
私
た
ち
の
住
む
川
越
の
街
並
み
は

と
っ
て
も
着
物
が
似
合
う
街
。

川
越
に
は
、
晴
れ
の
日
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

普
段
の
生
活
に
馴
染
む
素
敵
な
着
物
が

あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
？

「
川か
わ

越ご
え

唐と
う

桟ざ
ん

」

か
つ
て
川
越
の
産
業
を
支
え
た
美
し
い

縞
模
様
の
木
綿
の
歴
史
、
そ
し
て
現
代
に
お
け
る

川
越
唐
桟
の
現
状
に
迫
り
ま
す
。

文
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
＝
櫻
井
理
恵　
　

写
真
＝SPAIS

旅
す
る

唐
桟
。
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江
戸
で
流
行
し
た

テ
キ
ス
タ
イ
ル
・
デ
ザ
イ
ン

　

江
戸
時
代
後
期
、
川
越
の
経
済
を
潤
し
た

産
業
の
ひ
と
つ
に
木
綿
商
品
が
あ
っ
た
。
紺

地
に
白
や
浅
黄
、
茶
の
ス
ト
ラ
イ
プ
を
現
し

た
紬
や
、
舶
来
唐
桟
を
模
し
て
縞
を
よ
り
目

立
た
せ
た
和
唐
桟
な
ど
、
江
戸
町
人
の
装
い

に
か
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
大
流
行
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
中
で
も
人
気
を
博
し
た
上
級

縞
木
綿
の
和
唐
桟
と
結
城
紬
は
、
武
州
入
間

郡
で
生
産
さ
れ
、
い
っ
た
ん
川
越
に
集
荷
さ

れ
た
あ
と
、
江
戸
市
場
に
送
ら
れ
た
た
め
、

「
川
越
唐
桟
」「
川
越
結
城
」
と
い
う
ブ
ラ

ン
ド
名
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

江
戸
で
は
歌
舞
伎
や
芝
居
が
流
行
る
一
方
、

伊
勢
参
り
な
ど
の
長
期
旅
行
、
近
郊
へ
レ
ジ

ャ
ー
な
ど
が
庶
民
に
も
浸
透
し
、
そ
れ
に
合

わ
せ
て
軽
装
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
の
高
い
着

物
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

縞
木
綿
の

生
産
と
市
場

　

江
戸
後
期
に
輸
入
が
始
ま
っ
た
イ
ン
ド
産

の
唐
桟
な
ど
が
特
上
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
一

方
、
川
越
・
入
間
地
域
で
は
、
細
手
の
絹
糸

を
他
地
域
か
ら
移
入
し
て
都
市
市
場
向
け
の

縞
木
綿
を
積
極
的
に
生
産
、
い
っ
き
に
産
地

と
し
て
の
頭
角
を
現
し
て
い
く
。
川
越
・
入

川
越
唐
桟
と

織
物
市
場
の

歴
史

にぎわう川越織物市場（川越市立博物館）

間
地
域
の
ほ
か
で
は
、
足
利
・
佐
野
（
栃
木
県
）、

尾
西
地
域
（
愛
知
県
）
が
幕
末
期
の
三
大
産

地
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

幕
末
期
に
な
る
と
、
織
物
市
場
経
済
の
活

発
化
に
伴
い
、
機
屋
と
問
屋
商
人
が
行
っ
て

き
た
商
取
引
の
慣
習
を
破
っ
て
新
興
商
人
や

小
売
業
者
へ
産
直
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
織
物

の
流
通
は
錯
綜
し
始
め
る
が
、
集
荷
拠
点
で

あ
る
川
越
の
商
人
の
主
導
で
統
制
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
い
う
。

イ
ギ
リ
ス
糸
の
輸
入
に
よ
る

木
綿
の
「
高
級
化
」

　

一
八
五
九
年
（
安
政
六
年
）
に
横
浜
が
開
港

さ
れ
る
と
同
時
に
、
細
く
均
質
な
イ
ギ
リ
ス

製
の
糸
（
ミ
ュ
ー
ル
糸
）
と
、
発
色
が
鮮
明
な

化
学
染
料
が
輸
入
さ
れ
始
め
る
。
全
国
に
先

駆
け
て
こ
れ
ら
を
導
入
し
た
入
間
・
川
越
地

域
で
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
が
高
く
軽
量
薄

地
の
高
級
縞
木
綿
が
本
格
的
に
生
産
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
特
に
従
来
の
染
色
方
法
で
は

色
の
く
す
み
が
と
り
き
れ
な
か
っ
た
が
、
化

学
染
料
に
よ
り
明
度
の
高
い
ス
ト
ラ
イ
プ
が

大
人
気
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
で
は
木
綿

へ
の
化
学
染
色
技
術
の
取
得
に
は
困
難
を
伴

い
、
業
界
内
で
は
し
ば
ら
く
生
産
に
関
す
る

混
乱
が
続
き
、
化
学
染
色
の
知
識
と
技
術
指

導
が
普
及
し
た
の
は
明
治
二
十
年
代
頃
だ
っ

た
。明

治
時
代
の

川
越
と
織
物
市
場

　

