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あ
の
藩
譲

『王
子
の
魏
』
も

食
べ
た

賢

落
語
『王
子
の
狐
』
と
い
つ
話
を
ご
存

知
だ
ろ
う
か
？

あ
る
日
、
狐
が
女
に
化
け
る
と
こ
ろ
を

通
り
が
か
り
の
男
が
見
て
し
ま
２ヽ

男
は

何
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
、
女
に
化
け
た
狐

を
近
く
の
料
理
屋
に
誘
い
、
沢
山
の
酒
を

飲
ま
せ
て
し
ま
２ゝ

そ
し
て
、
そ
の
女
に
化

け
た
狐
が
寝
込
ん
で
し
ま
う
と
、
男
は
店

の
人
に
「後
で
女
が
勘
定
を
払
う
か
ら
」

と
言
っ
て
出
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

家
に
帰
っ
た
男
は
、
狐
を
欺
し
た
の
で
祟

り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な

り
、
翌
日
お
詫
び
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
親

狐
が
不
在
で
子
狐
し
か
い
な
い
た
め
、
仕

方
な
く
狐
の
好
物
を
あ
げ
て
帰
っ
て
し
ま

２ヽ

子
狐
は
、
帰
っ
て
き
た
親
狐
に
男
が

持
っ
て
き
た
も
の
を
見
せ
る
と
「馬
糞
か

も
知
れ
な
い
か
ら
食
べ
て
は
い
け
な
い
よ
」

と
諭
す
と
い
つ
も
の
だ
。
フ」の
話
の
中
で

男
が
女
を
誘
っ
た
料
理
屋
が
王
子
扇
屋

で
あ
る
。

王
子
扇
屋
（当
主
早
船
武
彦
）は
、
慶

安
元
年
二
代
目
将
軍
家
光
の
時
代
に
初

代
弥
左
衛
門
が
、
農
業
の
傍
ら
に
『農
間

煮
売
商
人
』
の
看
板
を
か
け
、
掛
茶
屋
を

始
め
る
。
江
戸
時
代
の
王
子
稲
荷
の
繁

忙
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
沿
道
に

は
数
多
く
の
茶
屋
が
あ
っ
た
。

王
子
は
飛
鳥
山
の
桜
、
滝
の
川
の
紅

葉
な
ど
江
戸
っ
子
の
遊
山
行
楽
の
場
所

と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
子
扇
屋

が
掛
茶
屋
か
ら
料
理
屋
と
な
る
の
が
、
寛

政
１１
年
の
頃
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以

後
、
王
子
の
繁
栄
を
背
景
に
、
一扇
屋
は
大

き
く
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

多
く
の
文
献
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

安
藤
広
重
の
浮
世
絵
の
題
材
に
な
っ
た

り
、
随
筆
や
川
柳
に
登
場
し
、
そ
の
代
表

的
な
も
の
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

武
江
年
表
七
、
寛
政
年
間
記
事
の
條
。

「寛
政
十

一
年
春
よ
り
王
子
村
料
理

屋
海
老
屋
扇
や
見
世
ひ
ら
き
あ
り
」

金
曾
木
（太
田
蜀
山
の
随
筆
、
文
化
六
年

の
序
あ
り
）

「王
子
の
茶
屋
は
菜
め
し
田
楽
の
み
に

て
、
青
魚
に
三
葉
芹
の
平
皿
に
も
り
た

る
の
み
な
り
し
に
、
今
は
海
老
や
扇
や
な

ど
い
ふ
料
理
茶
屋
出
来
て
、
其
餘
の
茶
屋

も
其
風
を
學
ぶ
事
と
な
り
ぬ
」

川
柳
江
戸
名
物
に

門
回
の
海
老
は
王
子
の
か
ざ
り
也

（文
政
）

午
の
日
の
奢
は
海
老
で
鯛
を
つ
り（文

化
）

嫁
菜
を
ば
値
切
り
海
老
屋
で
く
ら
つ

て
い
る
（文
化
）

赤
螺
が
海
老
屋
へ
雑
魚
の
と
ヽ
ま
じ

（文
政
）

国
十
と
粂
三
王
子
で
も
て
た
も
の

（文
政
）

国
十
は
海
老
蔵
、
粂
三
は
役
が
三
２
扇

一扇
