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第
一
章 

 

サ
ツ
マ
イ
モ
が
川
越
地
方
に
来
る
ま
で 

 
◆ 
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
贈
り
物 

 

 

サ
ツ
マ
イ
モ
の
原
産
地
は
、
メ
キ
シ
コ
南
部
か
ら
ペ
ル
ー
に
か
け
て
の
熱
帯
ア
メ
リ
カ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
今
か
ら
七
千
年
以
上
も
前
か
ら
住
民
の
食
べ
物
の
一
つ
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。 

そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
た
の
が
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
だ
っ
た
。
航
海
家
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
一
四
九
二
年
の

こ
と
、
ス
ペ
イ
ン
女
王
、
イ
サ
ベ
ル
の
後
援
に
よ
り
西
イ
ン
ド
諸
島
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
な
か
っ
た
、
珍
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
あ
っ
た
。 

コ
ロ
ン
ブ
ス
は
大
喜
び
で
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
っ
て
き
た
。
そ
の
中
の
イ
モ
類
で
は
、
ジ
ャ
ガ
イ

モ
も
サ
ツ
マ
イ
モ
も
あ
っ
た
。
前
者
は
夏
で
も
冷
涼
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
気
候
に
合
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
に

定
着
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

だ
が
、
熱
帯
原
産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
は
そ
こ
に
合
わ
ず
、
航
海
船
を
通
し
て
、
ア
フ
リ
カ
経
由
で
イ
ン
ド
や

東
南
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
。 

 

◆ 

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
サ
ツ
マ
イ
モ 

 

東
南
ア
ジ
ア
で
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
、
農
耕
に
と
っ
て
の
地
力
が
低
い
だ
け
で
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な
く
、
台
風
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
が
多

い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
航
海
を
支
援
し
た
ス
ペ

イ
ン
は
、
中
南
米
諸
国
を
次
々
に
征
服
し

植
民
地
に
し
た
。
さ
ら
に
ア
ジ
ア
の
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
も
進
出
し
、
そ
こ
も
植
民
地
に

し
た
。
そ
し
て
メ
キ
シ
コ
の
太
平
洋
岸
の

港
町
、
ア
カ
プ
ル
コ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル

ソ
ン
島
の
中
心
地
、
マ
ニ
ラ
を
結
ぶ
太
平

洋
航
路
を
開
い
た
。
そ
の
マ
ニ
ラ
に
、
メ
キ

シ
コ
産
の
銀
貨
を
た
く
さ
ん
持
っ
た
ス
ペ

イ
ン
商
人
た
ち
が
続
々
と
や
っ
て
来
た
。 

か
れ
ら
の
ね
ら
い
は
、
中
国
南
部
の
商

人
た
ち
が
中
国
船
で
マ
ニ
ラ
に
持
っ
て
く

る
陶
磁
器
・
絹
織
物
・
茶
な
ど
の
買
い
取
り

だ
っ
た
。
銀
貨
で
中
国
名
産
の
さ
ま
ざ
ま

な
商
品
を
買
い
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

運
ん
だ
。
そ
の
交
易
で
大
も
う
け
を
す
る

こ
と
が
で
き
た
。 

そ
の
た
め
に
マ
ニ
ラ
に
や
っ
て
来
た
中

 
 

「サツマイモ資料館」に展示されていたサツマイモ伝来ルート図（山田英次氏作成）。 
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国
商
人
の
一
人
、
陳
振

ち
ん
し
ん

竜
り
ゅ
う

は
他
の
中
国
商
人
た
ち
と
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
マ
ニ
ラ
郊

外
の
農
民
た
ち
が
「
カ
モ
テ
」
と
言
っ
て
い
た
珍
し
い
も
の
の
畑
を
見
て
直
感
し
た
。
そ
れ
は
自
分
の
故
郷

