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第
三
章 

明
治
の
東
京
の
焼
き
い
も
屋 

 
◆ 
「
川
越
い
も
」
の
全
盛
期 

 

一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
で
江
戸
は
東
京
に
な
っ
た
。
江
戸
の
ど
の
町
に
も
あ
っ
た
木
戸
は
取
り
払
わ
れ
、

木
戸
番
小
屋
も
消
え
た
。
そ
れ
で
も
首
都
の
焼
き
い
も
屋
は
消
え
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
繁
盛
し
た
。 

江
戸
時
代
の
江
戸
の
焼
き
い
も
屋
の
平
釜
は
一
つ
が
普
通
だ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
に
な
る
と
、
夫
婦
が
交

代
で
焼
く
「
二
つ
釜
」
が
普
通
に
な
っ
た
。
特
別
、
繁
華
な
と
こ
ろ
に
は
人
を
使
い
、
三
つ
も
四
つ
も
平
釜

を
並
べ
る
大
規
模
業
者
ま
で
現
わ
れ
た
。 

そ
れ
は
明
治
維
新
で
職
業
や
居
住
地
な
ど
の
選
択
が
自
由
に
な
り
、
全
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
東
京
に

出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。 

お
か
げ
で
川
越
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
産
地
は
全
盛
期
に
入
っ
た
。
そ
こ
を
今
の
行
政
区
分
で
見
る
と
、
川

越
市
・
所
沢
市
・
狭
山
市
・
志
木
市
・
新
座
市
・
朝
霞
市
・
富
士
見
市
・
ふ
じ
み
野
市
、
そ
し
て
入
間
郡
三

芳
町
な
ど
に
ま
た
が
る
広
大
な
も
の
だ
っ
た
。 

     



36 

 

                    

     

 

川越いも産地の地理的な広がり  

（江戸後期・明治・大正・昭和初期）  
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◆ 

サ
ツ
マ
イ
モ
裁
判 

 

全
国
で
「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
先
生
」
と
言
え
ば
青
木
昆
陽
先
生
に
な
る
が
、
明
治
の
川
越
地
方
に
は
、
も
う

一
人
の
「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
先
生
」
が
い
た
。
そ
れ
は
川
越
市
福
原
地
区
の
人
で
、
江
戸
時
代
後
期
の
一
八
三

七
（
天
保
八
）
年
生
ま
れ
の
赤
沢

あ
か
ざ
わ

仁 に

兵
衛

へ

え

だ
っ
た
。 

当
時
の
武
蔵
野
台
地
入
植
者
は
一
町
歩
前
後
の
畑
が
な
け
れ
ば
暮
ら
せ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
仁
兵
衛
の
畑

は
そ
の
半
分
の
五
反
歩
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
同
家
は
多
額
の
借
金
も
抱
え
て
い
た
。 

仁
兵
衛
は
そ
の
苦
境
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
方
法
を
考
え
た
。
村
の
者
と
同
じ
よ
う
に
、
む
か
し
か
ら
の

や
り
方
を
守
っ
て
い
て
は
ダ
メ
だ
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
当
時
の
畑
作
で
も
っ
と
も
有
利
な
作
物
に
な
っ
て
い

た
、
販
売
用
サ
ツ
マ
イ
モ
の
増
収
法
の
研
究
を
始
め
た
。 

そ
れ
は
在
来
法
の
徹
底
的
な
見
直
し
だ
っ
た
。
む
か
し
か
ら
の
作
り
か
た
よ
り
も
良
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、

ど
ん
な
こ
と
で
も
す
ぐ
試
し
て
み
た
。
そ
し
て
結
果
が
良
か
っ
た
こ
と
を
、
新
技
術
と
し
て
取
り
入
れ
た
。 

