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第
二
章 

江
戸
の
焼
き
い
も
屋 

 
◆ 
焼
き
い
も
屋
と
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
と
の
関
係 

 

川
越
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
が
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に

か
け
て
江
戸
・
東
京
で
大
活
躍
を
し
た
焼
き
い
も
屋
の
お
か
げ
だ
っ
た
。 

そ
の
原
料
イ
モ
の
初
期
の
産
地
は
、
首
都
を
取
り
巻
い
て
い
た
販
売
用
野
菜
作
り
農
家
の
、
自
家
用
イ
モ

の
余
り
も
の
だ
っ
た
。 

焼
き
い
も
屋
の
発
生
に
つ
れ
て
現
わ
れ
た
イ
モ
問
屋
は
、
そ
の
よ
う
な
サ
ツ
マ
イ
モ
を
買
い
集
め
、
焼
き

い
も
屋
に
卸
し
て
い
た
。
だ
が
、
や
が
て
そ
ん
な
こ
と
で
は
需
要
に
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
コ
マ

ツ
ナ
・
ネ
ギ
・
ダ
イ
コ
ン
・
ゴ
ボ
ウ
・
ニ
ン
ジ
ン
・
サ
ト
イ
モ
な
ど
の
野
菜
作
り
専
門
農
家
群
の
外
側
に
、

焼
き
い
も
専
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
っ
て
く
れ
る
特
産
地
を
作
る
こ
と
に
し
た
。 

と
言
っ
て
も
、
適
地
は
最
初
か
ら
限
ら
れ
て
い
た
。
重
く
て
、
か
さ
ば
る
。
し
か
も
そ
の
単
価
は
、
安
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
サ
ツ
マ
イ
モ
の
大
量
輸
送
は
陸
送
で
は
合
わ
な
い
。
舟
で
運
ぶ

し
か
な
い
。
そ
れ
に
合
う
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
下
総
の
馬 ま

加
く
わ
り

村
（
千
葉
市
花
見
区
幕
張
）
地
方
と
、
武
蔵
の
川

越
地
方
の
二
箇
所
し
か
な
か
っ
た
。
前
者
は
青
木
昆
陽
の
サ
ツ
マ
イ
モ
試
作
地
の
一
つ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
は
関
東
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
の
先
進
地
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
し

か
も
そ
こ
は
江
戸
湾
の
海
運
に
よ
り
、
江
戸
と
直
接
結
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
水
運
と
な
れ
ば
、
川
越
地
方
も

江
戸
と
川
越
を
直
接
結
ぶ
新
河
岸
川
の
舟
運
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
し
か
も
川
越
地
方
の
畑
作
専
門
農
家
は
、
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夏
作
で
売
れ
る
商
品
作
物
を
欲
し
が
っ
て
い
た
。 

両
者
の
江
戸
へ
の
サ
ツ
マ
イ
モ
供
給
力
は
互
角
だ
っ
た
が
、
江
戸
っ
子
は
味
で
は
川
越
産
の
ほ
う
が
優
れ

て
い
る
と
し
、
本
場
も
の
は
川
越
産
と
し
た
。 

江
戸
で
一
番
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
川
越
イ
モ
の
名
声
は
、
そ
れ
で
天
下
に
と

ど
ろ
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

菊
池
貴
一
郎
著
『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』
（
明
治
三
十
八
年
発
行
）
に
も
、
こ
う
あ
る
。 

「
江
戸
市
中
町
家
の
あ
る
土
地
に
し
て
冬
分
に
至
れ
ば
焼
い
も
店
の
あ
ら
ぬ
所
は
な
し
。
又
町
々
木
戸
際
な

る
番
太
郎
の
店
に
て
は
必
ず
焼
い
も
を
売
る
。
総
じ
て
焼
い
も
屋
は
御
外
輪
曲
・
見
附
御
門
外
御
堀
端
に
あ

る
。
焼
い
も
や
は
必
ず
店
大
き
く
、
丸
や
き
焼
い
も
と
し
る
し
た
る
。
看
板
行
燈
も
巨
大
な
り
。
然
る
に
此

大
店
の
焼
い
も
は
味
ひ
粗
味
に
し
て
香
気
薄
し
。
随
っ
て
廉
価
な
り
。
日
本
橋
近
辺
の
如
く
総
立
こ
み
し
町

中
に
あ
る
焼
い
も
は
必
ず
甘
味
に
し
て
香
気
格
別
な
る
は
川
越
本
場
を
用
ひ
し
と
見
へ
た
り
。
去
れ
ば
価
も

随
っ
て
高
料
な
り
」 

 

 

ま
た
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
全
国
各
地
で
盛
ん
に
出
た
「
諸
国
名
産
番
付
」
を
見
て
も
、
サ
ツ