で
あ
る
、
中
国
南
部
農
家
の
苦
し
い
暮
ら
し
も
助
け
ら
れ
る
も
の
に
違
い
な
い
と
。 

そ
れ
で
商
売
を
や
り
な
が
ら
、
そ
の
珍
し
い
作
物
の
特
徴
を
調
べ
は
じ
め
た
。
す
る
と
そ
れ
は
、
地
力
の

低
い
と
こ
ろ
で
も
良
く
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
ど
ん
な
に
大
き
な
台
風
に
も
負
け
な
い
強
い
作
物
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
も
食
べ
て
み
る
と
、
甘
く
て
お
い
し
い
も
の
だ
っ
た
。 

メ
キ
シ
コ
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
の
呼
び
名
は
「
カ
モ
テ
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
直
接
入
っ
た
か

ら
、
そ
こ
で
も
そ
の
珍
し
い
作
物
は
「
カ
モ
テ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
振
竜
は
そ
の
た
く
ま
し
い
イ
モ
の
性

質
を
知
っ
て
喜
ん
だ
。
そ
れ
を
郷
里
の
農
民
に
も
、
ぜ
ひ
作
ら
せ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
南
部

の
畑
も
痩 や

せ
地 ち

が
多
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
台
風
に
よ
る
飢
饉
の
多
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
れ
で
、
そ
の
ツ
ル
を
持
っ
て
帰
国
す
る
と
す
ぐ
、
地
方
行
政
の
役
所
に
行
っ
た
。
そ
し
て
役
人
に
こ
う

頼
ん
だ
。
「
こ
れ
は
農
家
の
た
め
に
な
る
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
、
普
及
活
動
を
始
め
て
く
だ
さ
い
。
農
家
の
暮

ら
し
が
楽
に
な
る
は
ず
で
す
」
と
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
中
国
南
部
地
方
で
も
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が

盛
ん
に
な
っ
た
。 

 

◆ 

琉
球
王
国
の
野
國

の

ぐ

に

總
管

そ
う
か
ん 

 
 

 
 

 

沖
縄
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
中
国
南
部
と
同
様
で
、
台
風
に
よ
る
飢
饉
の
多
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
琉
球
王
国
時

代
の
そ
こ
は
中
国
へ
の
朝
貢

ち
ょ
う
こ
う

国 こ
く

の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
、
と
き
ど
き
そ
こ
へ
の
貢
物
を
贈
る
た
め
の
使
節
団

を
出
し
て
い
た
。
そ
の
航
路
は
那
覇

な

は

と
中
国
南
部
の
福
建
省
福
州
を
結
ぶ
も
の
で
、
そ
の
た
め
の
「
進
貢
船
」
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も
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
船
の
事
務
長
を
「
總
管

そ
う
か
ん

」
と
呼
ん
で
い
た
。 

一
六
〇
五
年
に
那
覇
港
に
帰
っ
て
き
た
進
貢
船
の
總
管
は
、
沖
縄
本
島
の
嘉
手
納

か

で

な

町
野 の

国 ぐ
に

地
区
の
人
だ
っ

た
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
実
名
は
伝
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
嘉
手
納
町
の
元
教
育
長
、
伊
波
勝

雄
先
生
は
そ
の
解
明
に
尽
力
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
總
管
の
気
持
が
、
そ
れ
以
前
の
總
管
た
ち
と
ま
っ

た
く
違
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。 

そ
れ
は
「
台
風
と
夏
の
日
照
り
に
よ
る
沖
縄
農
民
の
苦
し
み
を
、
少
し
で
も
楽
に
し
て
や
り
た
い
」
と
い

う
強
い
気
持
の
有
無
で
あ
っ
た
と
。 

野
國
總
管
は
福
州
に
着
い
て
す
ぐ
、
そ
こ
に
入
っ
て
か
ら
ま
だ
い
く
ら
も
た
っ
て
い
な
か
っ
た
サ
ツ
マ
モ

畑
を
見
て
直
感
し
た
。
「
こ
れ
だ
。
沖
縄
農
家
の
苦
し
い
暮
ら
し
を
救
え
る
物
は
」
と
。 

だ
か
ら
そ
の
ツ
ル
を
鉢
植
え
で
持
っ
て
帰
国
し
た
。
そ
し
て
さ
っ
そ
く
、
郷
里
の
野
国
村
で
の
試
作
を
始

め
た
。
そ
れ
を
王
府
の
田
地
奉
行
、
儀
間

ぎ

ま

真 し
ん

常
じ
ょ
う

が
聞
き
つ
け
、
野
国
村
に
き
た
。
そ
し
て
總
管
が
中
国
か
ら

持
っ
て
き
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
ツ
ル
を
分
け
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
を
使
い
、
沖
縄
に
も
っ
と
も
合
う
栽
培
法
の