埼
玉
県
随
一
の
経
済
中
心
地
と
し
て
川
越

商
人
の
意
気
込
み
を
体
現
す
る
か
の
よ
う
に
、

一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）、
埼
玉
県
内
で

最
初
の
商
業
会
議
所
が
川
越
町
に
設
立
認
可

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
年
）
に
は
綿
糸
商
も

兼
業
し
て
い
た
有
力
織
物
問
屋
が
破
産
、
川

越
だ
け
で
な
く
、
当
時
織
物
産
地
の
ラ
イ
バ

ル
と
し
て
成
長
を
続
け
る
所
沢
に
も
大
き
な

打
撃
が
あ
り
、
金
融
面
で
も
連
動
的
な
被
害

が
発
生
し
た
。

　

川
越
織
物
市
場
の
建
設
は
、
こ
の
よ
う
な

慢
性
的
な
不
景
気
の
な
か
で
竣
工
が
延
期
さ

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
川
越
・
大
宮

電
気
鉄
道
、
ま
た
特
設
電
話
の
開
通
な
ど
、

流
通
や
情
報
に
関
す
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
追

い
風
と
な
り
、
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
十
三
年
）、

鉄
砲
町
（
現
松
江
町
）
が
適
地
に
選
ば
れ
、
建

設
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
建
設
資
金
は
川

越
織
物
市
場
株
式
会
社
が
株
式
を
募
集
し
て

調
達
、
上
棟
式
か
ら
わ
ず
か
三
週
間
で
市
場

開
場
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

織
物
市
場
で
は
、
毎
月
六
回
開
場
さ
れ
、

織
物
の
現
品
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
。
小
仲

買
の
ひ
と
び
と
が
ま
と
ま
っ
た
量
の
織
物
を

持
ち
込
み
、
仲
買
商
の
店
員
は
割
り
当
て
ら

れ
た
部
屋
で
品
定
め
を
し
、
仕
入
客
へ
の
荷

継
業
務
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
織
物
市
場
は
一
九
一
五
年
か
ら

一
七
年
（
大
正
四
年
か
ら
六
年
）
の
頃
に
閉
鎖

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
東
京
の
都
市
問
屋
や

百
貨
店
と
の
直
接
的
な
取
引
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
市
場
を
媒
介
と
す
る
相
対
取
引

が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
の
が
そ
の
理
由
で

あ
る
。
閉
鎖
後
、
二
棟
の
細
長
い
建
物
は
、

長
屋
と
し
て
住
居
に
転
用
さ
れ
た
。

さ
れ
た
。
当
時
織
物
業
界
で
は
、
所
沢
な
ど

に
そ
の
運
営
の
中
心
が
移
り
始
め
て
い
た
が
、

そ
れ
で
も
ま
だ
川
越
は
県
内
有
数
の
商
業
都

市
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
商
業
会
議
所
で
は

地
域
経
済
振
興
計
画
に
着
手
、
実
現
に
は
い

た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
川
越
経
済
圏
の
拡
大

を
は
か
る
た
め
の
川
越
・
我
孫
子
間
の
鉄
道

事
業
構
想
や
、
現
在
で
も
跡
地
が
残
る
織
物

市
場
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て

い
っ
た
。

　

織
物
市
場
の
建
設
に
際
し
て
、
商
業
会
議

所
は
桐
生
・
足
利
の
織
物
市
場
の
視
察
へ
出

向
き
、
調
査
を
続
け
た
。
入
間
郡
内
で
生
産

さ
れ
る
織
物
商
品
を
埼
玉
県
の
中
心
地
で
あ

る
川
越
に
集
中
さ
せ
、
も
う
一
度
川
越
に
織

物
業
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
明
治
三
十
年
代
の
後
半
に
は
、
川

越
の
経
済
低
迷
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
た
。

川
越
染
織
学
校
の
設
立
と

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

織
物
市
場
が
建
設
さ
れ
た
時
期
に
川
越
商

業
会
議
所
が
重
要
課
題
と
し
て
手
が
け
て
い

た
の
が
、
染
織
学
校
の
設
立
で
あ
る
。
す
で

に
先
進
的
な
織
物
産
地
の
八
王
子
や
桐
生
・

足
利
で
は
県
立
の
染
織
学
校
が
設
立
さ
れ
て

い
た
。
川
越
へ
の
県
立
工
業
高
校
の
誘
致
が

実
現
し
た
の
は
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
年
）、

埼
玉
県
立
川
越
染
織
学
校
が
開
校
し
た
。

　

川
越
染
織
学
校
は
染
織
科
と
図
案
科
の
二

学
科
か
ら
な
り
、
染
織
や
図
案
作
成
の
技
術

習
得
を
目
的
に
掲
げ
て
い
た
。
さ
ら
に
学
校

が
中
心
と
な
り
、
県
下
の
染
織
業
者
を
集
め

た
講
習
会
や
図
案
展
示
を
行
う
な
ど
、
生
徒

へ
の
教
育
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る

面
で
の
具
体
的
な
研
究
・
支
援
活
動
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い

え
る
。

　

