
「
亀
戸
あ
た
り
で
江
戸
城
の
瓦
を
造
っ
て
い
た
」
と
い
う
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

本
当
な
の
か
、
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。 

意
味
の
な
い
口
承
は
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
伝
言
ゲ
ー
ム
と
同
じ
で
、
長
い
年
月
を
経

て
、
当
然
、
正
確
さ
は
欠
け
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
場
所
に
つ
い
て
は
範
囲
を

広
げ
て
考
え
て
み
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
時
期
も
築
城
時
と
は
限
ら
な
い
。
築
城

後
の
増
改
築
や
修
理
な
ど
、
職
人
が
必
要
と
さ
れ
る
機
会
は
多
々
あ
っ
た
は
ず
だ
。 

江
戸
城
に
つ
い
て
検
索
を
し
て
い
る
中
で
、
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
が
二
〇
一
八
年
に
発

表
し
た
こ
ん
な
記
事
を
発
見
し
た
。 

 

【
海
底
に
沈
む
、
江
戸
城
の
瓦 
三
〇
〇
年
前
の
「
遺
跡
」
調
査
】 

https://www.asahi.com/sp/articles/ASLDK427KLDK
UTPB003.html

 

記
事
に
よ
る
と
、
海
底
遺
跡
調
査
の
結
果
、
初
島
西
岸
沖
水
深
二
十
メ
ー
ト
ル
の
海
底

か
ら
江
戸
城
の
瓦
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
。
大
坂
か
ら
江
戸
に
向
か
う
航
海
中
に
沈
ん
だ



荷
船
の
積
み
荷
が
、
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
瓦
は
、
江
戸
城
の
瓦

を
一
手
に
造
っ
て
い
た
大
坂
の
寺
島
家
製
だ
と
い
う
こ
と
だ
。 

遺
跡
の
専
門
家
が
調
査
し
た
結
果
な
の
で
、
こ
れ
は
素
直
に
受
け
入
れ
よ
う
と
思
う
。 

江
戸
城
は
家
康
の
死
後
、
次
の
流
れ
で
二
度
解
体
さ
れ
、
築
城
し
な
お
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
六
〇
三
年 

家
康
築
城
開
始 

一
六
二
三
年
二
代
将
軍
秀
忠 

家
康
の
天
守
解
体
後
、
新
た
な
天
守
築
城 

一
六
三
八
年
三
代
将
軍
家
光
秀
忠
の
天
守
解
体
後
、
新
た
な
天
守
築
城 

 

記
事
に
掲
載
さ
れ
た
画
像
を
見
る
限
り
、
瓦
は
赤
く
錆
び
て
い
る
の
で
、
銅
瓦
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
白
い
天
守
に
こ
だ
わ
っ
た
家
康
は
、
時
間
が
経
つ
と
白
っ
ぽ
く
な
る

鉛
瓦
を
使
用
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
家
光
の
頃
に
足
尾
銅
山
か
ら
大
量
の
銅
が
産



出
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
鉛
瓦
を
や
め
銅
瓦
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

以

上
の
こ
と
か
ら
、
海
底
調
査
で
見
つ
か
っ
た
瓦
は
家
光
の
時
代
の
銅
瓦
と
断
定
し
て
も
い

い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
を
大
阪
の
寺
島
家
が
一
手
に
造
っ
て
い
た
と
い
う
の
な
ら
、
亀
戸

あ
た
り
で
造
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
瓦
は
、
家
康
か
秀
忠
の
時
代
の
鉛
瓦
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。 

 

寺
島
家
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
国
立
国
会
図
書
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
、
調
査
を
進
め
て
い
こ
う
と
思
う
。「
江
戸
城 

瓦 

職
人
」
の
ワ
ー
ド
で
検
索

し
て
み
る
と
、
か
な
り
の
本
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、
関
連
が
あ
り
そ
う
な
も
の

を
並
べ
て
み
る
。 

 