研
究
を
始
め
た
。
そ
れ
を
数
年
続
け
て
み
て
わ
か
っ
た
栽
培
法
を
農
民
に
伝
え
た
。 

王
府
の
高
官
が
本
気
に
な
っ
て
主
導
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
普
及
は
速
か
っ
た
。
わ
ず
か
十
数
年
で
、
ど
の

農
民
も
サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
常
食
に
す
る
ほ
ど
の
食
べ
物
に
な
っ
た
。 

沖
縄
で
「
イ
モ
」
と
言
え
ば
、「
サ
ト
イ
モ
」
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
サ
ツ
マ
イ
モ
は
そ
れ
よ
り
作
り
や
す
か

っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
単 た

ん

収
し
ゅ
う

（
単
位
面
積
当
り
の
収
量
）
が
サ
ト
イ
モ
よ
り
、
は
る
か
に
多
か
っ
た
。
そ
れ

で
「
イ
モ
」
と
言
え
ば
、
「
サ
ト
イ
モ
」
で
は
な
く
、
「
サ
ツ
マ
イ
モ
（
唐
い
も
）
」
の
こ
と
に
な
っ
た
。 
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◆ 

薩
摩
藩
の
サ
ツ
マ
イ
モ
事
情 

 

 

沖
縄
で
の
サ
ツ
マ
イ
栽
培
の
普
及
は
速
か
っ
た
が
、
九
州
で
の
そ
れ
は
百
年
も
の
長
い
あ
い
だ
進
ま
な
か

っ
た
。
そ
の
わ
け
は
二
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

江
戸
時
代
に
な
り
幕
藩
体
制
が
確
立
し
て
く
る
と
、
ど
の
領
主
も
年
貢
の
対
象
で
あ
る
「
コ
メ
」
の
増
産

政
策
に
全
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
年
貢
の
対
象
に
は
、
と
て
も
な
り
そ
う
も
な
い
サ
ツ
マ
イ
モ

へ
の
関
心
は
薄
か
っ
た
。 

ま
た
、
農
民
側
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
作
り
な
れ
な
い
作
物
に
は
手
を
出
し
た
く
な
い
と
い
う
保

守
的
な
傾
向
だ
っ
た
。 

そ
れ
で
も
沖
縄
に
サ
ツ
マ
イ
モ
が
入
っ
て
か
ら
百
年
近
く
た
つ
と
、
新
し
い
動
き
が
や
っ
と
出
た
。 

一
六
九
八
（
元
禄
十
一
）
年
の
こ
と
、
種
子
島
の
領
主
で
あ
り
、
薩
摩
藩
の
重
臣
で
も
あ
っ
た
島
津

し

ま

づ

久
基

ひ
さ
も
と

が
、
琉
球
王
・
尚
貞
に
頼
ん
で
サ
ツ
マ
イ
モ
の
種
芋
を
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
を
種
子
島
の
家
臣
に
渡
し
、
そ

こ
で
の
試
作
を
さ
せ
て
み
た
。
す
る
と
良
い
イ
モ
が
た
く
さ
ん
取
れ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
薩
摩

藩
の
支
配
者
側
も
サ
ツ
マ
イ
モ
に
や
っ
と
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。 

さ
ら
に
一
七
〇
五
（
宝
永
二
）
年
の
こ
と
、
こ
ん
ど
は
指
宿

い
ぶ
す
き

地
方
の
半
農
半
漁
の
人
、
前
田
利
右
衛
門
が

仕
事
で
渡
っ
た
沖
縄
本
島
か
ら
種
芋
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
持
っ
て
き
た
。
そ
の
地
方
も
台
風
と
夏
の
日
照
り