さ
ら
に
織
物
業
界
の
不
況
は
、
他
産
地
と

の
競
合
が
激
化
す
る
な
か
で
県
下
の
織
物
の

品
質
低
下
に
起
因
し
て
い
る
、
と
す
る
県
知

事
の
織
物
改
良
に
関
す
る
明
治
四
十
一
年
の

告
諭
の
発
布
を
受
け
、
一
九
一
〇
年
（
明
治

四
十
三
年
）
に
は
、
川
越
染
織
学
校
内
に
埼

玉
県
図
案
調
製
所
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
専
門
技
師
に
よ
る
織
物
図
案
の
研
究
開
発
、

染
織
学
校
生
徒
と
の
共
同
開
発
を
積
極
的
に

進
め
ら
れ
、
染
織
業
者
へ
の
デ
ザ
イ
ン
指
導

と
図
案
配
布
が
始
ま
っ
た
。

　

注
目
に
値
す
る
の
は
、
明
治
後
期
か
ら
川

越
で
は
「
産
・
官
・
学
」
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
が
積
極
的
に
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
業
界
支
援
と
後
継
者
育
成
の
教
育
・

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
お
よ
そ
百
年
前
に
試

み
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
産
業
都
市
川

越
な
ら
で
は
の
歴
史
的
事
実
な
の
で
あ
る
。

川
越
の
織
物
産
業
の

衰
退
と
、
現
在

　

川
越
唐
桟
を
は
じ
め
と
す
る
織
物
産
業
が

盛
ん
で
あ
っ
た
川
越
だ
が
、
大
正
以
降
徐
々

に
衰
退
し
て
い
く
。
織
物
市
場
は
閉
鎖
さ
れ
、

多
く
あ
っ
た
織
物
問
屋
も
い
ま
は
な
い
。
観

光
地
と
し
て
名
を
馳
せ
る
現
代
の
川
越
に
お

い
て
そ
の
名
残
を
探
す
こ
と
は
困
難
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ

う
か
。
私
た
ち
が
住
む
こ
の
地
が
い
ま
こ
こ

に
在
り
続
け
発
展
し
て
い
け
る
の
は
、
織
物

産
業
に
従
事
し
た
ひ
と
び
と
の
功
績
や
努
力

ゆ
え
で
あ
り
、
現
代
に
生
き
る
も
の
と
し
て

こ
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
。
確
か
に
現
代
に
お
い
て
和
装

で
生
活
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
ハ
ー
ド
ル
が

高
く
、「
着
物
」
と
い
え
ば
購
入
に
も
少
し

身
構
え
る
。
し
か
し
、
代
表
的
な
川
越
唐
桟

の
成
り
立
ち
と
そ
の
機
能
美
や
意
匠
、
旧
織

物
市
場
の
建
築
、
そ
し
て
川
越
の
織
物
産
業

の
歴
史
は
、
後
世
に
伝
え
残
し
て
お
き
た
い

魅
力
的
な
川
越
の
姿
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

参考資料：「川越商都の木綿遺産」川越織物市場の会編／さきたま出版会

協
力
＝
川
越
市
立
博
物
館
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か
つ
て
川
越
の
産
業
を
牽
引
し
た
織
物
産
業
。

和
装
へ
の
馴
染
み
が
薄
く
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、

地
元
川
越
の
名
を
冠
し
た
唐
桟
を
扱
う
特
約
店
は
二
店
の
み
。

「
呉
服
笠
間
」
と
「
呉
服
か
ん
だ
」、
両
店
の

若
旦
那
に
、
川
越
唐
桟
の
現
状
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
伺
っ
た
。

協
力
＝
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
川
越
蔵
の
会
（
本
町
の
長
屋
）

呉服笠間
川越市仲町5-10
049-222-1518
9：30－18：30
水曜定休
http://park10.wakwak.com/
~kasama/kawagoetouzan.html

呉服かんだ
川越市幸町3-1
049-222-1235
10：00－19：00
水曜定休
gofuku-kanda.net

笠
間
美
寛

明
治
四
十
三
年
創
業
の
呉
服
笠
間
四
代
目
。

教
育
機
関
で
唐
桟
に
つ
い
て
の
研
究
協
力

な
ど
積
極
的
に
行
う
。
ツ
ア
ー
コ
ン
ダ
ク

タ
ー
の
資
格
も
保
有
し
、
地
元
川
越
の
観

光
事
業
に
も
貢
献
し
て
い
る
。

神
田
善
正

呉
服
か
ん
だ
代
表
取
締
役
社
長
。
レ
ン
タ

ル
着
物
店
も
運
営
。
川
越
の
様
々
な
ま
ち

づ
く
り
団
体
や
、
川
越
一
番
街
商
業
協
同

組
合
な
ど
に
率
先
し
て
参
加
し
て
い
る
。

川越唐桟のいま
対談

│
│
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

早
速
で
す
が
、
川
越
唐
桟
を
取
り
扱
う
呉
服

店
と
し
て
、
川
越
唐
桟
の
現
況
を
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

笠
間　

川
越
唐
桟
は
か
つ
て
手
織
り
で
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
機
械
織
り
に
な