屋
へ
馴
染
み
と
な
つ
て
三
の
午（文

政
）

一扇
屋
も
地
が
み
の
加
護
で
繁
昌
し

（文
政
）

地
紙
は
土
地
の
神
に
扇
の
地
紙
を
利

か
せ
た
も
の

千
垢
離
の
も
め
扇
屋
で
し
づ
め
折
り

（文
政
）

と
に
か
く
多
く
の
文
献
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
扇
屋
で
あ
る
が
、
最
近
明
ら
か
に

な
っ
た
も
の
に
日
本
全
国
の
地
図
を
作
り

上
げ
た
伊
能
忠
敬
の
測
量
日
記
で
文
化

六
年
の
八
月
二
扇
屋
に
宿
泊
を
し
、
活

動
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
扇
屋
、
海
老
屋
と
あ
る
が
、
一扇

屋
は
兄
が
、
海
老
屋
は
弟
が
経
営
を
し
て

い
た
。
一扇
屋
の
方
が
武
士
を
中
心
と
す
る

高
級
店
で
、
海
老
屋
は

一
般
の
人
を
対

象
と
す
る
大
衆
店
で
あ
っ
た
。
海
老
屋
は
、

明
治
に
入
り
、
閉
店
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
れ
ば
玉
予
焼
き

そ
ん
な
扇
屋
の
名
物
料
理
が
玉
子
焼

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
で
も
幻
の
玉
子
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14代 目王子扇屋当主 早船武彦さん

15代 目王子扇屋 早船武利さん



王子扇屋
住所 :〒 1140021東京都北区岸町1丁 目1-7

電言舌:03-3907-2567

王子の名物として知られているケーキのような形をした王子扇屋の「釜焼き玉子」。

江戸時代のミシュランのレストラン・ガイド。

焼
き
と
言
わ
れ
る
の
が
一扇
屋
の
釜
焼
き
玉

子
で
あ
る
。
一扇
屋
の
あ
る
王
子
は
、
日
光

街
道
が
通
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
参
勤
交

代
で
は
、
中
山
道
を
通
る
の
で
あ
る
が
、
大

名
行
列
が
か
ち
合
っ
て
し
ま
う
時
は
、
一

方
の
大
名
が
日
光
街
道
を
使
い
、
そ
の
時

に
一扇
屋
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
に
、
玉
子
焼
き
、
特
に
釜
焼
き

は
当
主
が
自
ら
作
り
、
大
名
に
提
供
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

玉
子
焼
き
に
は
、
関
西
系
と
関
東
系

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
関
東
系
は

出
汁
を
使
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

特
に
、
一扇
屋
の
出
汁
は
、
何
年
も
使
い

込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
門
外
不
出
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
塩
な
ど
も
直
接

ふ
り
か
け
る
と
い
つ
こ
と
は
せ
ず
に
、
独

自
の
手
法
で
塩
水
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

著
者
も
こ
れ
ま
で
玉
子
焼
き
に
つ
い
て

は
数
多
く
見
て
き
た
が
、
ご
子
息
の
焼
く

と
こ
ろ
を
拝
見
し
た
が
、
ア」こ
ま
で
や
っ
て

こ
の
値
段
と
い
つ
の
は
大
変
に
割
安
感
が

あ
っ
た
。

玉
子
焼
き
は
、
「３
回
引
い
て
焼
く
、
７

返
し
て
蒸
す
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
読

者
も
何
も
料
理
は
し
な
い
と
言
い
な
が
ら

も
、
玉
子
焼
き
を
１
回
く
ら
い
は
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
取
り
立
て
て

