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■
「
川
越
い
も
」
の
始
ま
り
は
？

サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
ペ
ル
ー
に
か
け
て
の
中
南

米
が
原
産
で
す
。
大
航
海
時
代
以
降
、
世
界
に
広
ま
り
ま
し
た
。

中
国
経
由
で
沖
縄
本
島
に
入
っ
た
の
が
、
慶け

い

長
ち
ょ
う

十
年
（
一
六

〇
五
）。
薩さ

つ

摩ま

（
現
在
の
鹿
児
島
県
）
で
本
格
的
に
サ
ツ
マ
イ

モ
作
り
が
始
ま
っ
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
百
年
後
の
宝ほ

う

永え
い

二
年

（
一
七
〇
五
）
で
す
。

享
き
ょ
う

保ほ
う

十
七
年
（
一
七
三
二
）、
西
日
本
に
大
飢
き
ん
が
起
こ

り
、
江
戸
幕
府
は
対
応
に
追
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸
の
儒
学
者
・

サ
ツ
マ
イ
モ
資
料
館
（
小こ

室む
ろ

）
館
長

井い
の

上う
え

浩ひ
ろ
し

さ
ん
（
74
歳
・
岸き

し

町ま
ち

二
丁
目
）

＊
井
上
さ
ん
の
前
に
あ
る
の
が
、江
戸
時
代
、

焼
き
芋
に
使
わ
れ
て
い
た
平
鍋
と
か
ま
ど
。

七
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
る
平
本
さ
ん
の
店

で
、
か
つ
て
使
っ
て
い
た
物
も
同
じ
よ
う
な

形
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

べ
調調調
る

川
越
は
、
昔
か
ら
サ
ツ
マ
イ
モ
で
有
名
な
ま
ち
。

現
在
は
、
蔵
造
り
の
町
並
み
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
的
な
建
造

物
が
、
観
光
客
を
引
き
つ
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
旅
行
先
な
ど

で
川
越
か
ら
来
た
こ
と
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
ま

ち
で
す
ね
」
と
返
事
が
あ
っ
た
と
い
う
話
を
、
時
々
伺
い
ま
す
。

こ
と
し
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
が
日
本
に
伝
来
し
て
四
百
年
目
。
こ

れ
を
機
会
に
、
市
で
は
「
さ
つ
ま
い
も
伝
来
四
百
年
記
念
事
業
」

を
行
い
ま
す
。
こ
の
企
画
記
事
で
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
や
記
念
事
業

に
か
か
わ
る
皆
さ
ん
に
話
を
伺
い
、
あ
ら
た
め
て
サ
ツ
マ
イ
モ
と

川
越
の
ま
ち
が
持
つ
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
広
聴
広
報
課
広
報
担
当
・
℡
内
線
２
１
２
３

①サツマイモを抱くいも地蔵
（生かす）
②サツマイモの葉（育てる）
③右はことしの「国際サツマ
イモ・キャッサバ学会」実行
委員長、マレーシア農務省の
タン・スウィー・リャンさん、
左がドゥエルさん（伝える）
④小江戸川越紅ちゃん（描く）
⑤つぼ焼き芋（続ける）
⑥サツマイモを切る新田さん
（食べる）
⑦ことし、嘉

か

手
で

納
な

町
ちょう

（沖縄
県）と山

やま

川
かわ

町
ちょう

（鹿児島県）
でもイベントを開催（調べる）

さつまいも伝来40
0年記念事業

川越名産案内

サ
ツ
マ
イ
モ
を

巡
る
、

ひ
と
び
と
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青あ
お

木き

昆こ
ん

陽よ
う

は
飢
き
ん
に
備
え
る
た
め
、
中
国
の
文
献
を
基
に
サ

ツ
マ
イ
モ
の
普
及
を
幕
府
に
進
言
し
ま
す
。
当
時
、
関
東
で
は

ま
だ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
作
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、

時
の
将
軍
・
徳と

く

川が
わ

吉よ
し

宗む
ね

は
、
さ
っ
そ
く
昆
陽
に
命
じ
て
作
ら
せ

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
享

き
ょ
う

保ほ
う

二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
こ
と

で
し
た
。

昆
陽
は
江
戸
・
馬ま

加
く
わ
り

村む
ら

（
現
在
の
千
葉
市
）
・
不ふ

動ど
う

堂ど
う

村む
ら

（
現
在
の
千
葉
県
九く

十
じ
ゅ
う

九く

里り

町ま
ち

）
で
サ
ツ
マ
イ
モ
を
試
作
し
、

江
戸
と
馬
加
村
で
成
功
し
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
馬
加
村
の
技
術

を
寛か

ん

延え
ん

四
年
（
一
七
五
一
）
に
、
川
越
藩
内
の
南

み
な
み

永な
が

井い

村む
ら

（
現
在
の
所

と
こ
ろ

沢ざ
わ

市
）
の
名
主
・
吉よ

し

田だ

弥
右
衛
門

や

え

も

ん

が
導
入
し
た
の

が
、「
川
越
い
も
」
の
始
ま
り
で
す
。
そ
れ
が
三さ

ん

富と
め

新
田
（
現

在
の
所
沢
市
・
三み

芳よ
し

町ま
ち

）
や
、
現
在
の
川
越
市
内
へ
と
少
し
ず

つ
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。

■
全
国
的
に
「
川
越
い
も
」
が
有
名
に
！

も
と
も
と
、
飢
き
ん
用
に
作
ら
れ
て
い
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、