り
、
今
で
は
こ
の
近
隣
地
域
で
も
、
唐
桟
を

機
械
織
り
で
き
る
織
元
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

神
田　

需
要
と
供
給
の
関
係
も
あ
り
、
織
元

で
も
他
の
主
力
商
品
を
作
る
合
間
に
唐
桟
を

織
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
、
な
か
な
か

織
元
自
体
の
存
続
が
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。

│
│
現
在
、
扱
っ
て
い
る
唐
桟
に
つ
い
て
は

機
械
織
り
の
も
の
と
伺
い
ま
し
た
。

笠
間　

そ
う
な
ん
で
す
。
今
後
の
生
産
に
つ

い
て
は
他
地
域
含
め
織
元
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

神
田　

O
E
M
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
、
協
力
し
て
様
々
な

地
域
の
織
元
に
あ
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
。

笠
間　

そ
の
た
め
に
は
、
現
在
特
約
店
と
し

て
私
た
ち
の
店
が
あ
り
ま
す
が
、
販
売
ル
ー

ト
の
確
保
な
ど
も
大
切
な
課
題
に
な
っ
て
き

ま
す
。

神
田　

普
段
か
ら
気
軽
に
着
ら
れ
る
着
物
と

し
て
、
価
格
も
上
げ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
反
物
も
作
る
か
ら
に
は
ロ
ッ

ト
の
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
は
川

越
唐
桟
を
ひ
と
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立

さ
せ
る
こ
と
が
急
務
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

笠
間　

そ
う
、
今
は
あ
る
大
学
と
の
連
携
を

通
じ
て
、
川
越
唐
桟
の
新
し
い
形
を
模
索
し

て
い
ま
す
。
や
は
り
川
越
唐
桟
と
そ
の
歴
史

や
文
化
を
ど
の
よ
う
に
次
の
時
代
に
伝
え
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
課
題
で
す

ね
。

神
田　

若
い
人
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
を
通
じ
て
、

時
代
に
あ
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
川
越
唐
桟
の

市
場
を
確
保
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

│
│
観
光
客
が
増
え
て
き
て
い
る
川
越
で
す

が
、
商
品
を
購
入
す
る
人
が
増
え
て
き
た
な

ど
、
変
化
は
あ
り
ま
す
か
？

笠
間　

着
物
を
仕
立
て
る
人
は
少
な
い
で
す

が
、
小
物
類
は
地
元
の
人
を
含
め
、
と
て
も

人
気
が
あ
り
ま
す
。
外
国
人
観
光
客
に
は
ま

だ
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
ね
。

神
田　

外
国
人
は
着
物
に
と
て
も
興
味
が
あ

り
ま
す
が
、
仕
立
て
が
あ
る
の
で
短
い
滞
在

時
間
で
着
物
を
購
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

か
な
か
難
し
い
。
な
の
で
、
今
後
は
気
軽
に

買
え
る
川
越
唐
桟
を
使
っ
た
商
品
を
も
っ
と

増
や
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

笠
間　

江
戸
好
み
の
縞
柄
は
粋
で
と
て
も
日

本
的
に
感
じ
る
と
思
い
ま
す
が
、
唐
桟
の
ス

ト
ラ
イ
プ
は
万
国
共
通
。
ど
こ
の
国
で
も
ス

ト
ラ
イ
プ
の
柄
は
存
在
し
て
い
ま
す
し
、
生

活
の
な
か
で
も
し
っ
く
り
く
る
と
思
い
ま
す

よ
。

神
田　

と
に
か
く
今
は
、
生
産
現
場
と
市
場

ブ
ラ
ン
ド
力
を
高
め
る
こ
と
、
生
産
現
場
の
確
保
…

川
越
唐
桟
の
現
状
は
、
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
る

ス
ト
ラ
イ
プ
柄
は
万
国
共
通
。

生
活
に
し
っ
く
り
馴
染
み
ま
す

を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
第
一
優
先
。
当
店

で
は
レ
ン
タ
ル
着
物
も
展
開
し
て
い
ま
す
が
、

購
入
前
、
お
試
し
も
で
き
る
よ
う
に
川
越
唐

桟
も
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

笠
間　

体
験
し
て
も
ら
え
ば
わ
か
る
け
れ
ど
、

と
て
も
着
や
す
い
ん
で
す
よ
ね
。
特
に
女
性

な
ら
地
味
な
柄
で
も
、
明
る
い
色
の
帯
と
合

わ
せ
る
と
と
て
も
か
わ
い
く
な
り
ま
す
よ
。

神
田　

男
性
が
着
て
い
る
と
、
今
で
言
え
ば

ス
ー
ツ
の
よ
う
な
感
じ
か
な
。
粋
で
す
よ
ね
。

│
│
今
日
の
お
二
人
の
装
い
も
と
て
も
素
敵

で
す
ね
！

笠
間　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に

川
越
は
着
物
が
似
合
う
街
だ
と
思
い
ま
す
。

神
田　

地
元
の
人
に
こ
そ
、
川
越
唐
桟
に
触

れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

│
│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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。



僕
と

散
歩
と

気
ま
ま
な
レ
シ
ピ

※大学いも 川越いわた
049-298-5164
水曜定休

新富町本店
川越市新富町1-8-17
10:00－19:00

時の鐘店
川越市幸町15-26
10:30－17:00

［材料］1人分

マスカルポーネチーズ…130g
大学芋…100g

「いわた大学いも」は200g（380円）
～量り売り

「
今
日
も
ま
た
、
き
て
し
ま
っ
た
…
」

　