マ
イ
モ
で
載
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
川
越
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
の
農
家
の
ほ
と
ん
ど
が
、
サ
ツ
マ
イ

モ
を
「
自
家
用
」
と
し
て
作
っ
て
い
た
と
き
、
下
総
地
方
や
川
越
地
方
の
農
家
は
そ
れ
を
「
夏
作
第
一
の
商

品
作
物
」
と
し
て
一
生
懸
命
作
っ
た
。 
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◆ 

木
戸
番
た
ち
の
冬
の
内
職 

 

江
戸
で
は
治
安
維
持
の
た
め
、
ど
の
町
も
表
通
り
に
大
き
な
木
戸
を
設
置
し
て
い
た
。
そ
の
脇
に
は
、
木

戸
番
と
そ
の
家
族
を
一
緒
に
住
み
込
ま
せ
る
番
小
屋
も
あ
っ
た
。 

「
番
太
郎
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
番
人
た
ち
の
主
な
仕
事
は
、
朝
晩
の
木
戸
の
開
閉
と
、
町
内
の
雑
役
だ
っ

た
。
そ
れ
で
町
内
か
ら
給
金
が
出
て
い
た
が
少
額
だ
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
番
小
屋
内
で
雑
貨
や
駄
菓
子
な

ど
を
売
る
内
職
を
許
さ
れ
て
い
た
。 

江
戸
の
サ
ツ
マ
イ
モ
で
最
初
に
売
り
物
に
な
っ
た
の
は
、
「
ふ
か
し
い
も
」
だ
っ
た
が
、
大
騒
ぎ
に
な
る

ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
寛
政
期
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
の
冬
の
こ
と
、
番
太
郎
が
サ

ツ
マ
イ
モ
を
蒸
し
焼
き
に
し
て
売
っ
て
み
た
。
そ
れ
が
江
戸
っ
子
に
受
け
て
評
判
に
な
り
、
良
く
売
れ
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
江
戸
中
の
番
太
郎
が
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
そ
の
あ
と
に
続
い
た
。
そ
れ
も
当
り
当
っ
て
繁
盛

し
た
か
ら
、
江
戸
の
冬
は
焼
き
い
も
屋
だ
ら
け
に
な
っ
た
。 

 

◆ 

焼
き
い
も
屋
の
道
具
と
看
板
の
移
り
変
わ
り 

 

江
戸
に
現
わ
れ
た
最
初
の
頃
の
焼
き
い
も
屋
は
、
コ
ン
ロ
に
底
が

平
た
い
ら

ら
で
素
焼

す

や

き

の
土
鍋

ど

な

べ

で
あ
る
焙
烙

ほ

う

ろ

く

を

乗
せ
て
焼
く
「
焙
烙
焼
き
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
焙
烙
の
底
に
サ
ツ
マ
イ
モ
を
入
れ
て
蓋 ふ

た

を
す
る
。
そ
れ
か
ら

そ
れ
を
炭
火

す

み

び

で
蒸
し
焼
き
に
し
た
。 

 
 

焙
烙
と
い
う
も
の
は
土
で
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
割
れ
や
す
い
。
そ
れ
で
大
き
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
焼
き
い
も
が
江
戸
っ
子
に
受
け
、
ど
の
店
も
繁
盛
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
焙
烙
焼
き
で
は
間
に
合
わ
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な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
現
わ
れ
た
の
が
、
番
小
屋
の
軒
先
に
土
の
カ
マ
ド
を
築
き
、
そ
れ
に
底
が
平
で
丈
夫

な
鉄
鋳
物
の
「
平 ひ

ら

釜 が
ま

」
を
の
せ
て
焼
く
「
釜
焼
き
」
だ
っ
た
。
そ
の
燃
料
は
木
炭
で
は
な
か
っ
た
。
毎
日
、

江
戸
の
方
々
か
ら
沢
山
出
る
使
用
済
み
の
古
俵
や
古
縄
だ
っ
た
。 

江
戸
で
は
そ
れ
ら
を
集
め
て
焼
き
い
も

屋
に
持
っ
て
く
る
新
商
人
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
焼
き
い
も
屋
か
ら
毎
日
た
く
さ
ん
出
る
ワ
ラ
灰
を

買
い
集
め
る
「
灰
屋
」
も
現
わ
れ
た
。
そ
の
灰
の
多
く
は
貴
重
な
肥
料
と
な
っ
て
農
村
に
送
ら
れ
た
。 

わ
が
国
で
焼
き
い
も
を
売
る
茶
店
が
最
初
に
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
京
都
の
郊
外
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
大

坂
に
現
わ
れ
た
焼
き
い
も
屋
が
お
も
し
ろ
い
看
板
を
出
し
た
。
な
ぞ
な
ぞ
の
よ
う
な
「
八
里
半

は

ち

り

は

ん

」
が
そ
れ
だ

っ
た
。 

 
 