○
飯
塚
新
（
安
田
火
災
海
上
防
災
課
）
に
よ
る
随
筆 

（
一
九
七
〇
）
「
そ
ん
ぽ
予
防
時

報:
リ
ス
ク
情
報
専
門
誌
」 

（
八
十
三
） 

十
ペ
ー
ジ 

日
本
損
害
保
険
協
会
よ
り 

江
戸
の
町
づ
く
り
に
貢
献
し
た
瓦
の
供
給
地
が
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
、
正
確
に
は
わ

か
ら
な
い
。
た
だ
、
諸
国
産
の
瓦
に
た
い
し
、
地
瓦
と
よ
ば
れ
る
地
場
産
の
瓦
が
供
給

さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
し
、
そ
の
供
給
の
中
心
地
が
隅
田
川
両
岸
に
あ
っ
た
こ

と
も
疑
い
な
い
。 

（
略
） 

浅
草
よ
り
地
瓦
が
長
く
、
し
か
も
多
量
に
焼
か
れ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
本
所
一
帯

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
は
隅
田
川
の
東
岸
、
い
ま
は
墨
田
区
の
一
部
で

あ
る
。
瓦
焼
き
の
基
盤
を
つ
く
る
の
は
良
質
な
粘
土
で
あ
る
。
本
所
か
ら
東
方
へ
伸
び

る
沖
積
地
は
こ
の
条
件
に
よ
く
か
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
瓦
の
よ
う
な
重
量
物
を
運
搬



す
る
に
は
、
水
運
に
恵
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
も
下
町
は
適
し
て
い

た
。
大
小
の
河
川
、
運
河
が
、
か
つ
て
は
縦
横
に
通
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

隅
田
川
東
岸
の
粘
土
は
瓦
焼
き
に
適
し
て
い
た
と
い
う
。
東
岸
な
ら
、
亀
戸
側
だ
。
し

か
し
仮
に
隅
田
川
東
岸
で
焼
い
た
瓦
が
江
戸
城
に
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
、
「
亀
戸
あ
た

り
で
江
戸
城
の
瓦
を
造
っ
て
い
た
」
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
。
正
直
か
な
り
無
理
が
あ
る

と
思
う
。
口
承
の
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

○
加
藤
晃
一
（
一
九
八
九
） 
江
戸
時
代
の
瓦
に
お
け
る
江
戸
式
の
展
開 

「
史
学
研
究
集
録 

第
十
四
号
」 
五
十
八
・
五
十
九
ペ
ー
ジ 

國
學
院
大
學
日
本
史
学
専

攻
大
學
院
会
よ
り 



江
戸
の
瓦
の
生
産
は
、
文
献
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
、
不
明

な
点
が
多
い
。
瓦
の
生
産
に
関
連
す
る
史
料
と
し
て
は
、
斎
藤
月
岑
の
『
武
江
年
表
』

の
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
の
条
に
「
江
戸
に
て
始
め
て
瓦
を
焼
く
（
寺
嶋
氏
某
氏
、

中
氏
彦
六
と
い
う
も
の
、
江
戸
瓦
師
の
元
祖
と
い
う
）
」 

と
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の

年
代
に
は
疑
問
が
み
ら
れ
、
こ
れ
以
前
の
寛
永
十
七
（
一
六
四
〇
）
年
三
月
に
、
浅
草

瓦
焼
屋
敷
か
ら
失
火
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
（
『
寛
永
日
記
』
）
。
ま
た
、
上
述
の
寺

嶋(

島) 

氏
は
、
大
坂
、
京
都
で
御
用
瓦
師
を
務
め
て
い
た
寺
島
家
の
一
族
の
も
の
と
考

え
ら
れ
、
『
寺
島
家
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
江
戸
初
期
に
は
寺
島
三
左
衛
門
・
壱

岐
が
江
戸
表
派
遣
さ
れ
て
い
た (
文
献
十)

。
こ
の
寺
島
家
は
、
幕
末
ま
で
史
料
で
確
認

で
き
江
戸
で
の
御
用
瓦
師
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
文
書
か
ら
、
江
戸
、
大

