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第
四
章 

明
治
期
の
川
越
イ
モ 

 
 ◆ 

焼
き
い
も
屋
の
屋
号 

 

明
治
維
新
に
よ
り
世
は
文
明
開
化
の
時
代
に
な
っ
た
。
焼
き
い
も
屋
の
看
板
だ
っ
た
「
八
里
半
」
や
「
十

三
里
」
も
、
時
代
遅
れ
の
古
く
さ
い
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
屋

号
の
「
川
越
屋
」
だ
っ
た
。 

川
越
イ
モ
産
地
の
農
家
の
次
男
や
三
男
で
、
東
京
の
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
の
住
み
込
み
小
僧
に
な
る
者
は
い

く
ら
で
も
い
た
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
独
立
し
て
焼
き
い
も
屋
に
な
る
と
、
屋
号
の
多
く
が
「
川
越
屋
」

に
な
っ
た
。 

そ
れ
が
お
客
さ
ん
た
ち
に
、
な
ん
と
な
く
安
心
感
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
名
古
屋
か
ら

東
京
の
上
野
に
出
て
き
て
、
焼
き
い
も
屋
を
始
め
た
と
い
う
人
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

「
東
京
に
出
て
き
て
焼
き
い
も
屋
を
や
る
か
ら
に
は
、
『
川
越
屋
』
を
名
乗
り
た
か
っ
た
よ
」
と
。 

 

◆ 

新
河
岸
川
の
河
岸
問
屋 

 

川
越
地
方
の
畑
作
地
帯
が
販
売
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
の
大
産
地
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
そ
こ
に
は
大
小

さ
ま
ざ
ま
の
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
だ
が
、
産
地
問
屋
は
一

軒
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
川
越
と
江
戸
を
直
接
結
ぶ
新
河
岸
川
の
舟
運
が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。 
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そ
の
川
岸
に
は
、
川
の
港
で
あ
る
「
河
岸

か

し

」
が
沢
山
あ
り
、
そ
こ
に
回
船
問
屋
が
あ
っ
た
。
農
家
は
俵
に

詰
め
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
手
車

て
ぐ
る
ま

に
積
み
、
最
寄
り
の
河
岸
の
回
船
問
屋
ま
で
運
ん
だ
。 

そ
し
て
そ
こ
の
問
屋
の
主
人
に
、
荷
の
送
り
先
で
あ
る
江
戸
・
東
京
の
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
の
名
を
告
げ
る

だ
け
で
自
宅
に
戻
っ
た
。
だ
か
ら
産
地
問
屋
が
現
わ
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
。 

で
は
農
家
は
売
上
げ
代
金
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
受
け
取
っ
て
い
た
の
か
？ 

そ
れ
は
翌
年
春
、
農
家

が
自
分
の
売
り
先
の
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
に
直
接
出
向
い
て
受
け
取
っ
て
い
た
。 

そ
の
江
戸
・
東
京
の
問
屋
の
中
に
は
、
親
戚
の
よ
う
に
良
い
店
も
あ
れ
ば
、
逆
に
意
地
の
悪
い
店
も
あ
っ

た
。 

 

「
何
月
何
日
に
届
い
た
荷
に
は
、
腐
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
」
な
ど
と
ケ
チ
を
付
け
、
代

金
の
一
部
し
か
払
っ
て
く
れ
な
い
ひ
ど
い
問
屋
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
値
切
ら
れ
、
泣
き
寝
入
り
を
さ
せ
ら
れ

た
農
家
が
方
々
か
ら
出
て
い
た
。 

そ
れ
で
「
よ
し
。
お
れ
は
東
京
に
出
て
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
を
開
く
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
自
分
の
村
の
サ
ツ

マ
イ
モ
を
、
生
産
費
が
出
る
価
格
で
買
い
上
げ
て
や
る
」
と
決
め
た
青
年
が
現
わ
れ
た
。 

 

◆ 

サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
「
川 か

わ

小 こ

商
店
」
の
開
店 

 

川
小
商
店
の
創
始
者
、
齋
藤
小
平
次
は
一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
、
今
の
埼
玉
県
朝
霞
市
根
岸
台
の
裕
福

な
地
主
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
の
こ
と
、
現
在
の
東
京
都
台
東
区
駒
形
に
「
サ

ツ
マ
イ
モ
問
屋
、
川
小
商
店
」
を
開
い
た
。
店
名
の
「
川
」
は
川
越
地
方
の
「
川
」
。
「
小
」
は
自
分
の
名
前

「
小
平

こ

へ

い

次 じ

」
の
頭
文
字
「
小
」
か
ら
出
て
い
る
。 
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当
時
の
東
京
の
サ
ツ
マ
イ
モ
問
屋
組
合
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
産
地
か
ら
突
然
出
て
き
て
、
郷
里
の
サ
ツ
マ
イ

モ
を
買
い
占
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
安
い
値
段
で
焼
き
い
も
屋
に
卸
す
小
平
次
を
憎
ん
だ
。
彼
が
ど
ん
な
に
頼

ん
で
も
、
問
屋
組
合
に
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
妨
害
を
さ
れ
て
困
っ
た
。 