そ
れ
を
見
た
客
が
「
な
ん
だ
、
な
ん
だ
。
そ
の
わ
け
は
」
と
騒
い
で
く
れ
た
。 

「
八
里

は

ち

り

」
と
い
う
呼
び
名
の
出
所

で
ど
こ
ろ

は
、
九
州
の
薩
摩
藩
内
の
農
村
と
長
崎
地
方
の
農
村
の
両
方
か
ら
で
、

そ
れ
が
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
ほ
ぼ
同
時
に
出
て
い
る
。
そ
こ
の
農
家
が
サ
ツ
マ
イ
モ
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

な
か
に
は
、
ク
リ
（
栗
）
の
味
と
そ
っ
く
り
の
お
い
し
も
の
も
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

わ
が
国
で
、
甘
く
て
お
い
し
い
食
べ
物
の
代
表
は
昔
か
ら
ク
リ
だ
っ
た
。
そ
の
ク
リ
と
較
べ
れ
ば
、
サ
ツ

マ
イ
モ
は
現
わ
れ
た
ば
か
り
の
新
参
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
先
輩
の
ク
リ
へ
の
敬
意
と
遠
慮
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
最
良
品
種
の
サ
ツ
マ
イ
モ
で
も
、
一
歩
下
が
っ
て
の
「
八
里
」
と
し
た
。 

九
州
の
農
村
か
ら
出
た
「
ハ
チ
リ
」
に
、
商
売
上
手
の
大
坂
商
人
が
飛
び
つ
い
た
。
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
ひ

ね
っ
て
「
八
里
半
」
と
し
、
店
の
看
板
に
し
た
。
九
州
の
農
村
か
ら
で
た
農
家
の
知
恵
に
感
心
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
焼
き
い
も
の
味
を
半
歩
、
ク
リ
の
美
味
に
近
づ
け
た
。 

そ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
か
ら
、
や
が
て
「
ク
リ
（
九
里
）
よ
り
（
四
里
）
う
ま
い
」
の
「
十
三
里

じ
ゅ
う
さ
ん
り

」
が
出

た
。 
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大
坂
よ
り
遅
れ
て
江
戸
に
現
わ
れ
た
焼
き
い
も
屋
の
看
板
も
、
最
初
は
大
坂
に
な
ら
っ
て
の
「
八
里
半
」

だ
っ
た
。
そ
れ
が
大
坂
で
「
十
三
里
」
に
な
る
と
、
江
戸
の
看
板
も
「
十
三
里
」
に
な
っ
た
。 

 
川
越
に
は
、
昭
和
の
初
期
に
な
っ
て
も
ま
だ
こ
ん
な
唄
が
あ
っ
た
と
い
う
。
わ
た
し
は
一
九
一
八
（
大
正

七
）
年
に
川
越
高
等
女
学
校
に
入
学
し
た
と
い
う
小
池
茂
子
さ
ん
か
ら
、
こ
ん
な
話
を
聞
い
て
い
る
。 

 

「
女
学
校
に
入
学
し
て
す
ぐ
の
こ
と
で
す
。
国
語
の
先
生
か
ら
こ
ん
な
相
撲
甚
句
を
習
い
ま
し
た
」 

 

い
も
屋
の
看
板
十
三
里 

川
越
本
場
の
焼
き
い
も
は 

ク
リ
よ
り
う
ま
い
と
い
う
こ
と
だ 

 

◆ 

川
越
の
焼
き
い
も
屋 

 

川
越
に
江
戸
式
の
焼
き
い
も
屋
が
現
わ
れ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
だ
っ
た
の
か
？ 

そ
の
時
期
が
分
か
ら

な
い
の
が
残
念
だ
が
、
大
正
期
に
は
数
軒
あ
っ
た
。 

大
正
生
ま
れ
の
川
越
っ
子
、
川
田
登
志
子
さ
ん
の
「
小
江
戸
川
越
、
わ
た
し
の
ア
ン
グ
ル
」（
川
越
朝
日
、

一
九
八
八
年
二
月
二
十
二
日
号
）
に
そ
の
思
い
出
が
こ
う
あ
る
。 

 

「
川
越
に
焼
き
い
も
屋
は
何
軒
か
あ
っ
た
が
、
時
の
鐘
の
東
隣
り
に
あ
っ
た
店
が
一
番
繁
盛
し
て
い
た
」 
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「
わ
た
し
は
小
学
校
の
往
復
に
毎
日
こ
こ
を
通
る
。
朝
は
、
き
れ
い
に
洗
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
が
目
ざ
る
に