に
よ
る
農
作
物
の
凶
作
の
年
が
続
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
れ
で
さ
っ
そ
く
そ
の
イ
モ
の
試
作
を
し
て
み
る
と
、
や
は
り
結
果
が
良
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
利
右
衛

門
は
毎
年
、
サ
ツ
マ
イ
モ
苗
を
た
く
さ
ん
作
り
、
近
隣
の
村
々
に
配
っ
た
。 

お
か
げ
で
薩
摩
藩
内
で
は
、
藩
側
か
ら
も
、
農
民
側
か
ら
も
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
熱
が
よ
う
や
く
興
っ
た
。 
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そ
れ
が
痩
せ
地
と
天
災
だ
け
で
な
く
、
高
率
の
年
貢
制
度
で
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
農
民
の
救
い
に
な
っ

た
。 

 
◆ 
長
崎
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ 

 

九
州
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
の
先
進
地
に
な
っ
た
の
は
、
上
述
の
種
子
島
と
長
崎
地
方
だ
っ
た
。
一
六
一

五
年
の
こ
と
、
長
崎
県
の
平
戸

ひ

ら

ど

に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
商
館
長
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
は
琉
球
王
国
産

の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
手
に
入
れ
て
試
作
し
た
。
そ
の
畑
は
今
も
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
崎
地
方
も
早

く
か
ら
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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◆ 

享
保
の
大
飢
饉 

 

江
戸
時
代
中
期
の
一
七
三
二
（
享
保
十
七
）
年
の
こ
と
、
イ
ネ
の
大
害
虫
で
あ
る
「
ウ
ン
カ
」
の
異
常
大

発
生
に
よ
り
、
中
国
・
四
国
・
九
州
の
イ
ネ
が
全
滅
状
態
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
享
保
の
大
飢
饉
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
西
日
本
で
は
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
餓
死
者
が
出
た
。 

だ
が
、
薩
摩
藩
内
と
長
崎
地
方
だ
け
は
、
そ
う
な
る
少
し
前
頃
か
ら
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
か
げ
で
、
そ
こ
で
は
一
人
の
餓
死
者
も
出
さ
ず
に
済
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

世
間
に
知
れ
渡
り
、
全
国
的
な
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
熱
が
興
っ
た
。 

と
き
の
第
八
代
将
軍
、
徳
川
吉
宗
も
、
足
元
の
関
東
で
も
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
を
盛
ん
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
現
わ
れ
た
の
が
、
江
戸
の
町
儒
学
者
・
青
木

昆
陽
だ
っ
た
。 

も
っ
と
も
、
関
東
各
地
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
幕
府
領
の
代
官
た
ち
の
中
に
は
、
享
保
の
大
飢
饉
前
か
ら
サ

ツ
マ
イ
モ
の
種
イ
モ
を
配
下
の
農
民
に
配
っ
て
い
た
人
が
い
た
。 

今
の
埼
玉
県
内
で
は
、
そ
の
二
例
が
わ
か
っ
て
い
る
。
さ
い
た
ま
市
大
門
宿
と
飯
能
市
小
瀬
戸
の
代
官
が

そ
れ
だ
っ
た
。
だ
が
、
西
日
本
の
温
暖
な
と
こ
ろ
と
は
違
い
、
関
東
の
冬
は
長
い
し
、
寒
気
も
厳
し
い
。
進

歩
的
な
代
官
た
ち
に
も
そ
れ
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
な
し
の
試
作
の
難
し
さ
ま
で
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ

た
。 村

の
名
主
ク
ラ
ス
の
者
た
ち
に
種
イ
モ
を
配
り
、
そ
の
試
作
結
果
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
か
ら
、

「
仰
せ
の
よ
う
に
や
っ
て
は
み
ま
し
た
が
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
報
告
書
の
控
え
が
残
っ

て
い
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
た
。 
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◆ 

江
戸
の
甘
藷
先
生 

 

「
甘
藷
先
生
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
青
木
昆
陽
は
、
江
戸
の
魚
問
屋
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