の
れ
ん
を
く
ぐ
る
と
、
奥
さ
ん
は
接
客
中
。
ち
ら
っ
と

目
が
合
う
と
、
な
ん
だ
か
気
恥
ず
か
し
い
。
僕
が
い
ま
病

み
つ
き
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
は
ま
っ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
、

い
わ
た
さ
ん※

の
大
学
芋
な
の
だ
。
僕
は
産
ま
れ
も
育
ち
も

川
越
っ
子
で
、
小
さ
い
頃
か
ら
さ
つ
ま
い
も
を
食
べ
て
き

た
。
そ
の
中
で
も
一
番
大
好
き
な
の
が
大
学
芋
。
さ
つ
ま

い
も
の
甘
み
と
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
よ
う
な
少
し
塩
っ
ぽ
い

タ
レ
が
た
ま
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
今
で
も
変
わ
ら
ず
好

き
で
は
あ
る
が
、
小
さ
い
頃
に
食
べ
て
い
た
の
と
は
少
し

違
っ
て
、
お
酒
と
一
緒
に
大
学
芋
を
食
べ
る
の
が
今
の
マ

イ
ブ
ー
ム
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
赤
ワ
イ
ン
と
大
学
芋
の

相
性
は
最
高
な
の
だ
。

　

い
わ
た
さ
ん
は
い
つ
も
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
お

土
産
や
食
べ
歩
き
と
し
て
人
気
だ
け
ど
、
今
の
僕
に
と
っ

て
は
そ
う
、「
夜
に
食
べ
た
い
大
人
の
お
や
つ
」
だ
。
少

し
空
い
て
い
る
平
日
を
狙
っ
て
ち
ょ
く
ち
ょ
く
店
に
い
き
、

昼
寝
か
ら
覚
め
た
娘
と
も
ぐ
も
ぐ
食
べ
な
が
ら
ふ
と
思
い

つ
い
た
の
が
、「
大
学
芋
＋
マ
ス
カ
ル
ポ
ー
ネ
チ
ー
ズ
」。

な
ん
せ
ワ
イ
ン
と
一
緒
に
食
す
の
が
最
高
な
の
だ
か
ら
、

マ
ス
カ
ル
ポ
ー
ネ
チ
ー
ズ
が
合
わ
な
い
わ
け
が
な
い
！　

　

大
学
芋
を
タ
レ
と
一
緒
に
軽
く
つ
ぶ
し
て
、
グ
ラ
タ
ン

皿
へ
。
マ
ス
カ
ル
ポ
ー
ネ
チ
ー
ズ
を
か
け
て
、
オ
ー
ブ
ン

ト
ー
ス
タ
ー
で
4
〜
5
分
軽
く
焼
く
。
ち
ょ
っ
と
チ
ー
ズ

が
溶
け
る
く
ら
い
が
僕
の
好
み
だ
。
ワ
イ
ン
は
イ
タ
リ
ア

産
の
赤
だ
。
オ
ー
ブ
ン
か
ら
漂
う
甘
く
な
つ
か
し
い
香
り

に
、
思
わ
ず
キ
ッ
チ
ン
で
頬
ば
る
。
棚
に
少
し
だ
け
余
っ

て
い
た
バ
ゲ
ッ
ト
と
一
緒
に
食
べ
れ
ば
お
腹
も
い
っ
ぱ
い
、

ワ
イ
ン
も
進
む
。

　

あ
あ
、
こ
れ
ぞ
至
福
の
時
！

Daily Stand Copoli

川越市南通町16-5
ヨシダビル1F
080-5932-1650
17:00－24:00
火曜定休

染
谷 
悟

D
aily Stand C

opoli

【
第
四
回
】

「ワインを片手に、大学芋を楽しんでみる」

門
人
別
改
帳
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
町
や
村
の
住
民
が
ど
の
寺
の
檀
家
で

あ
る
か
を
記
し
た
も
の
で
す
。
全
て
の
人
が

ど
こ
か
の
寺
の
檀
家
に
な
り
、
キ
リ
シ
タ
ン

な
ど
の
幕
府
の
禁
教
を
信
仰
し
て
い
な
い
こ

と
を
菩
提
寺
が
証
明
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
檀
家
制
度
に
基
く
も
の
で
し
た
。

　

楳
雪
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
氷
川
祭
礼

絵
巻
（
川
越
氷
川
神
社
蔵
）
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
か
つ
、
喜
多
町
の
広
済
寺
を
菩
提
寺
と

し
た
た
め
、
そ
の
作
品
の
多
く
が
同
寺
に
残

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の

川
越
町
人
を
描
き
ま
し
た
。

　

こ
の
図
は
、
江
野
楳
雪
・
梅
青
親
子
が
描

い
た
、
喜
多
町
名
主
の
水
村
与
右
衛
門
忠
信

と
そ
の
妻
わ
き
の
画
像
で
す
。

　

