
を

突
っ
込
ん
で
み
ろ
！
」
と
や

ら
せ
る
の
で
深
い
入
れ
物
に

入
れ
て
い
る
の
か
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。

先
生

そ
う
で
も
な
い
と
思
い

ま
す
。
ざ
る
に
豆
を
山
盛
り
に

し
て
担
い
で
い
る
訳
だ
か
ら
。

山
盛
り
に
持
っ
て
い
て
も
崩
れ

た
り
、
こ
ぼ
れ
た
り
し
な
い
工

夫
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

―
―
そ
う
考
え
る
と
、
当
時

の
商
人
は
ど
の
商
品
を
売
る

に
し
て
も
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚

が
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

先
生

そ
り
ゃ
そ
う
で
し
ょ
う
、

毎
日
の
仕
事
で
す
か
ら
。
前
の

荷
と
後
ろ
の
荷
の
重
さ
を
均
等

に
し
て
、
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に

運
ば
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、

足
腰
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い

と
立
派
な
商
い
は
で
き
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
荷
の

上
に
何
も
な
い
と
そ
れ
は
こ
ぼ

れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
上
か

ら
油
紙
な
ん
か
は
か
け
て
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
雨
で
も
濡

れ
な
い
よ
う
に
。
ま
ぁ
、
天
秤

棒
で
売
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、

も
う
僕
ら
の
時
代
に
は
無
か
っ

た
ね
。

―
―
先
生
の
子
供
の
頃
は
豆

の
専
門
店
の
よ
う
な
お
店
は

あ
り
ま
し
た
か
？

先
生

そ
れ
は
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
よ
。
豆
の
専
門
店
は
あ
っ

た
と
思
う
。
例
え
ば
、
麻
布
に

あ
る
い
ろ
ん
な
豆
菓
子
を
売
っ

て
い
る
「
豆
源
」
は
今
で
も
あ

り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
色
ん
な
味

の
種
類
を
出
す
こ
と
で
成
功
し

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

―
―
そ
れ
は
お
か
ず
と
し
て

の
豆
じ
ゃ
な
く
て
お
菓
子
と

て
の
お
豆
で
す
よ
ね
。
当
時

も
色
と
り
ど
り
の
味
が
あ
っ

た
ん
で
す
か
？

先
生

ま
ぁ
そ
う
ね
。
唐
辛
子

と
か
海
苔
と
か
を
ま
ぶ
し
た
り

し
て
。
味
に
関
し
て
は
、
お
店

も
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
た
と
思
い

ま
す
よ
。
た
だ
の
豆
じ
ゃ
し
ょ

う
が
な
い
。
よ
そ
と
競
争
で
き

な
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
試
し
た

ん
で
し
ょ
う
。

―
―
以
前
、
心
染
通
信
・
第

７
号
で
は
カ
ボ
チ
ャ
は
、
代

用
食
だ
っ
た
と
、
伺
い
ま
し

た
が
、
豆
も
代
用
食
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？

先
生

豆
も
そ
う
で
す
よ
。
豆

ど
こ
ろ
か
、
僕
ら
の
世
代
は
豆

粕
で
育
っ
た
ん
だ
。
あ
の
豆
粕
っ

て
い
う
の
を
ど
う
作
る
の
か
っ

て
い
う
と
豆
か
ら
一
遍
、
油
を

取
る
ん
だ
ろ
う
な
。
全
部
絞
っ

ち
ゃ
う
わ
け
よ
。
そ
れ
で
で
き

た
ガ
サ
ガ
サ
し
た
絞
り
粕
が
配

給
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
。
そ
れ

が
豆
粕
で
す
よ
。
本
来
、
豆
粕

は
肥
料
に
使
う
も
の
で
す
か
ら

ね
。
今
思
い
返
す
と
そ
の
豆
粕

を
わ
ず
か
ば
か
り
あ
る
米
と
か

と
混
ぜ
て
、
か
さ
ま
し
し
て
主

食
の
か
わ
り
に
す
る
使
い
方
を

し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
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演 目 紹 介
明烏
日向屋半兵衛のせがれ・時次郎は真面目で誠実、親孝行。