だ
が
、
学
問
を
好
み
、
家
業
を
継
が
な
か
っ
た
。
京
都
へ
行
き
、
伊
藤
東
涯

い

と

う

と

う

が

い

の
塾
で
学
ん
だ
。
江
戸
に
も
ど

っ
て
か
ら
は
町
奉
行
、
大
岡
越
前
守
忠
相
配
下
の
与
力
、
加
藤

か

と

う

枝 え

直 な
お

の
地
所
内
で
私
塾
を
開
い
た
。 

世
話
好
き
の
人
だ
っ
た
枝
直
は
、
誠
実
で
学
識
豊
か
な
昆
陽
を
幕
府
に
仕
え
さ
せ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
上
司
の
大
岡
越
前
守
に
話
す
と
、
「
そ
れ
な
ら
、
そ
の
者
に
日
ご
ろ
思
っ
て
い
る
こ
と

を
書
か
せ
て
提
出
さ
せ
よ
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
昆
陽
が
漢
文
で
書
き
、
提
出
し
た
の
が
『
蕃
藷
考
』
だ
っ

た
。 そ

れ
は
中
国
の
明 み

ん

時
代
の
学
者
、
徐
光
啓
（
一
五
六
二
～
一
六
三
三
）
著
『
農
政
全
書
』
な
ど
に
頼
り
な

が
ら
、
サ
ツ
マ
イ
モ
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
長
所
を
紹
介
し
、
わ
が
国
で
も
そ
の
栽
培
を
盛
ん
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。 

し
か
も
そ
れ
に
は
「
サ
ツ
マ
イ
モ
に
毒
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ヤ
マ
イ
モ
と
同
じ
で
薬
に
も
な
る
」
と

あ
っ
た
。
そ
れ
で
将
軍
も
大
岡
越
前
守
も
喜
ん
だ
。 

江
戸
市
中
で
は
、
享
保
大
飢
饉
前
か
ら
サ
ツ
マ
イ
モ
の
売
買
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
は

毒
が
あ
る
と
い
う
俗
説
が
流
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
買
っ
て
ま
で
食
べ
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。 
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◆ 

青
木
昆
陽
の
サ
ツ
マ
イ
モ
試
作 

 

『
蕃
藷
考
』
を
読
ん
だ
将
軍
と
町
奉
行
は
、
さ
っ
そ
く
昆
陽
に
江
戸
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
を
さ
せ
て
み

る
こ
と
に
し
た
。
だ
が
、
昆
陽
に
は
農
耕
の
経
験
が
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
で
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
い
ろ

い
ろ
考
え
て
い
る
と
き
、
長
崎
の
人
で
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
も
上
手
な
人
が
江
戸
に
来
て
い
る
と
い
う
朗
報
が

入
っ
た
。 

そ
れ
で
そ
の
人
と
昆
陽
の
二
人
を
組
ま
せ
、
江
戸
城
内
の
吹
上
の
庭
で
一
緒
に
サ
ツ
マ
イ
モ
を
つ
く
ら
せ

る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
は
上
々
で
、
立
派
な
イ
モ
が
た
く
さ
ん
取
れ
た
。
昆
陽
も
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
の

要
領
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。 

そ
れ
で
安
心
し
た
将
軍
と
町
奉
行
は
、
そ
の
翌
年
の
一
七
三
五
（
享
保
二
十
）
年
の
こ
と
、
昆
陽
に
江
戸

小
石
川
の
薬
園
と
そ
の
隣
り
の
養
生
所
の
二
か
所
で
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
試
作
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
昆
陽

は
そ
こ
で
一
人
だ
け
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
試
作
を
お
こ
な
い
、
両
所
と
も
見
事
に
成
功
し
て
み
せ
た
。 

 

そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
予
備
の
試
験
地
と
さ
れ
た
上
総
の
国
、
不
動
堂
村
と
下
総
の
国
、
馬
加
村
に

あ
っ
た
江
戸
町
奉
行
与
力
給
地
内
で
の
試
作
に
も
成
功
し
た
。
幕
府
も
大
喜
び
と
な
り
、
関
東
だ
け
で
な
く
、