坂
、
京
都
か
ら
瓦
が
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
江
戸
初
期
に
お
い
て
、
寺
島
家



よ
り
江
戸
で
の
瓦
生
産
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
正
保
二

年
ま
で
、
瓦
の
生
産
開
始
が
下
が
る
と
は
考
え
難
い
。 

(
略) 

幕
府
に
よ
る
職
人
の
統
制
が
、
元
禄
十
二(

一
六
九
九)

年
に
建
築
関
係
の
職
人
を
中

心
と
す
る
肝
煎
制
度
が
設
置
さ
れ
、
瓦
職
人
も
こ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
職
人
の

結
束
は
、
す
で
に
御
用
達
職
人
な
ど
の
有
力
者
を
中
心
に
会
所
、
内
仲
間
な
ど
の
組
織

に
よ
っ
て
独
自
に
進
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
の
組
織
を
幕
府
が
利
用
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る (

文
献
四
十
三)

。 

 

御
用
達
職
人
を
中
心
に
独
自
に
職
人
の
結
束
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
い
つ
頃
か

ら
始
ま
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
記
述
か
ら
、
江
戸
の
瓦
職
人
た
ち
が
江

戸
城
の
御
用
瓦
師
だ
っ
た
寺
島
家
か
ら
仕
事
を
も
ら
っ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
き
た
。
そ



し
て
江
戸
瓦
師
の
元
祖
、
中
氏
彦
六
。
著
者
加
藤
晃
一
の
、
中
氏
彦
六
が
江
戸
瓦
師
の
元

祖
で
あ
る
こ
と
へ
の
疑
い
も
含
め
、
こ
の
後
、
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。 

 

○
社
会
経
済
史
研
究
所
研
究
所
編 
(

一
九
六
六) 

「
社
会
経
済
史
研
究
所
研
究
紀
要 

(

三)

」 

九
ペ
ー
ジ 

社
会
経
済
史
研
究
よ
り 

江
戸
城
の
大
増
築
に
か
か
っ
た
の
は
、
十
年
に
隠
居
し
て
秀
忠
が
将
軍
に
な
っ
た
翌

十
一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
同
時
に
桃
山
式
の
諸
大
名
の
屋
敷
も
建
て

さ
せ
た
。
日
本
全
国
の
建
築
コ
ン
ク
ー
ル
の
形
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
資
材
と

技
術
と
労
力
は
広
く
諸
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
。
木
材
と
石
材
や
石
灰
の
記
録
は
あ
る
が

瓦
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。 

城
の
建
物
は
秘
密
を
守
る
た
め
組
織
化
さ
れ
た
割
普
請

で
、
受
持
以
外
は
一
切
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
仕
組
で
行
わ
れ
た
の
で
、
瓦
も
各
地
か
ら
集

め
ら
れ
た
他
に
、
各
地
の
技
術
で
江
戸
付
近
で
焼
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 



 

こ
こ
で
は
具
体
的
に
、
秀
忠
が
将
軍
に
な
っ
た
翌
年
の
江
戸
城
の
増
改
築
に
つ
い
て
書

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
瓦
は
、
江
戸
付
近
で
焼
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
い
う
。 

こ
こ
で
一
旦
、
整
理
の
た
め
、
気
に
な
っ
た
部
分
を
ま
と
め
て
お
く
。 

 

●
江
戸
の
町
づ
く
り
に
お
い
て
、 

隅
田
川
が
瓦
の
供
給
の
中
心
地
で
あ
っ
た 

 

●
江
戸
瓦
師
の
元
祖
、
中
氏
彦
六
と
い
う
存
在 

 

●
御
用
達
職
人
を
中
心
に
、
職
人
の
結
束
が
独
自
に
進
め
ら
れ
て
い
た 

 

●
江
戸
城
の
増
改
築
に
、
江
戸
付
近
で
焼
か
れ
た
瓦
が
使
わ
れ
て
い
た 



江
戸
瓦
師
の
祖
、
中
氏
彦
六
と
は
一
体
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た
の
か
。
調
べ
る
と
い
く