とはいえあまりに堅すぎる性格から世間に疎いのも困りも

のと案じた父・半兵衛は近所の遊び人・源兵衛と太助に吉

原での“遊び指南”を頼み込む。吉原に行くとは知らされ

ずに二人に連れ出された時次郎は、徐々に異変に気付くも

源兵衛と太助に丸め込まれ、吉原での一夜を過ごし…。

キンレイ心染プロジェクト
し ん せ ん

【出典】守貞漫稿（国立国会図書館蔵）

馬のす

厄払い

みそ豆

豆屋
与太郎が豆売りをはじめる。最初に呼び込まれた家では

恐い男に驚かされ、一升二十銭のところを二銭にまけさ

せられたうえ、山盛りに盛らされてしまう。やっとのこ

とで出てくると、今度はより一層恐ろしい男に呼び込ま

れ、値段を聞かれ「一升二十銭だ」と答えるとより一層

恐ろしい男はさらに恐い顔になり…。

奉公人の定吉は旦那から台所で煮ている大豆（みそ豆）

の煮え加減を見てくるよう頼まれる。言われた通り見に

いくも、「見ただけじゃわからない」とつまみ食い。そ

れが旦那に見つかり大目玉を食らった挙句、お使いに出

されてしまう。しかし、旦那も鍋の中のみそ豆が気にな

り…。

仕事をせずにぶらぶらしてばかりいる与太郎に伯父が大

晦日の厄払いをやらせようする。与太郎は伯父から祝言

を教えてもらうも覚えられないので、紙に書いてもらい

出かける。与太郎は祝儀の銭と年越しの豆（煎り豆）を

もらうのを楽しみに歩いたが、やはり上手くいかず、や

けくそで滅茶苦茶な祝言を怒鳴って歩いていると、ある

商家に呼び止められ…。

ある男が魚釣りに出かけるが、釣り糸のテグスが切れてしま

い、どうしようか思案していると、近くを通りかかった馬方

が馬を木に繋いで行ってしまった。馬の尻尾の毛を見て「こ

れは釣り糸に使える」と尻尾の毛３本を抜いて失敬するも、

たまたま通りかかった友達の勝公がそれを見ていて、「馬の

尻尾を抜くと、大変なことになる！」と深刻そうな顔で言う。

気になって仕方がない男はたまらず訳を聞くも、勝公は「俺

もただで習ったんじゃないから、酒を一杯ご馳走しろ」とせ

がむ。仕方なく男は勝公を家に入れ酒とつまみの枝豆を出す。

「早く教えろ」と急かすも、勝公は飲んで食ってばかりでな

かなか教えない。そのうちに酒も枝豆も空にしてしまい…。

今回登場した落語５席のあらすじを紹介！

先
生
と
豆
の
思
い
出

３



「
大
豆
」
と
聞
く
と
何
を
想

像
し
ま
す
か
？
五
目
豆
や
ひ
じ

き
煮
な
ど
の
煮
物
、
豆
腐
や
油

揚
げ
な
ど
の
加
工
品
、
醤
油
や

味

噌
な
ど
の
調
味
料
で
し
ょ
う

か
。
大
豆
は
様
々
な
形
で
私
た

ち
の
食
生
活
に
広
く
浸
透
し
て

い
る
食
材
の
ひ
と
つ
で
す
。

大
豆
の
ル
ー
ツ
に
は
様
々
な

説
が
あ
り
ま
す
が
、
紀
元
前
２

８
０
０
年
頃
に
書
か
れ
た
中
国

最
古
の
薬
物
書
『
神
農
本
草
経
』

し
ん
の
う
ほ
ん
ぞ
う
き
ょ
う

が
最
も
古
い
記
録
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
同
書
内
で
大
豆
は

「
生
大
豆
」
と
い
う
名
前
で
、

中

品
と
い
う
体
力
を
養
う
目
的

ち
ゅ
う
ほ
ん

の
養
性
薬
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
。
特
に
黒
い
大
豆
は
「
薬
と