水
村
家
は
、
代
々
与
右
衛
門
と
名
乗
り
、

江
戸
時
代
の
前
期
か
ら
喜
多
町
の
町
名
主
を

勤
め
た
家
で
す
。
例
え
ば
宝
暦
十
二
年
（
一

七
六
二
）
の
喜
多
町
の
宗
門
人
別
改
帳
（
市

立
中
央
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
喜
多
町
の

町
人
四
三
家
の
う
ち
、
土
地
の
持
高
が
一
番

多
い
も
の
は
綾
部
利
右
衛
門
家
の
一
四
三
石

で
、
次
は
間
坂
伊
兵
衛
家
の
一
二
〇
石
で
、

水
村
家
は
五
番
目
の
八
〇
石
を
有
し
て
い
ま

し
た
。

　

こ
の
肖
像
画
の
作
成
年
代
は
不
明
で
す
が
、

楳
雪
と
そ
の
養
子
の
梅
青
が
共
に
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
た
め
、安
政
四
年（
一
八
五
七
）

以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

梅
青
は
、
も
と
は
楳
雪
の
兄
の
子
で
、
安

政
四
年
に
楳
雪
の
娘
た
け
の
聟
養
子
と
し
て

川
越
に
来
て
以
来
、
楳
雪
と
共
に
活
躍
し
た

人
で
す
。
残
念
な
が
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六

八
・
明
治
元
年
）
に
三
十
三
歳
の
若
さ
で
亡

く
な
り
ま
す
が
、
安
政
六
年
に
越
辺
川
氾
濫

の
様
子
を
描
い
た
赤
尾
村
出
水
之
図
（
坂
戸

市
・
林
家
蔵
）
な
ど
の
作
品
が
残
り
ま
す
。

　

幕
末
の
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
記
録

（
埼
玉
県
立
文
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
川
越

町
に
い
た
職
人
一
六
七
人
中
絵
師
は
一
名
と

あ
り
、
こ
の
絵
師
が
江
野
楳
雪
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
川
越
町
の
唯
一
の
絵
師
で
あ
っ
た

彼
の
作
品
を
通
し
て
、
川
越
町
人
の
気
質
が

甦
る
よ
う
で
す
。

参
考
文
献
：
小
澤
弘
監
修
『
江
野
楳
雪
・
梅
青
』

戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
川
越
町
の

絵
師
で
、
江
野
楳ば
い

雪せ
つ

（
一
八
一
二
〜

七
三
）・
梅ば

い

青せ
い

（
一
八
三
五
〜
六
八
）
親
子

を
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
前
回
の

川
越
四
方
山
話
で
紹
介
し
た
「
石
原
の
さ
さ

ら
獅
子
舞
図
」
を
書
い
た
の
は
父
の
楳
雪
に

な
り
ま
す
。

　

楳
雪
が
ま
だ
亀
次
郎
と
名
乗
っ
て
い
た
二

七
歳
の
時
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に

比
企
郡
松
山
町
（
現
東
松
山
市
）
か
ら
川
越

喜
多
町
に
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
（『
川
越

喜
多
町
名
主
御
用
日
記
』
第
二
巻
）。
こ
の

記
録
に
よ
る
と
、「
絵
師
渡
世
」
と
こ
の
時

す
で
に
絵
師
を
生
業
と
し
て
、
川
越
町
の
十

か
町
の
一
つ
喜
多
町
に
居
を
構
え
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
も
と
は
松
山
町
の
曹
源
寺
の

檀
家
で
し
た
が
、
喜
多
町
へ
の
転
居
に
あ
た

り
、
菩
提
寺
を
喜
多
町
の
広
済
寺
に
移
し
ま

し
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
現
在
の
戸
籍
に
あ
た
る
宗

水村わき画像（楳雪筆・水村清氏蔵）水村忠信画像（梅青筆・水村清氏蔵）

川 越
四 方 山 話

第
五
回

文=

川
越
市
立
博
物
館  

宮
原
一
郎

江

川越市立博物館　川越市郭町2-30-1　tel. 049-222-5399　午前9：00～午後5：00（入館午後4：30まで）
月曜休館（休日の場合は翌休）　※入館料はHPを参照下さい。　http://museum.city.kawagoe.saitama.jp/

絵
師

江
野
楳
雪
・
梅
青 
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ホントに川越?!
─素敵な専門店─

みなさん、ご存知でしたか？
「こんなお店があったなんて！」
と驚くほど、川越には専門的なお店がたくさんあるんです。
ここが川越であることを忘れてしまいそう。
そんなちょっと不思議で素敵なお店を紹介します。

文＝櫻井理恵　角山祥道　大澤千穂　　写真＝須賀昭夫　SPAIS
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出
世
横
丁
で
出
会
え
る

異
国
の
か
わ
い
い
も
の
た
ち

ベ
ト
ナ
ム
雑
貨

Sunny Side Terrace

ホ
ン
ト
に
川
越
?!