つ
か
出
て
き
た
。
中
で
も
詳
細
に
書
か
れ
た
も
の
を
二
点
紹
介
す
る
。 

 

○
井
上
安
治 

画 

（
他)

（
一
九
八
一
）
「
色
刷
り
明
治
東
京
名
所
絵
」 

百
十
八
ペ
ー

ジ 

角
川
書
店
よ
り 

枕
橋
か
ら
業
平
橋
に
か
け
て
の
南
岸
、
中
之
郷
瓦
町
（
今
の
吾
妻
橋
二
、
三
丁
目)

も
、
北
岸
東
寄
り
の
小
梅
瓦
町
（
向
島
一
丁
目)

も
、
地
名
そ
の
ま
ま
、
瓦
焼
の
本
場
で

あ
っ
た
。 

（
略) 

小
梅
中
之
郷
八
軒
町
（
現
吾
妻
橋
三
丁
目
）
の
、
浅
草
寺
の
末
寺
延
命
寺
（
昭
和
初

期
青
戸
に
移
る
）
に
瓦
不
動
尊
と
い
う
有
名
な
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
作
者
は
江

戸
瓦
師
の
祖
と
い
わ
れ
る
中
氏
彦
六
で
あ
る
。
先
祖
は
朝
鮮
か
ら
の
帰
化
人
で
、
仏
像



を
つ
く
る
と
さ
な
が
ら
生
け
る
が
ご
と
く
精
彩
が
あ
っ
て
、
ふ
つ
う
の
仏
師
に
は
ま
ね

の
で
き
な
い
妙
技
を
揮
っ
た
と
い
う
。 

 

○
沾
涼
纂
輯[

他] (

一
九
七
六) 

「
江
戸
砂
子
」 

二
百
九
十
三
ペ
ー
ジ 

東
京
堂
出
版

よ
り 不

動
尊 

中
ノ
郷
瓦
師
、
中
氏
彦
六
作
也
。 

此
彦
六
は
無
双
の
名
人
に
て
、
瓦
を
以
仏
像
を
作
る
に
、
其
形
相
仏
工
の
及
ざ
る
所

を
よ
く
す
。
正
保
四
年
九
月
、
高
野
山
蓮
華
定
院
の
住
職
盛
立
法
印
、
所
望
に
よ
っ
て

倶
利
迦
羅
不
動
の
像
を
作
る
。
か
の
寺
の
開
山
行
勝
上
人
は
、
倶
梨
迦
羅
明
王
の
化
現

な
れ
ば
、
あ
ま
ね
く
諸
州
に
お
ゐ
て
仏
工
画
師
等
に
命
じ
て
其
像
を
う
つ
す
に
、
終
に

心
に
叶
は
ず
、
中
氏
が
瓦
を
以
作
る
を
見
て
、
は
じ
め
て
望
を
と
げ
た
り
と
。
感
心
の

あ
ま
り
件
の
旨
趣
を
書
彦
六
へ
あ
た
ふ
。
彼
が
家
に
あ
り
て
珍
と
せ
り
。
此
も
の
、
む



か
し
は
今
の
椎
の
木
や
し
き
の
地
に
住
す
と
也
。 

東
都
瓦
師
の
始
は
、
寺
嶋
氏
と
此
彦

六
な
り
と
云
り
。 

 

中
氏
彦
六
の
瓦
焼
の
腕
は
、
相
当
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
人
物
が
見
え
て
き
た
と
こ

ろ
で
、
次
は
文
中
に
何
度
か
出
て
き
た
中
ノ
郷
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
。 

 

○
矢
田
插
雲(

一
九
八
一) 

「
江
戸
か
ら
東
京
へ 

第
五
巻
」 

二
百
六
十
二
〜
二
百
六
十

三
ペ
ー
ジ 

中
央
公
論
社
よ
り 

中
之
郷
瓦
町
の
瓦
焼
の
絵
は
、
昔
か
ら
隅
田
川
畔
の
景
情
を
描
く
、
浮
世
絵
師
の
見

の
が
さ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
昔
は
南
本
所
瓦
町
と
称
し
、
南
本
所
石
原
町
に
連
接
し

