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長
い
梅
雨
が
明
け
る
と
い
よ
い
よ
夏
本
番

を
迎
え
ま
す
。
近
年
は
酷
暑
な
ど
と
い
わ
れ

る
日
も
多
い
た
め
、
決
し
て
無
理
を
せ
ず
、

体
調
管
理
に
は
気
を
つ
け
た
い
も
の
で
す
ね
。

さ
て
、
夏
と
い
え
ば
海
を
思
い
浮
か
べ
る

方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
南
が
海
に
面
し
た
江

東
区
は
、
歴
史
的
に
も
海
と
の
深
い
関
わ
り

の
も
と
発
展
し
ま
し
た
。
江
戸
前
で
の
魚
介

の
生
産
や
汐
干
狩
り
な
ど
、
前
面
に
広
が
る

海
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
恵
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
江
戸
時
代
初
期
の
こ
ろ
、
亀

戸
北
部
な
ど
一
部
地
域
を
除
い
た
本
区
の
ほ

と
ん
ど
は
、
海
（
干
潟
）
の
よ
う
な
状
態
で
、

そ
こ
を
埋
め
立
て
て
成
立
し
た
の
が
現
在
の

江
東
区
域
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
区
東
部
の
城

東
地
域
に
多
く
の
新
田
が
成
立
し
た
の
は
17

世
紀
初
・
中
期
頃
で
、
砂
町
の
由
来
と
も
な
っ

た
砂す

な

村む
ら

新し
ん

田で
ん

は
そ
の
代
表
的
な
存
在
で
す
。

一
方
、
深
川
地
域
の
場
合
、
最
南
部
の

越
中
島
お
よ
び
永
代
2
丁
目
辺
り
か
ら
東
の

木
場
4
・
5
丁
目
、
そ
の
南
の
洲
崎
神
社

辺
り
ま
で
の
海
岸
線
が
整
備
さ
れ
た
の
は
、

1
7
0
0
年
前
後
（
元
禄
期
）
で
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
流
れ
は
、
さ
ら
に
そ
の
東
側
に

広
大
な
平
井
新
田
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
明

和
2
年
（
1
7
6
5
）
の
こ
と
で
し
た
。

海
に
面
し
た
埋
立
地
の
平
井
新
田
が
、
成

立
後
に
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
た
の
か
、

絵
図
を
も
と
に
、
次
ペ
ー
ジ
で
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
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2

平ひ
ら

井い

新し
ん

田で
ん

は
、
東
は
砂
村
新
田
、
西
は
深

川
木
場
に
い
た
る
広
大
な
新
開
地
で
、
北
は

砂
村
新
田
・
石い

し

小こ

田だ

新
田
、
南
は
海
に
面
し

て
い
ま
し
た
。
現
在
の
住
所
で
い
う
と
南
砂

2
、
同
3
付
近
か
ら
東
陽
3
、
同
5
付
近
に

い
た
り
ま
す
。

海
に
面
し
て
東
西
に
広
が
っ
た
平
井
新
田

は
、
ど
の
よ
う
な
村
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

武
蔵
国
の
村
々
が
幕
府
に
書
上
げ
、
天
保
元

年
（
1
8
3
0
）
に
成
立
し
た
『
新し

ん

編ぺ
ん

武む

蔵さ
し

風ふ

土ど

記き

稿こ
う

』（
以
下『
風
土
記
稿
』）に
よ
れ
ば
、

総
坪
数
は
お
よ
そ
20
万
坪
余
。
埋
め
立
て
期

間
は
明め

い

和わ

2
年
（
1
7
6
5
）
6
月
17
日
か

ら
同
年
11
月
22
日
ま
で
の
わ
ず
か
5
ヶ
月

で
、
江
戸
城
の
堀
を
浚さ

ら

っ
た
土
で
埋
め
立
て

た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
、
も
と
も
と

遠
浅
の
海
で
あ
っ
た
た
め
、
短
期
間
で
土
地

が
造
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
同
書
に
よ
れ
ば
埋
め
立
て
を
願

い
上
げ
た
の
は
、
満
右
衛
門
と
虎
五
郎
な
る

人
物
で
、
そ
の
姓
が
平
井
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
新
田
名
と
し
た
よ
う
で
す
。
江
戸
ま
で
の

