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第
七
章 

戦
前
の
川
越
市
民
に
と
っ
て
の
焼
き
い
も 

 
大
阪
や
江
戸
・
東
京
で
の
焼
き
い
も
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
ろ
い
ろ
書
い
た
。
で
は
川
越
の
者
に

と
っ
て
の
焼
き
い
も
屋
は
、
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

関
東
大
震
災
で
東
京
の
「
平
釜
焼
き
」
は
消
え
た
が
、
地
方
都
市
の
川
越
に
あ
っ
た
そ
れ
は
、
太
平
洋
戦

争
が
始
ま
る
ま
で
健
在
だ
っ
た
。 

そ
れ
を
愛
し
た
川
越
市
民
の
声
を
紹
介
し
た
い
。 

  
 【

一
】 

川
越
い
も
研
究
会
編
『
川
越
い
も
の
歴
史
』（
一
九
八
二
（
昭
和
五
十
七
）
年
、
蔵
造
り
資
料
館
）

に
あ
る
、
「
は
じ
め
の
言
葉
」
（
川
越
総
鎮
守
、
氷
川
神
社
の
山
田
勝
利
宮
司
）
よ
り
。 

 

「
私
に
と
っ
て
の
川
越
芋
と
は
、
私
自
身
の
生
活
史
と
言
い
得
ま
し
ょ
う
。
私
は
幼
い
頃
よ
く
焼
き
い
も

を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
焼
き
芋
屋
は
市
内
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
今
も
よ
く
覚
え
て
い
る

の
は
時
の
鐘
そ
ば
の
焼
き
芋
屋
さ
ん
で
す
。 

 

大
き
な
鉄
鍋
を
掛
け
た
カ
マ
ド
に
藁 わ

ら

が
く
べ
ら
れ
、
鍋
の
中
は
輪
切
り
に
し
た
芋
が
蒸
焼

む
し
や
き

に
さ
れ
、
甘
い

こ
う
ば
し
い
香
り
を
あ
た
り
に

漂
た
だ
よ

わ
せ
て
い
ま
し
た
。
焼
き
芋
屋
さ
ん
は
新
聞
紙
の
袋
に
焼
き
芋
を
入
れ

て
く
れ
ま
す
。
寒
い
冬
の
日
な
ど
に
は
こ
れ
を

懐
ふ
と
こ
ろ

に
い
れ
て
そ
の
温
か
さ
を
楽
し
み
な
が
ら
家
に
帰
っ
た

も
の
で
す
。 
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家
で
も
ホ
ー
ロ
ク
を
七
輪

し
ち
り
ん

に
か
け
、
芋
の
焼
け
加
減
を
み
て
胡
麻
塩
を
か
け
ま
し
た
」 

「
戦
時
中
は
庭
先
で
芋
作
り
を
し
、
多
少
な
り
と
も
食
糧
と
し
た
も
の
で
す
。
高
い
う
ね
に
苗
を
さ
す
と
、

か
ん
た
ん
に
根
づ
き
ま
し
た
。
そ
の
苗
を
と
っ
た
あ
と
の
種
が
ら
の
芋
が
配
給
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

ど
う
し
て
も
喉 の

ど

に
お
ち
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
配
給
の
琉
球
芋
も
形
は
大
き
い
の
で
す
が
味
は
よ
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
貴
重
な
食
糧
で

し
た
」 

 

【
二
】 

石
山 
薫
著
『
昭
和
も
遠
く
』[

私
家
版
、
一
九
八
八
（
昭
和
六
十
三
）
年]

 

 

「
や
き
い
も
。
当
時
、
私
た
ち
の
町
に
は
、
壷
焼
き
店
は
あ
っ
た
が
、
石
焼
き
い
も
は
無
か
っ
た
様
に
思

う
。
焼
き
い
も
屋
は
鐘
撞
堂
の
下
に
あ
っ
た
。
広
い
土
間
に
大
き
な

竃
か
ま
ど

が
あ
っ
て
、
薪
が
ピ
シ
ピ
シ
燃
え
て

い
た
。
黒
い
漆
喰

し
っ
く
い

で
塗
り
固
め
ら
れ
た
竃
は
五
右
衛
門
風
呂
の
よ
う
に
ど
っ
し
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
軍