在
来
法
に
よ
る
当
時
の
一
反
当
た
り
収
量
は
低
く
、
二
百
五
十
貫
（
約
〇
・
九
ト
ン
）
程
度
だ
っ
た
。
畑

が
少
な
い
仁
兵
衛
は
、
そ
れ
を
少
し
で
も
増
や
せ
る
新
技
術
の
開
発
に
力
を
入
れ
た
。 

お
か
げ
で
仁
兵
衛
の
売
る
イ
モ
の
量
が
、
年
々
増
え
始
め
た
。
そ
れ
が
村
人
た
ち
に
怪
し
ま
れ
る
原
因
に

な
っ
た
。「
奴
は
だ
れ
か
の
サ
ツ
マ
を
盗
ん
で
売
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
」
と
。
そ
れ
で
「
イ
モ
泥
棒
」
と
し

て
役
所
に
訴
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

仁
兵
衛
も
、
そ
の
妻
も
怒
っ
た
。「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
。
疑
う
の
な
ら
、
お
れ
の
畑
に
来
て
く
れ
。
そ

し
て
皆
が
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
掘
っ
て
く
れ
」
と
役
人
に
頼
ん
だ
。 

そ
れ
で
村
中
の
者
が
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
の
、
イ
モ
掘
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
す
る
と
、
だ
れ
も
が
「
あ
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っ
」
と
驚
い
た
。
土
の
中
か
ら
見
事
な
サ
ツ
マ
イ
モ
が
ご
ろ
ご
ろ
と
い
っ
ぱ
い
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
量
は
、
在
来
農
法
の
反
収
の
二
倍
も
あ
っ
た
。 

そ
れ
で
誰
も
が
「
悪
か
っ
た
。
す
ま
な
か
っ
た
。
勘
弁
し
て
く
れ
」
と
あ
や
ま
っ
た
。 

ま
た
役
人
も
仁
兵
衛
に
「
こ
の
す
ば
ら
し
い
新
技
術
を
、
村
の
み
ん
な
に
教
え
て
や
っ
て
く
れ
」
と
頼
ん

だ
。 疑

い
が
晴
れ
た
仁
兵
衛
は
喜
ん
で
承
知
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
も
増
収
法
の
実
験
を
重
ね
、
「
赤
沢
式
甘

藷
栽
培
法
」
を
確
立
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
ポ
イ
ン
ト
の
第
一
は
、
苗
を
つ
く
る
た
め
の
種
イ
モ
の
選
択
に
あ
っ
た
。
屑 く

ず

イ
モ
で
は
ダ
メ
。
色
や

形
、
大
き
さ
な
ど
が
そ
ろ
っ
て
い
る
良
い
種
イ
モ
だ
け
を
使
え
。 

次
は
苗
床
で
育
て
る
苗
は
、
小
麦
の
花
が
咲
く
頃
に
間
に
合
う
よ
う
に
管
理
せ
よ
。
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
は

よ
く
な
い
。 

苗
を
植
え
る
畝 う

ね

は
、
で
き
る
だ
け
高
く
し
ろ
。
そ
こ
へ
の
苗
の
挿
し
方
は
従
来
の
斜
め
ざ
し
よ
り
、
「
釣

り
針
形
」
の
方
が
良
い
。 

 

そ
し
て
肥
料
は
自
家
製
の
落
ち
葉
堆
肥
と
灰
の
ほ
か
に
、
コ
メ
糠
も
買
っ
て
使
え
。
そ
う
す
れ
ば
、
在
来

法
に
よ
る
単
収
の
二
倍
は
確
実
に
取
れ
る
と
説
い
た
。 

そ
の
詳
細
は
一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
公
刊
の
『
実
験
甘
藷
栽
培
法
』
に
あ
る
。
同
書
は
農
山
漁
村

文
化
協
会
（
農
文
協
）
編
『
明
治
農
書
全
集
第
十
三
巻
・
畑
作
』（
一
九
八
六
年
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
今
も
誰
も
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

わ
た
し
は
仁
兵
衛
の
孫
で
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
生
ま
れ
の
赤
澤
義
守
さ
ん
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
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い
て
い
る
。 