て
あ
っ
た
が
、
寛
文
九
年
、
本
所
奉
行
か
ら
の
お
達
し
で
、
館
林
侯
お
下
屋
敷
の
付
近

で
、
火
を
用
う
る
は
然
る
べ
か
ら
ず
と
い
わ
れ 
源
森
川
の
南
岸
へ
移
転
し
た
。
瓦
焼
の



移
転
は
、
例
の
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
な
、
曲
竈
か
ら
崩
し
て
か
か
る
の
で
、
大
変
だ
っ

た
。 

 

 



 

○
東
京
都
江
東
区 (

一
九
五
七) 

「
江
東
区

史 

全
」 

三
一
〇
ペ
ー
ジ 

江
東
区
よ
り 

本
所
瓦
町
は
、
は
じ
め
本
所
村
石
原
町
続

き
の
館
林
家
の
倉
屋
敷
の
近
く
で
付
近
の
住

民
が
瓦
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
寛
文
年

間
（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
） 

た
び
た
び

失
火
を
し
た
の
で
小
梅
村
続
き
源
森
橋
東
に

移
っ
た
が
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
） 

に
こ

こ
あ
た
り
一
帯
が
水
戸
邸
に
な
っ
た
の
で
深

川
北
松
代
町
の
近
く
へ
代
地
を
与
え
ら
れ
南

本
所
瓦
町
と
町
名
を
定
め
た
。 

『江戸名所図会 7 巻』より「瓦師」 



瓦
職
人
た
ち
が
源
森
川
南
岸
に
移
っ
た
の
は
、
寛
文
九
年
と
あ
る
。
寛
文
九
年
は
西
暦

一
六
六
九
年
だ
か
ら
、
明
暦
の
大
火(

一
六
五
七
年)

よ
り
後
だ
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
頃

に
は
も
う
天
守
は
消
失
し
て
い
る
。
彼
ら
が
江
戸
城
に
関
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
本
所
村
石

原
町
続
き
の
館
林
家
の
倉
屋
敷
近
く
で
瓦
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
頃
し
か
な
い
。 

そ
う
な
る
と
わ
か
ら
な
く
な
る
の
が
、
江
戸
瓦
師
の
元
祖
と
さ
れ
る
中
氏
彦
六
の
存
在

で
あ
る
。
中
氏
彦
六
が
江
戸
瓦
師
の
元
祖
な
ら
、
石
原
町
付
近
で
瓦
を
焼
い
て
い
た
住
民

は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
氏
彦
六
が
江
戸
瓦
師
の
元
祖
と
い
う
か
ら
に
は
、
彼
ら
よ

り
前
に
瓦
を
焼
い
て
い
た
は
ず
だ
が
、
検
索
で
出
て
く
る
の
は
、
「
中
之
郷
の
中
氏
彦

六
」
と
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り
だ
。
源
森
川
南
岸
の
中
之
郷
で
瓦
焼
が
始
ま
る
の
は
、
石

原
町
か
ら
の
移
転
後
で
あ
る
。 

中
氏
彦
六
の
元
祖
説
は
、
先
に
引
用
し
た
「
江
戸
時
代
の
瓦
に
お
け
る
江
戸
式
の
展

開
」
の
中
で
、
加
藤
晃
一
氏
が
疑
っ
て
い
た
。
私
も
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
中
氏
彦
六



は
江
戸
瓦
師
の
元
祖
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
も
と
も
と
石
原
か
ど
こ
か
で
瓦

を
焼
い
て
い
て
、
中
之
郷
に
い
た
頃
に
仏
像
で
有
名
に
な
り
、
中
之
郷
の
中
氏
彦
六
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
之
郷
以
前
の
情
報
が
出
て
こ
な
い
以

上
、
元
祖
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

    