素
敵
な
専
門
店

　

出
世
横
丁
を
通
る
た
び
に
、
つ
い
つ
い
立

ち
寄
っ
て
し
ま
う
ベ
ト
ナ
ム
雑
貨
専
門
店
の

サ
ニ
ー
サ
イ
ド
テ
ラ
ス
。
異
国
な
ら
で
は
の

か
わ
い
い
色
合
い
の
食
器
や
、
普
段
の
生
活

に
す
ん
な
り
と
な
じ
む
デ
ザ
イ
ン
の
服
や
か

ご
。
つ
い
つ
い
隅
か
ら
隅
ま
で
眺
め
て
い
る

と
、
気
さ
く
に
話
し
か
け
て
き
て
く
れ
る
の

は
店
主
の
佐
々
木
彰
子
さ
ん
だ
。

　

２
０
０
１
年
に
川
越
商
工
会
議
所
が
主
催

す
る
川
越
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
「
夢
乃

市
」
で
雑
貨
店
を
始
め
て
か
ら
、
２
０
０
９

年
に
こ
の
場
所
へ
。
川
越
一
番
街
商
店
街
で

は
理
事
を
務
め
る
な
ど
、
川
越
の
ま
ち
づ
く

り
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
も
と
も

と
雑
貨
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
佐
々
木
さ
ん

に
、
な
ぜ
ベ
ト
ナ
ム
な
の
か
聞
い
て
み
た
。

「
仕
入
れ
も
含
め
れ
ば
今
ま
で
に
30
回
以
上

は
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
道
路
も
整

備
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
り
と
、

日
本
よ
り
利
便
性
に
は
欠
け
る
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
す
が
、
と
に
か
く
こ
の
国
の
活
気
は
も

の
す
ご
い
。
住
む
ひ
と
び
と
の
〝
生
き
る
ち

か
ら
〞
に
は
本
当
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
」。

　

ベ
ト
ナ
ム
は
ア
ジ
ア
の
国
で
あ
り
な
が
ら
、

元
は
フ
ラ
ン
ス
領
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア

ジ
ア
料
理
だ
け
で
な
く
パ
ン
や
コ
ー
ヒ
ー
も

食
卓
に
で
て
く
る
し
、
建
物
な
ど
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
名
残
が
残
る
。
こ
の
国
と
ひ
と
び
と

に
魅
了
さ
れ
た
佐
々
木
さ
ん
。
彼
女
か
ら
、

新
商
品
入
荷
の
お
知
ら
せ
が
発
信
さ
れ
る
の

を
、
常
連
さ
ん
は
い
つ
も
楽
し
み
に
し
て
い

る
。
か
く
い
う
私
も
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の

使
い
勝
手
の
よ
い
か
ご
の
入
荷
を
い
つ
も
心

待
ち
に
し
て
い
る
ひ
と
り
。

　

佐
々
木
さ
ん
の
セ
レ
ク
ト
す
る
ベ
ト
ナ
ム

雑
貨
は
、
私
た
ち
の
普
段
の
生
活
に
も
す
ん

な
り
と
溶
け
込
む
も
の
ば
か
り
。
水
牛
や
貝

を
使
っ
た
カ
ト
ラ
リ
ー
、
手
書
き
で
絵
付
け

さ
れ
た
バ
ッ
チ
ャ
ン
焼
き
の
食
器
、
ま
た
現

地
の
ひ
と
の
温
も
り
を
感
じ
ら
れ
る
、
て
い

ね
い
で
細
か
い
刺
繍
な
ど
が
人
気
。
コ
ン
デ

ン
ス
ミ
ル
ク
を
入
れ
て
飲
む
ベ
ト
ナ
ム
コ
ー

ヒ
ー
や
、
現
地
の
ス
パ
イ
ス
、
フ
ォ
ー
な
ど

の
ベ
ト
ナ
ム
食
材
も
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　

い
つ
も
お
店
の
前
を
通
る
と
つ
い
つ
い
覗

い
て
し
ま
う
こ
の
お
店
。
奥
の
レ
ジ
カ
ウ
ン

タ
ー
か
ら
ニ
コ
ニ
コ
手
を
振
っ
て
く
れ
る

佐
々
木
さ
ん
に
、
今
日
も
会
い
に
行
こ
う
。

サニーサイドテラス
川越市幸町3-15
049-226-2908
11：00‐18：00
月曜定休

ほうろうのチャイポット
（右上・Sサイズ734円）、
肌にうれしいベトナムのナ
チュラル石鹸（左上・1個
378円）、小物入れにも使
えるインドのアルミカップ
（右下・1個378円）、バッ
チャン村で作られるバッチ
ャン焼きカップ&ソーサー
（1客1,188円）

水牛の角製フォーク
（1本216円）。昔から
ベトナムで作られてき
たという特産品

異国の雑貨がところ狭しと
並ぶ店内。かわいいレイア
ウトも参考にしたい

21 20
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こぢんまりとして落ち着いた店内。
カウンター席も数席あるので、一
人でランチという時も安心

店をカラフルに彩るのは、ヂラヌ
ットさんが作った貝殻のカーテン。
可憐な色使いが微笑ましい

タイの人はみな、自らの国の王様
を心から敬愛している

ラープムー950円。豚ひき肉のハ
ーブ炒め。別売のもち米と好相性

マッサマンカレー900円。タイ南
部の郷土カレー。じゃがいもと鶏
肉をココナッツミルクで煮込んで

タイの代表的スープ、トムヤムク
ン 1,400円。東北風にミルク入り
でマイルドに。キノコたっぷり！

クァタイ ピム・チャイ
川越市新富町2-33-8  2F
ランチタイム
11：30‐15：00
ディナー
17：30‐23：00前後

　