 

「
赤
澤
仁
兵
衛
は
自
分
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
だ
。
そ
の
息
子
の
赤
澤
久
松
は
福
原
村
の
農
会
長
や
村
長
な
ど

に
も
な
っ
た
。
そ
の
久
松
の
次
男
が
わ
た
し
だ
。 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
量
を
と
る
こ
と
に
夢
中
だ
っ
た
人
だ
。
あ
い
つ
は
よ
そ
の
畑
の
サ
ツ
マ

を
か
っ
ぱ
ら
っ
て
る
ん
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
ほ
ど
の
イ
モ
を
取
れ
る
技
術
を
開
発
し
た
。 

『
赤
沢
式
』
と
騒
が
れ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
や
り
方
は
、
ま
ず
苗
の
育
て
方
だ
っ
た
。
苗
床
に
下
肥
は
使

わ
な
い
。
使
っ
た
の
は
ド
ブ
水
で
、
あ
と
は
前
年
の
落
ち
葉
堆
肥
を
ち
ょ
っ
と
加
え
る
て
い
ど
だ
っ
た
。 

苗
床
の
熱
が
出
す
ぎ
る
と
、
苗
が
ほ
き
て
、
ひ
ょ
ろ
長
い
も
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
苗
で
は
イ
モ
の

つ
き
も
育
ち
も
悪
い
。 

だ
か
ら
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
苗
作
り
の
コ
ツ
を
近
所
の
村
々
を
回
っ
て
は
教
え
て
い
た
。
た
だ
、
遠
く
の

方
に
は
、
い
い
苗
を
作
れ
な
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
そ
れ
で
自
分
の
父
、
久
松
の
代
に
な
る
と
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
指
導
し
た
農
家
の
苗
を
買
っ
て
全
国
に
送
っ
た
。 

シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
四
～
五
人
い
た
住
み
込
み
の
奉
公
人
の
ほ
か
に
、
村
の
者
を
十
五
～
六
人
も
雇
っ
て

な
。
苗
作
り
は
そ
れ
ほ
ど
忙
し
か
っ
た
。
そ
の
仕
事
は
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
あ
っ
た
。 

そ
の
苗
は
、
む
か
し
か
ら
の
や
り
か
た
の
よ
う
に
、
畑
に
、
斜
め
に
挿
す
の
は
よ
く
な
い
。
ひ
ど
い
人
は

苗
を
横
に
し
て
並
べ
、
そ
の
上
に
土
を
か
け
る
だ
け
の
よ
う
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
一
番
悪
い
植
え
方
だ
と
言

っ
て
い
た
。
『
め
ん
ど
う
で
も
釣
り
針
の
よ
う
に
苗
の
先
を
曲
げ
な
が
ら
畑
に
挿
せ
。
苗
の
そ
の
ぎ
ゅ
っ
と

曲
が
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
い
イ
モ
が
た
く
さ
ん
で
き
る
』
と
説
い
て
い
た
。 
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仁
兵
衛
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
あ
と
は
長
男
の
久
松
が
継
い
だ
。
自
分
は
弟
分
だ
っ
た
か
ら
分
家
し
た
。
お
じ

い
ち
ゃ
ん
は
孫
た
ち
に
と
て
も
や
さ
し
い
人
だ
っ
た
。
長
寿
で
も
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
、
八

十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
」
と
。 
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◆ 

山
田
い
ち
の
イ
モ
「
紅 べ

に

赤 あ
か

」 

 

明
治
も
中
頃
の
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
秋
の
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
の
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
の
兼
業

農
家
の
主
婦
、
山
田
い
ち
が
自
分
の
畑
で
「
八
ツ
房
」
の
収
穫
中
の
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
八
ツ
房
は

皮
の
色
が
赤
い
「
赤
イ
モ
」
だ
っ
た
が
、
そ
の
赤
が
ひ
と
き
わ
美
し
い
一
株
が
出
て
き
た
。
い
ち
は
「
あ
れ
、