艦
の
中
に
あ
る
よ
う
な
ト
タ
ン
製
の
四
角
い
煙
突
。 

三
時
に
近
く
、
五
十
銭
銀
貨
を
も
っ
て
お
使
い
に
行
く
と
、
お
ば
さ
ん
は
『
ヤ
ッ
コ
ラ
シ
ョ
』
と
言
い
な

が
ら
、
重
い
木
の
蓋 ふ

た

を
あ
け
る
。
白
い
湯
気
と
焼
き
い
も
の
匂 に

お

い
。
鉄
板
の
上
に
は
、
分
厚
く
輪
切
り
に
さ

れ
た
何
十
と
い
う
さ
つ
ま
い
も
が
焦
げ
て
い
る
。
黒
い
胡
麻
塩
も
、
う
ま
そ
う
に
こ
び
り
つ
い
て
。 

お
ば
さ
ん
は
、
串
で
と
り
あ
げ
な
が
ら
『
ヒ
ー
・
フ
ー
・
ミ
ー
・
・
・
・
』
と
新
聞
紙
の
袋
に
入
れ
て
い

く
。
あ
の
、
温
か
い
、
ず
っ
し
り
と
し
た
重
み
。
湯
気
で
し
っ
と
り
し
た
新
聞
紙
」
（
七
〇
～
七
一
頁
）
。 
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【
三
】
川
田
登
志
子
著
『
小
江
戸
わ
た
し
の
ア
ン
グ
ル
』（
一
九
八
八
年
二
月
二
十
二
日
、
川
越
朝
日
第
五

十
九
号
） 

 
「
一
番
街
通
り
の
中
ほ
ど
を
ま
が
る
と
、
時
の
鐘
が
あ
る
。
そ
の
東
隣
り
に
、
昔
は
焼
き
い
も
屋
が
あ
っ

た
。
川
越
に
焼
き
い
も
屋
は
何
軒
か
あ
っ
た
が
、
そ
こ
が
一
番
繁
昌
し
て
い
た
。 

 
 

ど
こ
の
商
店
で
も
必
ず
三
時
の
休
み
が
あ
っ
て
、
そ
の
お
茶
う
け
に
冬
は
焼
き
い
も
を
買
う
家
が
多
い
。 

 

岡
持

お
か
も
ち

を
持
っ
た
女
中
さ
ん
や
小
僧
さ
ん
が
焼
き
い
も
屋
に
行
列
し
て
い
た
」 

「
大
正
時
代
の
中
頃
は
一
銭
で
三
個
で
あ
っ
た
。
冬
の
寒
い
夕
暮
れ
時
、
新
聞
紙
に
包
ん
で
く
れ
た
イ
モ

を
着
物
の
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
帰
る
と
体
中
が
あ
つ
く
な
る
。
焼
き
た
て
は
お
い
し
か
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
、
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
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
」 

 

【
四
】
川
越
市

幸

町

さ
い
わ
い
ち
ょ
う

・
宮
岡
家
の
お
三
時 

[

農
山
漁
村
文
化
協
会
編
『
日
本
の
食
生
活
全
集 

埼
玉
』
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年]

 

 

「
鐘
撞
堂

か
ね
つ
き
ど
う

下
の
長
島
屋
は
、
夏
は
か
き
氷
屋
、
冬
は
焼
き
い
も
屋
に
な
る
、
駄
菓
子
な
ど
を
置
い
て
い
る

店
で
あ
る
。
三
尺
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
大
平
釜
が
二
口
あ
っ
て
、
斜
め
輪
切
り
に
し
た
さ
つ
ま
い
も
が
一
面

に
蒸
し
焼
き
に
な
っ
て
い
る
。 

『
三
時
は
お
や
き
（
焼
き
い
も
）
に
し
よ
う
』
と
い
っ
て
買
い
に
い
く
。
釜
の
大
き
な
ふ
た
を
と
る
と
、
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も
う
も
う
と
湯
気
が
上
が
り
、
お
か
み
さ
ん
が
手
ぎ
わ
よ
く
塩
と
ご
ま
を
ふ
り
か
け
て
渡
し
て
く
れ
る
。
新

聞
紙
の
袋
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
香
り
を
胸
元
で
か
ぎ
な
が
ら
帰
っ
て
た
べ
る
」
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
『
聞

き
書 

埼
玉
の
食
事
』
二
五
三
頁
）
。 

  
 

               

 
川越「時の鐘」鐘撞堂下の焼きいも屋。

（小澤喜代司氏画）  

 

 
 

 

川越「時の鐘」  

 