し
て
使
う
」
な
ど
と
い
っ
た
記

述
が
残
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に

お
い
て
は
、
約
２
０
０
０
年
前

の
弥
生
時
代
の
初
期
に
中
国
～

朝
鮮
半
島
を
経
て
伝
わ
っ
た
と

い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
日

本
最
古
の
歴
史
書
で
あ
る
『
古

事
記
』
（
７
１
０
年
）
ま
た

『
日
本
書
紀
』
（
７
２
０
年
）

に
は
《
大
豆
は
五
穀
の
一
つ
》

と
い
っ
た
記
載
が
残
さ
れ
て
お

り
、
古
く
か
ら
日
本
の
食
文
化

に
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
そ
し
て
、
中
国
と
の

交
流
が
盛
ん
に
な
っ
た
奈
良
時

代
に
は
、
穀
物
と
塩
で
つ
く
る

調
味
料
「
穀

醤
」
が
伝
わ
り
ま

こ
く
し
ょ
う

す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
味

噌
や

醤
油
の
も
と
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
調
味
料
で
す
。

鎌
倉
時
代
に
広
が
っ
た
仏
教

に
は
《
殺
生
し
て
は
な
ら
な
い
》

と
い
う
教
え
が
あ
り
、
そ
の
影

響
か
ら
肉
や
魚
に
変
わ
る
た
ん

ぱ
く
質
源
と
し
て
大
豆
を
食
べ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
特
に
、
中
国
で
禅
宗

を
学
ん
だ
僧
侶
た
ち
が
、
そ
の

教
え
と
と
も
に
穀
物
・
野
菜
を

中
心
と
し
た
精
進
料
理
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
大
豆
を
加
工
し
た

豆
腐
や
湯
葉
な
ど
を
伝
え
た
こ

と
で
、
僧
侶
だ
け
で
な
く
武
士

や
町
人
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
大
豆

や
大
豆
製
品
は
さ
ら
に
庶
民
の

生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
き
ま
す
。

特
に
江
戸
時
代
の
料
理
専
門
書

と
し
て
知
ら
れ
る
「
百
珍
も
の
」

で
最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
が
、

１
０
０
種
類
も
の
豆
腐
料
理
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
『
豆
腐
百
珍
』

（
１
７
８
２
年
）
で
し
た
。
当

時
の
豆
腐
は
現
在
の
４
～
６
倍

も
の
大
き
さ
で
、
価
格
は
そ
ば

１
杯
が
16
文
だ
っ
た
こ
ろ
、
50

～
60
文
程
度
だ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
大
き
い
と
は
い
え

少
々
高
価
に
も
感
じ
ら
れ
る
豆

腐
で
す
が
、
豆
腐
百
珍
刊
行
の

翌
年
に
は
続
編
が
出
る
ほ
ど
人

気
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、

当
時
の
食
文
化
に
お
け
る
豆
腐

や
豆
腐
料
理
の
広
ま
り
を
伺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
時
代
に
流
行
し