ま
あ
。
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
び
っ
く
り
し
た
。 

サ
ツ
マ
イ
モ
は
突
然
変
異
す
る
こ
と
の
多
い
作
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
注
意
深
い
人
な
ら
、
そ
れ
を
見
逃

す
こ
と
は
な
い
。
い
ち
は
そ
の
一
株
の
中
の
一
本
を
蒸
し
て
食
べ
て
み
た
。
す
る
と
そ
れ
は
ホ
ク
ホ
ク
で
、

ほ
ど
ほ
ど
に
甘
く
、
香
り
も
良
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
八
ツ
房
」
よ
り
も
優
れ
も
の
と
直
感
し
、
翌
年
か
ら
そ

の
種
イ
モ
の
増
産
を
開
始
し
た
。 

そ
れ
か
ら
三
年
ほ
ど
た
つ
と
、
市
場
で
売
れ
る
ほ
ど
の
量
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
試
し
に
東

京
の
青
果
市
場
に
出
し
て
み
た
。
す
る
と
大
評
判
に
な
り
、
高
価
で
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
。 

形
は
ス
マ
ー
ト
な
紡
錘
形
。
皮
色
は
美
し
い
鮮
紅
色
。
そ
し
て
食
感
は
、
ほ
く
ほ
く
で
甘
く
て
お
い
し
い

そ
の
新
種
は
、
や
が
て
理
想
の
サ
ツ
マ
イ
モ
と
ま
で
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
名
品
に
な
っ
た
。 

そ
れ
を
知
っ
た
関
東
各
地
の
農
家
が
、
い
ち
の
家
に
き
た
。
そ
し
て
そ
の
種
芋
を
売
っ
て
く
れ
と
せ
が
ん

だ
。
だ
が
、
い
ち
の
夫
は
畳
屋
だ
っ
た
し
、
い
ち
自
身
も
子
育
て
の
ま
っ
最
中
だ
っ
た
。
だ
か
ら
来
客
に
、

い
ち
い
ち
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
「
困
っ
た
、
弱
っ
た
」
と
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
助

け
て
く
れ
た
の
が
近
所
に
住
ん
で
い
た
甥 お

い

で
、
専
業
農
家
の

主
あ
る
じ

、
吉
岡
三
喜
蔵
だ
っ
た
。 

三
喜
蔵
は
、
ま
ず
、
い
ち
の
サ
ツ
マ
イ
モ
い
も
に
「
紅 べ

に

赤 あ
か

」
と
い
う
名
を
付
け
た
。
そ
れ
か
ら
自
分
の
畑

の
大
部
分
を
「
紅
赤
」
の
種
い
も
の
増
産
地
に
し
た
。 
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さ
ら
に
自
宅
の
庭
に
大
き
な
苗
床
も
作
っ
た
。
そ
し
て
頼
ま
れ
れ
ば
苗
を
全
国
の
ど
こ
に
で
も
送
っ
て
や

っ
た
。
東
京
都
の
「
金
時

き
ん
と
き

」
・
神
奈
川
県
高
座

こ

う

ざ

郡
の
「
高
座
赤
」
・
千
葉
県
の
「
千
葉
紅
」
な
ど
が
そ
れ
だ
っ

た
。 で

は
そ
の
頃
の
川
越
い
も
産
地
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？ 

「
紅
赤
」
の
美
し
い
皮
の
色
は
蒸
し
て
も
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
先
ず
は
「
蒸
し
芋
用
」
と
し
て
好
ま
れ
た
。 

江
戸
時
代
以
来
、「
川
越
い
も
」
の
品
種
は
「
赤 あ

か

蔓 づ
る

」
と
「
青 あ

お

蔓 づ
る

」
の
二
種
だ
っ
た
。
前
者
は
地
力
の
あ
る

畑
を
好
ん
だ
。
そ
れ
で
も
一
反
当
た
り
の
収
量
は
「
青
蔓
」
以
下
だ
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
単
価
は
、「
青
蔓
」