難
し
い
技
術
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の

誰
も
が
で
き
る
料
理
で
差
を
つ
け
る
こ
と

が
、
本
当
の
プ
ロ
な
の
で
あ
ろ

２ヽ

た
か
が

玉
子
焼
き
、
さ
れ
ど
玉
子
焼
き
で
あ
る
。

王
子
の
釜
焼
き
の
起
源
は
明
確
で
は

な
い
が
、
現
当
主
に
よ
る
と
海
外
で
の
調

理
技
術
が
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
言

２ゝ

釜
焼
き
は
焼
く
と
い
う
よ
り

は
、
蒸
す
と
い
う
方
が
正
し
い
か
も
し
れ

な
い
。
海
外
か
ら
日
本
に
来
る
人
達
は
、

料
理
人
を
同
伴
さ
せ
て
い
た
。
フ」の
メ
ン

バ
ー
が
扇
屋
に
立
ち
寄
っ
た
時
に
、
焼
き

方
の
技
術
を
教
え
、
そ
れ
を
工
夫
し
た

も
の
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

事
実
、
著
者
の
知
る
範
囲
で
も
王
子

音
無
川
の
扇
屋
の
釜
焼
き
玉
子
焼
き
を

お
茶
の
お
点
前
の
菓
子
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

料
亭
と
し
て
の
艤
量
は

関
鸞
り
な
つ
け
燎

現
当
主
は
、
昭
和
１３
年
の
生
ま
れ
で
あ

り
、

２５
歳
の
時
に
一扇
屋
に
入
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
昭
和
３８
年
に
１４
代
目
を
継
ぐ
こ
と

に
な
る
。

現
社
長
は
若
い
時
に
、
一
時
の
気
の
迷

広重画の浮世絵

「王子装東ゑの木 大晦日の狐火」

音無川沿いの遊歩道にある店舗『王子扇屋』
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い
も
あ
っ
た
が
、
一扇
屋
が
古
い
も
の
で
自

然
に
継
ご
う
と
い
つ
気
に
な
っ
た
そ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
調
理
部
門
に
入
る
。
父

は
明
治
生
ま
れ
で
あ
り
、
自
ら
仕
入
れ

し
て
い
て
、
現
当
主
が
小
さ
い
時
か
ら
河

岸
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
フ」の
た
め
、

ご
く
自
然
に
調
理
に
は
馴
染
ん
で
い
っ
た

そ
う
で
あ
る
。

玉
子
焼
き
、
釜
焼
き
は
従
業
員
か
ら
教

わ
る
。
扇
屋
は
、
古
く
か
ら
働
い
て
い
る
従

業
員
が
多
く
、

８０
歳
く
ら
い
の
人
が
い
て
、

家
族
同
然
の
扱
い
を
し
て
い
た
そ
う
だ
。

事
実
、
一扇
屋
で
亡
く
な
り
、
一
生
を
終

え
、
無
縁
仏
と
な
っ
て
い
る
人
も
い
る
。

さ
て
、
一届
屋
の
経
営
で
あ
る
が
、
江
戸

時
代
は
武
士
・町
人
に
支
え
ら
れ
、
明
治

か
ら
昭
和
に
か
け
て
軍
人
。役
人
や
王
子

製
紙
の
幹
部
と
い
っ
た
人
達
に
支
え
ら
れ

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
太
平
洋
戦
争
に
よ

り
、
一扇
屋
が
焼
失
し
て
し
ま

，２

そ
し
て
、

戦
後
は
以
前
の
店
舗
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
現
在
地
へ
移
転
し
た
。

高
度
成
長
期
は
、
現
扇
屋
ビ
ル
の
中
で

料
理
屋
を
営
ん
で
い
た
が
、
高
級
割
烹
で

あ
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
接
待

・交
際
費

で
飲
食
を
す
る
人
達
が
中
心
と
な
っ
て
し

ま
い
、
売
上
の
波
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
に
、

業
績
が
安
定
し
な
い
。

そ
フ」で
迷
っ
た
末
、

１０
年
程
前
に
料
飲

部
門
を
開
鎖
し
、
玉
子
焼
き
作
り
と
販

売
に
徹
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、

守
り
続
け
て
き
た
玉
子
焼
き
を
中
心
に
、

一扇
屋
の
看
板
を
残
そ
う
と
い
つ
現
当
主

の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
フ」ま
で
を
ふ
り
返
り
、
現
当
主
は
言