た
物
事
の
人
気
ラ
ン
キ
ン
グ
を

紹
介
す
る
番
付
表
に
お
い
て
、

『

日

々

徳

用

倹

約

料

理

角
力
取
組

』
（
１
８
３
０-

４

す

も

う

と

り

く

み

２
年
）
と
い
う
庶
民
の
日
常
の

お
か
ず
に
関
す
る
番
付
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
精
進

の
部
の
最
高
位
、
《
大
関
》
と

し
て
「
八
杯
豆
腐
」
と
い
う
細

は

っ

ぱ

い

ど

う

ふ

く
切
っ
た
豆
腐
を
水
・
醤
油
・

酒
で
煮
て
、
葛
を
加
え
た
料
理

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
上
位
に
は
「
に
ま
め
」

「
ひ
じ
き
白
あ
え
」
な
ど
、
現

代
の
私
た
ち
に
も
な
じ
み
の
あ

る
大
豆
や
大
豆
製
品
の
料
理
が

多
く
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
ま
す
。

時
代
と
と
も
に
姿
を
変
え
て

親
し
ま
れ
て
き
た
大
豆
は
さ
ら

に
姿
を
変
え
、
近
年
で
は
《
プ

ラ
ン
ト
ベ
ー
ス
ミ
ー
ト
（
代
替

肉
）
》
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
浸

透
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
畜
肉
よ

り
も
ヘ
ル
シ
ー
な
点
や
、
ヴ
ィ
ー

ガ
ン
の
方
、
宗
教
や
文
化
上
の

理
由
で
畜
肉
を
禁
忌
し
て
い
る

方
な
ど
に
も
対
応
し
て
い
る
食

材
で
あ
る
こ
と
が
要
因
の
ひ
と

つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

プ
ラ
ン
ト
ベ
ー
ス
ミ
ー
ト
は
家

畜
か
ら
排
出
さ
れ
る
温
室
効
果

良
質
な
た
ん
ぱ
く
質
が
豊
富

な
こ
と
か
ら
、
「
畑
の
肉
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
大
豆
。
大
豆
に

は
色
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

日
本
で
よ
く
生
産
・
使
用
さ
れ

て
い
る
の
は
黄
大
豆
と
い
う
種

類
で
す
。
黄
大
豆
の
栄
養
成
分

を
み
て
み
る
と
、
た
ん
ぱ
く
質
、

脂
質
、
炭
水
化
物
、
ビ
タ
ミ
ン

Ｂ
群
・
Ｅ
、
ミ
ネ
ラ
ル
類
な
ど

様
々
な
栄
養
素
が
バ
ラ
ン
ス
よ

く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

ガ
ス
へ
の
対
応
や
、
世
界
人
口

の
増
加
に
よ
る
食
肉
供
給
不
足

な
ど
の
課
題
改
善
に
貢
献
す
る

点
か
ら
も
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
中
で
も
栄
養
価
が
高

く
た
ん
ぱ
く
質
源
と
し
て
優
秀

な
大
豆
は
、
栄
養
面
お
よ
び
サ

ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
視
点
か
ら
も

注
目
さ
れ
て
い
る
食
材
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

機
能
性
表
示
食
品
の
成
分
と
し

て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
「
大
豆

イ
ソ
フ
ラ
ボ
ン
」
と
い
う
胚
芽

に
多
く
含
ま
れ
る
成
分
は
、
女

性
ホ
ル
モ
ン
と
同
様
の
働
き
を

す
る
こ
と
か
ら
、
更
年
期
障
害

の
改
善
や
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防

な
ど
へ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
人
に
不

足
し
が
ち
な
食
物
繊
維
が
豊
富

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
大
豆

の
特
徴
で
す
。
中
で
も
、
手
軽

に
皮
ご
と
食
べ
る
こ
と

が
で
き
る
、
納
豆
や
煮

豆
な
ど
は
お
す
す
め
の

食
品
で
す
。
大
豆
そ
の

も
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
豆
腐
や
納
豆
な
ど

の
大
豆
製
品
も
上
手
に

取
り
入
れ
、
バ
ラ
ン
ス

の
よ
い
食
習
慣
を
こ
こ

ろ
が
け
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

第11号《４》 心 染 通 信 令和４年12月吉日

【出典】神農本草經疏（国立国会図書館蔵）

管理栄養士がニッポンの「食」を紐解く！

第11号 「豆」編
「食文化と落語の繋がり」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

大
豆
の
広
が
り
は
仏
教
の
お
か
げ

時
代
と
と
も
に
姿
を
変
え
る
「
大
豆
」

現
代
人
に
摂
っ
て
ほ
し
い
食
材
「
大
豆
」

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
さ
が
魅
力

江
戸
時
代
の
人
気
の
お
か
ず
は《
大
豆
》
？

大
豆
の
こ
れ
か
ら

【出典】豆腐百珍（国立国会図書館蔵）

※「神農本草経」を復元、編集したもの
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