 

 



 

 

瓦
製
造
業
を
営
ん
で
い
た
住
民

た
ち
は
、
南
本
所
石
原
町
続
き
の
南

本
所
村
か
ら
源
森
橋
の
東
に
移
り
、

そ
の
後
再
び
、
深
川
北
松
代
町
の
近

く
に
代
地
を
与
え
ら
れ
て
移
動
す

る
。
そ
こ
が
南
本
所
瓦
町
と
な
っ

た
。 

 

南
本
所
瓦
町
の
現
町
名
は
、
亀
戸

一
丁
目
で
あ
る
。 

 

『本所猿江亀戸村辺絵図』嘉永 4 年（部分） 

 近吾堂より 



江
戸
城
の
瓦
を
一
手
に
造
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
大
阪
の
寺
島
家
が
、
江
戸
の
瓦
職
人
た

ち
に
仕
事
を
ふ
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
そ
の
地
は
隅
田
川
東
岸
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。 

し
か
し
瓦
職
人
た
ち
が
亀
戸
に
や
っ
て
き
た
の
は
天
守
消
失
後
な
の
で
、
残
念
な
が

ら
、
亀
戸
で
江
戸
城
の
瓦
を
焼
い
て
い
た
と
い
う
事
実
は
な
さ
そ
う
だ
。
し
か
し
現
実
と

し
て
、
亀
戸
あ
た
り
で
江
戸
城
の
瓦
を
造
っ
て
い
た
と
い
う
話
が
、
口
承
と
し
て
残
っ
て

い
る
。
こ
こ
が
伝
言
ゲ
ー
ム
の
面
白
い
と
こ
ろ
だ
。 

こ
こ
か
ら
先
は
推
測
で
し
か
な
い
が
、
や
は
り
館
林
家
の
倉
屋
敷
近
く
で
瓦
製
造
業
を

営
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
住
民
が
、
江
戸
城
に
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の

後
、 

源
森
橋
東
を
経
て
、
南
本
所
瓦
町
、
つ
ま
り
現
在
の
亀
戸
一
丁
目
五
ノ
橋
付
近
に

や
っ
て
き
た
。
そ
こ
が
最
終
の
地
と
な
り
、
先
祖
代
々
、
江
戸
城
の
瓦
を
焼
い
た
こ
と
を



誇
り
に
思
い
語
り
継
い
で
き
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
脚
色
さ
れ
て
「
亀
戸
あ
た
り
で
江
戸

城
の
瓦
を
造
っ
て
い
た
」
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

実
際
に
五
ノ
橋
付
近
で
瓦
を
焼
い
て
い
た
瓦
師
の
孫
が
、
「
甍
の
夢―

或
る
瓦
職
の
技

と
心 

建
築
職
人
の
世
界
」
の
中
で
当
時
の
様
子
を
語
っ
て
い
る
。
祖
父
の
代
ま
で
瓦
焼

き
を
し
て
い
た
こ
と
や
、
五
ノ
橋
周
辺
を
五
ツ
目
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
、
船
便
の
利
の
た

め
、
五
ツ
目
の
川
っ
ぷ
ち
に
窯
元
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
一
九
二
○
年
生
ま
れ
の
亀

戸
一
丁
目
住
民
の
生
の
声
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。 

江
戸
城
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
亀
戸
一
丁
目
に
瓦
職

人
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。 

 



 

○
加
藤
亀
太
郎(

一
九
九
一) 

「
甍
の
夢―

或
る
瓦
職
の
技
と
心 

建
築
職
人
の
世
界
」 

六
〜
八
ペ
ー
ジ 

建
築
資
料
研
究
社
よ
り 

わ
た
し
の
生
ま
れ
は
、
亀
戸
の
五
ツ
目
っ
て
所(

現
、
東
京
都
江
東
区
亀
戸
一
丁
目)