２ゝ

直
接
お
客
様
に
玉
子
焼
き
を
渡
す

こ
と
に
よ
り
、
お
客
様
の
本
当
の
声
や
励

ま
し
が
聞
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
以

前
の
扇
屋
は
、
古
い
の
れ
ん
の
上
に
あ
ぐ

ら
を
か
い
て
、
本
当
の
お
客
様
の
声
を
聞

い
て
い
た
か
と
い
う
の
は
疑
間
で
あ
る
と

一言
２事

実
、
著
者
が
一扇
屋
の
店
頭
で
聞
い
て

い
る
と
、
お
客
様
か
ら
「熱
い
の
に
頑
張
っ

て
ね
…
」
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。

７３
歳
の
現
当
主
は
ど
う
感
じ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
今
ま
で
多
く
の
老
舗
を
見

て
き
た
が
、
現
体
制
を
無
理
し
て
維
持
し

よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
『の
れ
ん
』

を
落
と
さ
ぎ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

魔
鑢
が
磯
畿

で
あ
る
こ
と
濾

ま
た
、
よ
く
聞
く
言
葉
に
「最
近
あ
の

店
は
お
客
さ
ん
の
声
を
聞
か
な
く
な
っ
た

ね
…
」
と
い
つ
も
の
が
あ
る
。
お
客
様
の

声
を
聞
き
続
け
て
い
る
か
ら
、
老
舗
は
老

舗
で
あ
る
の
だ
ろ
Ｒゝ

そ
れ
を
し
な
く
な

っ
た
老
舗
は
、
た
だ
古
い
だ
け
で
老
舗
で

は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

―

　

―

　

，

Ｉ

Ｌ

Ｉ
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さ
て
、

・５
代
目
で
あ
る
が
、
現
当
主
の

息
子
、
早
船
武
利
が
社
内
で
修
行
中
で

あ
る
。
す
で
に
１０
年
の
玉
子
焼
き
キ
ャ
リ

ア
が
あ
り
、
し
っ
か
り
し
た
腕
を
身
に
つ

け
て
い
る
。
た
だ
、
一扇
屋
を
引
き
継
ぐ
に

は
、
玉
子
が
焼
け
る
だ
け
で
は
困
る
の
で

あ
る
。
経
営
全
般

・家
族
の
見
る
目
が
必

要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
「自
分
の
家
族
を
守
る
と
い
つ
こ

と
な
の
で
す
が
ね
…
」
と
、
現
社
長
は
笑

っ
て
い
た
。

著
者
は
思
い
き
っ
て
、
ど
う
し
て
機
械

化
を
し
な
い
の
で
す
か
、
も
っ
と
種
類
を

増
や
せ
ば
扇
屋
さ
ん
程
の
『の
れ
ん
』
が
あ

る
な
ら
ば
、
更
に
業
績
向
上
は
可
能
な

の
で
は
な
い
か
と
話
し
た
。

す
る
と
、
現
当
主
が
「そ
れ
は
し
ま
せ

ん
よ
、
大
体
機
械
で
焼
く
よ
う
に
な
っ
て

は
王
子
の
扇
屋
で
は
な
い
で
す
か
ら
」
と

一言
っ
て
い
た
。

何
気
な
い
会
話
で
あ
る
が
、
ア」れ
は
著

者
の
心
の
中
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。

１４

代
目
か
ら
１５
代
目
に
フ」
の
心
が
引
き
継

が
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ

２ヽ
冒
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
コ
ン
サ
を
η
ジ
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
ｌ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
ヨ
ン
サ
ル
テ
イ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
書
書
Ｆ
ｃ
の
老

舗
に
学
べ
宍
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、
『必
ず
売
れ
る

営
業
了
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
穴
以
上
す
ば
る
舎
）な
ど
多
数
。

明治初年に撮影された王子の料理屋・扇屋。

料理屋・扇屋の庭園風景。当時の面影を感じさせる。

料理屋・扇屋の夕涼み風景を表した浮世絵。
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