わ
が
国
全
体
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
を
積
極
的
に
奨
励
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

ま
た
昆
陽
は
、
幕
府
に
仕
え
る
こ
と
の
で
き
る
身
分
と
な
り
、
学
問
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
た
。 
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◆ 

武
蔵
野
台
地
の
開
拓 

 

広
大
な
武
蔵
野
台
地
の
多
く
は
江
戸
幕
府
の
直
轄
地
だ
っ
た
が
、
川
越
城
の
南
の
一
部
だ
け
は
川
越
藩
領

に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
は
火
山
灰
土
で
厚
く
お
お
わ
れ
た
痩 や

せ
地
だ
っ
た
し
、
井
戸
の
一
本
も
掘
る
の
に
も

莫
大
な
お
金
が
必
要
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
れ
で
永
い
間
、
人
家
も
な
い
寂
し
い
原
野
の
ま
ま
だ
っ
た
。 

そ
れ
で
も
江
戸
時
代
に
な
っ
て
戦
乱
の
恐
れ
が
な
く
な
る
と
、
開
拓
希
望
者
が
続
々
と
入
っ
て
き
た
。
そ

の
人
た
ち
は
低
す
ぎ
る
地
力
に
驚
き
、
あ
き
れ
た
。
そ
れ
で
も
糠 ぬ

か

や
灰
な
ど
の
購
入
肥
料
に
は
、
で
き
る
だ

け
頼
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
開
墾
地
の
そ
ば
に
、
落
葉
広
葉
樹
で
成
長
の
早
い
コ
ナ
ラ
や
ク
ヌ

ギ
の
苗
を
植
え
た
。
そ
の
落
ち
葉
を
毎
年
の
冬
、
熊
手
で
掃
き
集
め
て
は
大
き
な
竹
篭
に
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰

め
た
。
そ
れ
を
自
宅
そ
ば
に
作
っ
た
堆
肥
作
り
場
に
運
び
、
高
く
な
る
ま
で
積
み
上
げ
た
。
そ
の
上
に
台
所

や
風
呂
場
な
ど
か
ら
出
る
捨
て
水
を
掛
け
た
。
さ
ら
に
、
と
き
ど
き
そ
れ
を
切
り
返
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
順

調
な
発
酵
を
促
す
た
め
だ
っ
た
。 

す
る
と
二
年
ほ
ど
で
使
え
る
よ
う
に
な
る
自
給
肥
料
の
「
落
ち
葉
堆
肥
」
が
た
く
さ
ん
で
き
た
。
そ
の
た

め
に
必
要
と
さ
れ
た
人
工
の
平
地
林
面
積
は
、
「
一
反
の
畑
に
は
、
一
反
の
平
地
林
」
と
さ
れ
て
い
た
。
武

蔵
野
台
地
の
開
拓
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
工
林
が
必
要
だ
っ
た
。 

農
家
は
そ
の
落
ち
葉
堆
肥
で
年
々
、
地
力
を
上
げ
な
が
ら
自
家
用
の
大
麦
と
販
売
用
の
小
麦
を
作
っ
た
。

水
田
地
帯
の
農
家
の
年
貢
は
物
納
で
、
コ
メ
で
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

だ
が
、
水
田
が
一
枚
も
な
い
武
蔵
野
台
地
の
農
家
の
年
貢
は
、
現
金
で
納
め
る
金
納
制
だ
っ
た
。
だ
か
ら

農
家
は
、
そ
の
た
め
の
換
金
作
物
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
頼
り
に
な
っ
た
の
が
小
麦
だ

っ
た
。
小
麦
は
江
戸
の
う
ど
ん
屋
や
そ
ば
屋
、
菓
子
屋
な
ど
に
と
っ
て
の
必
需
品
だ
っ
た
か
ら
、
買
い
手
は
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い
く
ら
で
も
い
た
。 

だ
が
夏
作
に
は
頼
れ
る
ほ
ど
の
換
金
作
物
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
自
家
用
の
陸
稲

お

か

ぼ

・
粟 あ

わ

・
稗 ひ

え

・
サ
ト
イ
モ

な
ど
を
作
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
農
家
の
暮
ら
し
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
よ
く
な
ら
な
か
っ
た
。
飢
饉
の