そ
れ
で
も
ひ
る
ま
ず
、
農
家
が
喜
ん
で
再
生
産
す
る
気
持
に
な
れ
る
価
格
で
の
買
い
付
け
を
実
行
し
た
。

お
か
げ
で
仕
入
れ
地
が
ど
ん
ど
ん
増
え
、
店
も
大
き
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
東
京
甘
藷
問
屋
組
合
も
自
分
た
ち

の
非
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
の
こ
と
、
川
小
商
店
は
、
や
っ
と
東
京
甘
藷

問
屋
組
合
に
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
ち
な
み
に
、
同
店
は
令
和
の
今
も
健
在
で
あ
る
。 

 

◆ 

川
越
名
物
「
い
も
せ
ん
べ
い
」
の
誕
生 

 

 
 明

治
は
鉄
道
時
代
で
も
あ
っ
た
。
川
越
関
係
で
は
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
、
中
央
線
国
分
寺
駅
と
、

現
在
の
本
川
越
駅
と
を
結
ぶ
川
越
鉄
道
が
開
通
し
た
。
そ
の
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
に
は
、
川

越
の
久
保
町
と
大
宮
を
結
ぶ
川
越
電
気
鉄
道
も
開
通
し
た
。 

 

両

者

を

使

っ

て

川

越

に

来

て

く

れ

る

人

た

ち

が

年
々
増
え
た
。
そ
れ
で
川
越
側
は
、
川
越
ら
し
い
お
み

や
げ
品
の
開
発
を
急
い
だ
。
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
作
活

動
で
、
川
越
ら
し
い
も
の
と
し
て
今
も
さ
か
ん
に
売
ら

れ
て
い
る
の
が
「
い
も
せ
ん
べ
い
」
で
あ
る
。 

そ
の
製
法
は
、
先
ず
サ
ツ
マ
イ
モ
を
き
れ
い
に
洗
う
。

そ
れ
を
「
カ
ン
ナ
」
と
呼
ん
で
い
る
特
製
の
刃
物
で
薄

 

川越名物「いもせんべい」  

 

いもせんべいを鉄板で焼く。 
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く
切
る
。
ス
ラ
イ
ス
し
た
そ
の
一
枚
ず
つ
を
、
や
は
り
特
製
の
鉄 て

つ

鋏
ば
さ
み

で
、
は
さ
む
。
そ
れ
を
木
炭
の
火
床
の

上
で
絶
え
ず
ひ
っ
く
り
返
し
な
が
ら
、
キ
ツ
ネ
色
に
な
る
ま
で
焼
く
。
そ
れ
を
生
地

き

じ

と
称
し
た
。
そ
の
両
面

に
刷
毛

は

け

を
使
い
、
白
砂
糖
で
作
る
砂
糖
蜜 み

つ

を
た
っ
ぷ
り
塗
っ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
よ
く
乾
か
し
た
も
の
を

製
品
と
し
た
。 

サ
ツ
マ
イ
モ
は
い
く
ら
で
も
あ
る
安
い
も
の
だ
っ
た
が
、
太
平
洋
戦
争
前
の
砂
糖
は
高
価
な
貴
重
品
だ
っ

た
。
そ
れ
を
惜
し
ま
ず
、
た
っ
ぷ
り
塗
っ
た
「
い
も
せ
ん
べ
い
」
は
高
価
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
全

国
で
川
越
に
し
か
な
い
珍
し
い
菓
子
と
し
て
よ
く
売
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
令
和
の
今
も
、
も
っ
と
も
川
越

ら
し
い
伝
統
的
な
土
産
品
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。 

も
っ
と
も
最
近
の
人
た
ち
は
健
康
志
向
か
ら
、
砂
糖
蜜
を
た
っ
ぷ
り
塗
っ
て
あ
る
も
の
よ
り
、
薄
い
も
の

の
方
を
好
む
。
業
者
は
そ
の
辺
の
変
化
に
敏
感
で
あ
る
。
お
客
さ
ん
た
ち
の
好
み
の
変
化
に
合
わ
せ
な
が
ら

の
仕
事
を
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。 

塗
る
砂
糖
蜜
の
量
を
減
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
ま
っ
た
く
使
わ
な
い
、
生
地
の
ま
ま
の
も
の
を
「
素

焼
き
」
と
称
し
て
売
り
物
の
一
つ
に
し
て
い
る
店
も
出
て
き
た
。 

イ
モ
セ
ン
ベ
イ
の
成
功
で
「
イ
モ
菓
子
」
の
製
造
と
販
売
に
自
信
を
持
っ
た
川
越
の
菓
子
業
者
た
ち
は
、

さ
ら
に
「
イ
モ
松
葉
（
い
も
カ
リ
ン
ト
ウ
）
」
と
「
イ
モ
甘
納
糖
」
を
開
発
し
た
。
そ
の
両
者
も
よ
く
売
れ
て

い
る
か
ら
、
川
越
は
ま
す
ま
す
イ
モ
尽
く
し
の
町
に
な
っ
て
き
た
。 
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