な
ん
で
す
が
、
そ
の
辺
り
は
、
瓦
焼
き
の
窯
元
や
瓦
葺
き
の
職
人
た
ち
が
大
勢
住
ん
で

る
職
人
町
だ
っ
た
ん
で
す
。 

た
て
か
わ
五
ツ
目
っ
て
い
う
言
い
方
は
ね
、
戦
前
の
本
所(

墨
田
区)

と
深
川(

江
東

区)

の
間
を
流
れ
て
隅
田
川
に
注
ぐ
竪
川
に
、
一
の
橋
か
ら
は
じ
ま
っ
て
六
の
橋
ま
で
架

か
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
橋
の
周
辺
を
一
ツ
目
、
二
ツ
目
、
三
ツ
目
っ
て
い
う
具
合

に
よ
ん
だ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
五
の
橋
周
辺
は
五
ツ
目
っ
て
い
う
わ
け
で
す
。 

 

（
略
） 

正
式
の
地
名
は
あ
る
ん
で
す
が
、
皆
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
た
ん
で
す
ね
。 



竪
川
の
五
の
橋
近
く
で
、
横
十
間
川
が
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
こ
の
横
十
間
川
の
川
岸
に

瓦
の
窯
元
が
六
軒
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
正
式
な
地
名
は
南
本
所
瓦
町
っ
て
い
う
ん

で
す
が
、
五
ツ
目
の
瓦
屋
、
こ
れ
で
ど
こ
で
も
通
っ
て
い
ま
し
た
。
窯
元
が
六
軒
も
あ

っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
自
然
、
瓦
焼
き
職
人
や
瓦
葺
き
の
職
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、
職
人

町
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
瓦
の
窯
元
っ
て
い
う
の
は
、
船
便
の
利
の
た
め
に
運
河
岸
に
作
ら

れ
る
も
の
で
し
た
。 

江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
る
窯
元
や
瓦
職
人
の
町
と
い
え
ば
、
勝
海
舟
の
物
語
な
ん
か

に
も
出
て
く
る
本
所
の
横
川
町(
墨
田
区)

が
有
名
な
ん
だ
け
ど
、
五
ツ
目
や
浅
草
の
言

問
橋
の
川
っ
ぷ
ち
辺
り
は
、
横
川
ま
で
あ
ん
ま
り
距
離
が
な
い
で
し
ょ
。
だ
か
ら
製
造

の
ほ
う
も
葺
く
ほ
う
も
随
分
と
い
た
ん
で
す
。 

あ
と
か
ら
問
屋
に
な
っ
た
と
こ
が
多
い

で
す
け
ど
ね
。 



ウ
チ
は
、
ジ
イ
さ
ん
が
瓦
作
り
の
職
人
で
、
親
父
の
代
か
ら
葺
く
ほ
う
に
な
っ
た
ん

で
す
け
ど
、
だ
い
た
い
東
京
で
は
関
東
大
震
災
ま
で
、
瓦
を
焼
い
て
ま
し
た
。 

（
略
） 

職
人
の
家
な
ん
か
に
は
、
家
系
図
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
し
、
親
戚
に
も
何
人
も
瓦
屋

が
い
た
か
ら
、
実
際
わ
た
し
の
家
が
何
代
続
い
て
る
瓦
屋
と
言
っ
て
い
い
か
わ
か
ん
な

い
け
ど
、
一
応
ジ
イ
さ
ん
か
ら
数
え
て
わ
た
し
で
三
代
目
。
そ
れ
で
倅
も
瓦
屋
で
す
。 

  

そ
の
倅
、
四
代
目
加
藤
史
郎
氏
が
経
営
す
る
加
藤
瓦
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
こ
ち
ら

だ
。 

http://katoukawara.o.oo7.jp
 

http://katoukawara.o.oo7.jp/


現
在
は
江
戸
川
区
西
一
之
江
に
移
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
亀
戸
発
祥
の
瓦
店
と
し

て
、
そ
の
歴
史
は
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

 

二
〇
二
三
年
二
月
一
六
日 

 
 

船
橋
屋
歴
史
研
究
会 

仲
野
実
紀 

 

 