年
に
は
夜
逃
げ
を
す
る
脱
落
者
も
出
て
い
た
。 

 

◆ 

川
越
イ
モ
の
元
祖
、
吉
田
弥
右
衛
門 

 

川
越
藩
領
だ
っ
た
南
永
井
村
（
所
沢
市
）
の
世
襲
名
主
、
吉
田

よ

し

だ

弥 や

右 え

衛
門

も

ん

は
情
け
深
い
人
だ
っ
た
。
自
分

の
村
の
人
び
と
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
苦
し
い
生
活
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
な
ん
と
か
し
て
や
り
た
い

と
思
っ
て
い
た
。 

一
七
五
一
（
寛
延
四
）
年
の
こ
と
、
弥
右
衛
門
は
そ
の
窮
状
を
知
り
合
い
の
川
内
屋
八
郎
兵
衛
に
打
ち
明

け
た
。
江
戸
木
挽
町
の
薪
炭
商
だ
っ
た
そ
の
人
が
同
情
し
、
こ
ん
な
知
恵
を
授
け
て
く
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
そ
れ
な
ら
、
み
ん
な
に
サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
ら
せ
て
み
た
ら
ど
う
か
ね
。
上
総

か

ず

さ

の
志 し

井
津

い

つ

村
に
サ
ツ
マ
イ

モ
作
り
の
上
手
な
長
十
郎
さ
ん
が
い
る
。
そ
こ
へ
行
っ
て
み
な
い
か
」
と
な
っ
た
。 

 

弥
右
衛
門
は
そ
れ
を
聞
い
て
喜
ん
だ
。
さ
っ
そ
く
息
子
で
二
十
六
歳
の
弥
左
衛
門
を
そ
こ
へ
や
り
、
サ
ツ

マ
イ
モ
の
栽
培
法
と
種
芋
の
冬
の
貯
蔵
法
を
学
ば
せ
た
。
そ
し
て
帰
り
に
サ
ツ
マ
イ
モ
の
種
芋
を
買
っ
て
こ

さ
せ
た
。 

そ
れ
で
さ
っ
そ
く
そ
の
年
か
ら
の
、
吉
田
家
親
子
に
よ
る
サ
ツ
マ
イ
モ
の
試
作
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
結
果

は
上
々
だ
っ
た
。
そ
し
て
関
東
で
は
む
ず
か
し
い
と
さ
れ
て
い
た
種
い
も
の
冬
の
貯
蔵
に
も
成
功
し
た
。
そ
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れ
で
喜
ん
だ
吉
田
家
は
、
イ
モ
苗
を
た
く
さ
ん
作
り
、
自
分
の
村
だ
け
で
な
く
近
所
の
村
々
に
も
配
っ
た
。 

お
か
げ
で
川
越
地
方
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
も
盛
ん
に
な
り
、
飢
饉
の
年
で
も
夜
逃
げ
を
す
る
ほ
ど
の
人

は
い
な
く
な
っ
た
。 

そ
の
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
か
ら
、
や
が
て
南
永
井
地
方
の
人
び
と
は
吉
田
家
を
「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
元
祖
」

と
し
て
敬
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

そ
れ
か
ら
二
百
五
十
五
年
も
た

っ
た
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
の

こ
と
、
地
元
の
神
明
神
社
境
内

け
い
だ
い

の
中

に
青
木
昆
陽
と
吉
田
弥
右
衛
門
の

二
人
を
神
様
と
し
て
祀 ま

つ

る
「
（
境
内

社
）
甘
藷
乃

い

も

の

神 か
み

」
が
造
営
さ
れ
た
。

ま
た
、
そ
こ
に
は
鋳
造
の
「
な
で
い

も
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

      

 

青木昆陽による馬加村（千葉市幕張）でのサツマイモ試作

技術が、それから１６年後に旧川越藩領の南永井村（所沢

市）に伝わり、川越いも発展の礎となった。  

詳細は本書１３３ページ「川越いもの作り初め」を参照。 
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