よ
り
も
良
か
っ
た
。 

後
者
は
強
健
で
痩
せ
地
で
も
よ
く
育
っ
た
が
、
単
価
は
「
赤
蔓
」
よ
り
も
安
か
っ
た
。
農
家
は
そ
の
二
種

を
自
分
の
畑
の
地
力
に
合
わ
せ
な
が
ら
上
手
に
使
い
分
け
て
い
た
。 

「
川
越
イ
モ
」
は
、
焼
き
い
も
屋
用
と
し
て
発
展
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
「
紅
赤
」
が
現
わ
れ
て
も
最

初
の
う
ち
は
平
気
だ
っ
た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
の
皮
の
色
は
、
ど
ん
な
種
類
の
イ
モ
で
も
焼
け
ば
焦
げ
て
茶
色
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

だ
が
、「
紅
赤
」
の
出
現
に
よ
り
、
東
京
の
焼
き
い
も
屋
の
売
り
物
が
増
え
た
。
十
月
に
入
る
と
、「
紅
赤
」

の
新
イ
モ
を
仕
入
れ
、
そ
れ
を
蒸
し
て
売
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
川
越
イ
モ
も
、
そ
の
新
し
い
需
用
に

対
応
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
っ
た
。 

し
か
も
そ
の
「
紅
赤
」
を
焼
い
て
み
る
と
、
川
越
の
「
赤
蔓
」
の
味
よ
り
も
さ
ら
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
大
正
期
に
な
る
と
、
川
越
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
も｢

紅
赤｣

一
色
に
な
っ
た
。

お
か
げ
で
「
川
越
イ
モ
」
の
名
声
は
ま
す
ま
す
高
く
な
っ
た
。 
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◆ 

千
葉
県
に
入
っ
た
「
足
立

あ

だ

ち

い
も
」 

 ｢
紅
赤｣

は
埼
玉
県
北
足
立
郡
で
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
足
立
い
も
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
紅
赤

は
千
葉
県
で
大
正
時
代
よ
り
作
ら
れ
て
い
た
。
太
平
洋
戦
争
後
の
昭
和
三
十
八
年
頃
、
新
た
な
種
イ
モ
の
紅

赤
（
金
時
）
が
千
葉
県
の
北
総
台
地
に
入
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
い
き
さ
つ
を
、
平
成
元
年
に
香
取
農
業
改

良
普
及
所
多
古
支
所
の
北
崎
順
一
技
師
か
ら
聞
い
て
い
る
。 

 

「
東
京
の
青
果
市
場
の
理
事
長
に
勧
め
ら
れ
、
う
ち
の
方
で
も
澱
粉
イ
モ
は
も
う
や
め
よ
う
。
そ
の
代
わ

り
に
、
こ
れ
か
ら
は
「
金
時

き
ん
と
き

」
で
行
こ
う
と
な
っ
た
。
そ
の
前
ま
で
は
冬
作
は
ム
ギ
で
、
夏
作
は
落
花
生
と

澱
粉
イ
モ
の｢

沖
縄
百
号｣

だ
っ
た
。 

そ
の
種
イ
モ
は
、
埼
玉
県
大
宮
市
砂
の
サ
ツ
マ
イ
モ
出
荷
組
合
長
・
山
田
秀
光
氏
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
た

も
の
だ
っ
た
」
と
。 

ち
な
み
に
北
総
台
地
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
は
、
令
和
に
な
っ
た
現
在
も
健
在
で
あ
る
。
「
金
時
（
紅
赤
）
」

は
作
ら
な
く
な
っ
た
が
、
「
ベ
ニ
コ
マ
チ
」
・
「
ベ
ニ
ア
ズ
マ
」
・
「
べ
に
は
る
か
」
・
「
シ
ル
ク
ス
イ
ー
ト
」
な

ど
の
大
産
地
に
な
っ
て
い
る
。 

     