入
れ
て
乾
か
し
て
あ
り
、
帰
り
の
三
時
ご
ろ
に
は
焼
き
い
も
の
お
い
し
そ
う
な
香
り
が
道
い
っ
ぱ
い
に
た
だ

よ
っ
て
い
た
。 

 
焼
き
い
も
屋
に
は
大
き
な
土
の
カ
マ
ド
が
二
つ
あ
り
、
藏
造
り
の
よ
う
な
黒
い
漆
喰
が
塗
っ
て
あ
り
、
そ

の
上
に
円
形
の
平
た
い
鉄
の
ホ
ー
ロ
ク
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
へ
輪
切
り
に
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
並
べ
、
厚
い

木
の
フ
タ
を
す
る
。 

燃
料
は
ワ
ラ
を
用
い
て
い
た
。
焼
き
い
も
屋
の
お
じ
さ
ん
は
、
長
い
鉄
の
棒
で
た
え
ず
カ
マ
ド
に
ワ
ラ
を

入
れ
た
り
、
中
の
火
の
具
合
を
見
た
り
し
て
い
た
。
木
の
フ
タ
の
間
か
ら
湯
気
が
出
て
香
り
が
し
て
く
る
と
、

重
い
フ
タ
を
あ
け
、
な
か
の
イ
モ
を
一
つ
一
つ
返
し
て
、
ま
た
フ
タ
を
す
る
。
や
が
て
焼
け
た
香
り
が
す
る

と
、
黒
ゴ
マ
と
塩
を
ま
ぜ
た
物
を
少
し
振
り
入
れ
る
。
す
る
と
ゴ
マ
の
跳
ね
る
音
が
し
て
焼
き
あ
が
る
」 

「
大
正
時
代
の
中
頃
は
一
銭
で
三
個
で
あ
っ
た
。
や
が
て
戦
争
が
始
ま
り
、
食
糧
難
時
代
に
入
る
と
、
量

の
多
く
取
れ
る
沖
縄
芋
の
水
っ
ぽ
く
て
ま
ず
い
芋
に
取
り
代
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
代
用
食
を
求
め
て
芋

の
産
地
、
川
越
に
買
い
出
し
の
人
び
と
が
、
想
像
を
絶
す
る
苦
し
み
と
努
力
を
し
な
が
ら
集
ま
っ
て
き
た
」 

「
戦
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、
戦
争
中
の
芋
の
ま
ず
さ
に
こ
り
て
、
た
べ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在

で
は
ま
た
お
い
し
い
サ
ツ
マ
イ
モ
が
で
て
き
た
」
と
。 

 

そ
の
続
き
が
、
同
紙
一
九
八
八
年
三
月
二
十
一
日
号
に
こ
う
あ
る
。 

「
先
日
、
東
京
の
銀
座
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
席
に
着
く
機
会
が
あ
っ
た
。
フ
ル
コ
ー
ス
の
デ
ザ
ー
ト
に
、

こ
れ
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
ム
ー
ス
で
す
と
シ
ェ
フ
が
言
っ
た
。
と
ろ
け
る
よ
う
な
舌
触
り
が
す
て
き
に
お
い
し

か
っ
た
。
川
越
い
も
の
イ
メ
ー
ジ
が
ぐ
ん
と
上
が
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
。 
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◆ 

焼
き
い
も
が
江
戸
っ
子
に
受
け
た
わ
け 

 

江
戸
で
売
ら
れ
て
い
た
食
べ
物
の
中
で
、
値
段
が
安
か
っ
た
物
と
い
え
ば
蕎
麦

そ

ば

だ
っ
た
。
そ
の
一
杯
は
長

い
間
、
た
っ
た
の
十
六
文 も

ん

だ
っ
た
。
だ
が
、
焼
き
い
も
な
ら
一
〇
文
も
買
え
ば
、
食
べ
盛
り
の
青
年
で
も
食

べ
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。 

 

し
か
も
焼
き
た
て
の
そ
れ
は
、
寒
い
冬
に
と
っ
て
の
「
も
っ
て
こ
い
」
の
も
の
だ
っ
た
。
甘
く
て
お
い
し

い
し
、
香
り
も
良
い
。
腹
持
ち
も
良
い
。
良
い
こ
と
ず
く
め
の
焼
き
い
も
は
、
老
若
・
男
女
・
貴
賎
を
問
わ

ず
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
た
。 

菊
池
貴
一
郎
著
『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』
に
は
こ
ん
な
こ
と
ま
で
あ
る
。 

「
切
焼
と
て
割
り
て
焼
く
に
塩
を
用
ゐ
、
丸
の
ま
ま
に
て
焼
く
に
塩
を
用
ゐ
ず
。
切
焼
丸
焼
其
味
ひ
の
優

劣
は
好
め
る
人
口
に
適
ふ
を
持
っ
て
す
」 
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