本
川
越
の
駅
前
に
あ
る
小
さ
な
ビ
ル
。
こ

の
２
階
に
あ
る
の
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
好
き
の

お
客
さ
ん
で
賑
わ
う
タ
イ
料
理
レ
ス
ト
ラ
ン

「
ピ
ム
・
チ
ャ
イ
」。
16
年
前
に
来
日
し
、

大
宮
の
タ
イ
料
理
店
で
経
験
を
積
ん
だ
タ
イ

出
身
の
ヂ
ラ
ヌ
ッ
ト
さ
ん
が
、
仕
事
仲
間
だ

っ
た
シ
ェ
フ
と
と
も
に
開
い
た
店
だ
。
オ
ー

プ
ン
は
今
か
ら
４
年
前
。
新
た
な
ス
タ
ー
ト

に
川
越
を
選
ん
だ
理
由
は
、
こ
の
街
が
日
本

人
の
ご
主
人
と
一
緒
に
暮
ら
す
ホ
ー
ム
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
あ
っ
た
こ
と
と
、「
当
時
ま
だ
タ

イ
料
理
の
店
が
な
か
っ
た
川
越
の
街
で
、
自

分
の
店
を
開
き
た
か
っ
た
か
ら
」。

　

と
も
に
働
く
シ
ェ
フ
の
ニ
ン
さ
ん
は
、
バ

ン
コ
ク
の
中
心
地
サ
イ
ア
ム
の
高
級
レ
ス
ト

ラ
ン
で
約
20
年
腕
を
振
る
っ
た
確
か
な
キ
ャ

リ
ア
の
持
ち
主
。
対
面
キ
ッ
チ
ン
の
こ
の
店

で
は
「
お
客
さ
ん
の
お
い
し
い
と
喜
ぶ
顔
を

見
な
が
ら
料
理
で
き
る
の
が
何
よ
り
う
れ
し

い
」
と
や
さ
し
く
微
笑
む
。

　

店
で
振
る
舞
う
の
は
、
ヂ
ラ
ヌ
ッ
ト
さ
ん

と
ニ
ン
さ
ん
の
故
郷
で
あ
る
タ
イ
東
北
地
方

の
味
が
中
心
だ
。
例
え
ば
青
パ
パ
イ
ヤ
の
サ

ラ
ダ
「
ソ
ム
タ
ム
」
や
、
甘
辛
い
ひ
き
肉
炒

め
「
ラ
ー
プ
」。
濃
い
め
の
味
が
特
徴
の
東

北
料
理
は
、
タ
イ
料
理
を
食
べ
慣
れ
な
い
人

で
も
ど
こ
か
親
し
み
や
す
い
素
朴
な
味
わ
い

が
魅
力
。
と
は
い
え
タ
イ
の
中
で
も
ス
パ
イ

シ
ー
な
味
付
け
で
知
ら
れ
る
東
北
料
理
だ
け

に
、
こ
こ
で
は
日
本
人
に
向
け
て
、
辛
さ
を

少
し
だ
け
抑
え
て
い
る
そ
う
。

　

そ
の
一
方
で
ト
ム
ヤ
ム
ク
ン
や
〝
世
界
で

最
も
美
味
な
食
べ
物
の
一
つ
〞
と
も
称
さ
れ

る
「
マ
ッ
サ
マ
ン
カ
レ
ー
」
な
ど
、
タ
イ
を

代
表
す
る
美
食
も
幅
広
く
。
そ
の
ど
れ
も
が

ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
具
だ
く
さ
ん
。
特
に

飲
み
物
、
サ
ラ
ダ
、
ス
ー
プ
、
デ
ザ
ー
ト
付

き
の
ラ
ン
チ
は
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
お
い
し
い

と
評
判
で
、
近
隣
オ
フ
ィ
ス
の
女
性
た
ち
に

フ
ァ
ン
が
多
い
。
そ
し
て
休
日
と
も
な
れ
ば
、

広
く
埼
玉
県
中
か
ら
故
郷
の
味
を
求
め
て
タ

イ
出
身
者
が
訪
れ
る
の
だ
と
か
。

　

店
名
の
「
ピ
ム
・
チ
ャ
イ
」
の
由
来
は
、

ヂ
ラ
ヌ
ッ
ト
さ
ん
の
愛
称
〝
ピ
ム
〞
に
、
タ

イ
語
の
〝
心
〞
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
合
わ

せ
た
造
語
。
そ
の
言
葉
ど
お
り
彼
女
の
穏
や

か
な
人
柄
に
触
れ
な
が
ら
、
上
質
な
タ
イ
の

味
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
楽
し
め
る
。

良
心
価
格
で
具
だ
く
さ
ん

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
タ
イ
食
堂

タ
イ
料
理

ク
ァ
タ
イ 

ピ
ム・
チ
ャ
イ

ホ
ン
ト
に
川
越
?!

素
敵
な
専
門
店