す
ぐ
に
農
家
の
日
常
用
の
食
料
と
し
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

そ
し
て
、
江
戸
時
代
末
期
の
江
戸
に
突
如
、
一
軒
の
焼
き
芋

屋
が
出
現
。「
八
里
半
（
栗く

り

に
近
い
）」
と
称
し
、
江
戸
近
く
の

農
家
で
余
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
焼
い
て
売
り
出
し
ま
し
た
。
そ

れ
が
評
判
と
な
り
、
焼
き
芋
屋
が
ど
っ
と
増
え
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
江
戸
近
く
だ
け
で
は
芋
が
足
り
な
く
な
り
、
大
量
に
供

給
で
き
て
運
賃
の
安
い
舟
で
運
べ
る
千
葉
と
川
越
の
サ
ツ
マ
イ

モ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、「
川
越
い

も
」
の
味
が
い
い
と
通
人
の
間
で
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

評
判
が
全
国
へ
伝
わ
り
、「
川
越
い
も
」
は
ブ
ラ
ン
ド
と
な
り
、

現
在
に
続
い
て
い
ま
す
。

戦
中
・
戦
後
の
食
糧
難
時
代
を
サ
ツ
マ
イ
モ
の
お
か
げ
で
生

き
延
び
る
こ
と
の
で
き
た
者
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
心

か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
サ
ツ
マ
イ
モ

の
持
つ
強
い
パ
ワ
ー
を
広
く
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■
「
紅
ち
ゃ
ん
」
は
、
こ
う
し
て

生
ま
れ
た

実
は
、夫
も
応
募
し
た
ん
で
す
。

そ
の
作
品
「
キ
ン
ト
キ
マ
ン
」
を

見
な
が
ら
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る

う
ち
に
、
次
々
に
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ん
で
き
ま
し
た
。「
川
越
に
は

着
物
が
似
合
う
」「
サ
ツ
マ
イ
モ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
女
の
子
の

ほ
う
が
か
わ
い
い
」「
輪
切
り
に

す
る
と
、
顔
の
表
情
を
作
り
や
す

い
」
な
ど
な
ど
…
…
。
結
局
、
自

分
で
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
て
出
し
た

ら
、
選
ば
れ
ま
し
た
。

■
「
川
越
い
も
」
と
の
出
会
い

都
内
か
ら
、
今
の
住
ま
い
に
引

た
。
取
れ
た
て
は
、
あ
く
が
な
く

て
お
い
し
い
！
　
産
地
な
ら
で
は

の
味
で
す
ね
。

こ
こ
に
住
ん
で
か
ら
、
一
面
に

サ
ツ
マ
イ
モ
畑
が
広
が
る
風
景

も
、
川
越
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
思

い
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
い
所
に
引
っ
越
し
て
来
た
と
、

ほ
ん
と
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

■
「
紅
ち
ゃ
ん
」
が
愛
さ
れ
続
け

て
ほ
し
い

私
が
生
ま
れ
た
の
は
、
古こ

河が

市

で
す
。
茨
城
県
も
サ
ツ
マ
イ
モ
の

産
地
な
の
で
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の

お
や
つ
に
は
、
干
し
芋
や
芋
松
葉

が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
芋
松
葉

の
ほ
う
が
好
き
で
し
た
ね
。
今
で

も
、
川
越
の
芋
松
葉
や
芋
せ
ん
べ

い
を
食
べ
る
と
、
懐
か
し
い
味
が

し
ま
す
。

雑
木
林
の
落
ち
葉
を
使
っ
て
苗

床
を
作
り
、
そ
の
苗
を
畑
に
植
え

て
サ
ツ
マ
イ
モ
を
育
て
る
方
法

は
、
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
よ
う
で

す
。
こ
の
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
の
風
景

が
、
川
越
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
て

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
紅
ち
ゃ
ん
」
が
川
越

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
愛
さ
れ
続
け
る
と
う

れ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

っ
越
し
て
き
た
の
が
七
年
前
。
夫

の
曽
祖
母
が
川
越
の
出
身
で
、
最

初
は
古
い
城
下
町
だ
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
強
く
あ
り
ま
し
た
。

犬
の
散
歩
を
し
て
い
て
、
近
く

に
芋
掘
り
農
園
が
あ
る
と
知
り
、

畑
の
様
子
を
見
る
の
が
楽
し
み

で
、
し
だ
い
に
農
園
の
方
と
話
を

交
わ
す
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

か
つ
て
幼
稚
園
の
先
生
を
し
て
い

た
こ
ろ
、
遠
足
で
行
っ
た
の
が
懐

か
し
く
、
転
居
し
た
秋
に
す
ぐ
、

芋
掘
り
に
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
掘

っ
て
き
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
焼
き
芋

に
し
た
り
、
ふ
か
し
た
り
。
ま
た
、

サ
ラ
ダ
や
大
学
芋
な
ど
に
し
ま
し

さつまいも伝来400年記念
シンボルキャラクター
「小江戸川越紅ちゃん」の作者
丹
に

羽
わ

法
のり

子
こ

さん（48歳・南
みなみ

大
おお

塚
つか

）

く
描描描