距
離
は
お
よ
そ
1
里り

（
4
㎞
）
と
い
う
近
郊

に
位
置
し
、
民
家
は
『
風
土
記
稿
』
の
頃
に

は
32
軒
で
し
た
。
広
大
な
土
地
に
し
て
は
家

数
が
少
な
い
様
に
思
え
ま
す
が
、
天
保
11
年

（
1
8
4
0
）
に
描
か
れ
た
絵
図
を
み
る
と
同

新
田
お
よ
び
北
に
隣
接
し
た
砂
村
新
田
に
は
、

松
平
大だ

い

膳ぜ
ん

太だ
い

夫ぶ

（
長
州
毛
利
藩
）、
松
平

越え
ち

前ぜ
ん
の

守か
み

（
越
前
福
井
藩
）、
細
川
越え

っ

中
ち
ゅ
う

守の
か
み（

肥
後
熊
本
藩
）
な
ど
、
多
く
の
大

名
屋
敷
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
屋
敷

は
幕
府
か
ら
の
拝は

い

領り
ょ
う

屋や

敷し
き

（
上
・
中
・

下
屋
敷
）
と
は
異
な
る
も
の
で
、
平
井

新
田
に
あ
っ
た
屋
敷
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
町ま

ち

並な
み

屋や

敷し
き

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
北
に
面
し
た
砂
村
新
田
の
抱

屋
敷
と
同
じ
よ
う
に
、
百
姓
地
を
購
入

し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
抱
屋
敷
は
江
戸
時
代
に

武
家
や
寺
社
、
町
人
な
ど
が
百
姓
地
を

購
入
し
て
、
そ
こ
に
囲
い
や
家
屋
を
建

て
た
も
の
で
、
江
戸
の
近
郊
に
多
く
見

ら
れ
ま
し
た
（『
国
史
大
辞
典
』）。
区
内

に
あ
っ
た
砂
村
新
田
の
毛
利
藩
抱
屋
敷

は
、
元
藩
主
の
隠
居
所
な
ど
に
使
用
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
屋
敷

の
入
手
の
経
緯
は
、
寛
政
2
年
（
1
7
9
0
）

に
毛
利
家
が
入
手
し
、
そ
の
後
い
っ
た
ん

他
家
に
譲
渡
さ
れ
ま
し
た
が
、
文
政
4
年

（
1
8
2
1
）に
再
び
譲
り
受
け
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
3
年
後
の
文
政
7
年
に
藩
主
を
退

任
し
た
毛
利
斉な

り

煕ひ
ろ

は
、
し
ば
ら
く
新
橋
の
中

屋
敷
に
住
ん
だ
後
こ
の
屋
敷
を
隠
居
所
と
し

ま
し
た
（
本
誌
№
1
9
7
参
照
）。
た
だ
し
、

町
並
屋
敷
の
機
能
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

村
の
生
産
高
を
記
し
た
郷ご

う

帳ち
ょ
うに

は
平
井
新
田

の
記
載
は
な
く
、明
治
初
年
に
著
さ
れ
た
『
東

京
府
志
料
』
に
は
、
こ
の
村
が
「
津
波
」（
高

潮
）
に
あ
っ
た
の
ち
、
地
元
の
人
は
「
塩
浜
」

と
い
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
抱
屋
敷
や
町
並
屋
敷
は
、

江
戸
近
郊
に
多
く
存
在
し
、
た
び
た
び
譲
渡

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。『
風
土
記
稿
』
に

見
ら
れ
る
平
井
新
田
の
林
肥
後
守
抱
屋
敷
の

記
述
に
は
、
寛
政
年
中
（
1
7
8
9
〜
）
に

は
太
田
備
中
守
所
持
で
同
12
年
（
1
8
0
0
）

に
村
民
持
ち
に
な
り
、
そ
の
後
文
化
12
年

（
1
8
1
5
）
に
松
平
因
幡
守
屋
敷
を
経
て
、

文
政
11
年
（
1
8
2
8
）
に
林
肥
後
守
持
ち

に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
村
の

書
上
で
、
情
報
の
内
容
を
検
証
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
頻
繁
な
譲

渡
が
行
わ
れ
た
の
か
、
江
戸
周
辺
の
土
地
利

用
は
不
明
な
点
が
多
い
と
い
え
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

砂
村
新
田

　松
平
大
膳
太
夫

　
　
　
　
　抱
屋
敷

平
井
新
田

　松
平
大
膳
太
夫

　
　
　
　町
並
屋
敷
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国立国会図書館デジタルコレクション



3

汐し
お

除よ
け

堤づ
つ
みと

は
？

深
川
猟
師
町
は
現
在
の
清
澄
か
ら
隅
田
川

沿
い
に
・
佐
賀
・
福
住
・
永
代
付
近
に
成
立

し
た
8
ケ
町
か
ら
な
る
町
の
総
称
で
し
た
。

そ
の
成
立
の
由ゆ

い

緒し
ょ

を
記
し
た
『
寛
永
録
壱
』

を
見
る
と
、
そ
の
最
初
に
次
の
よ
う
な
由
緒

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

猟
師
町
の
義
は
、
寛
永
六
巳
年
汐
除
堤
の

外そ
と

干
潟
の
処

と
こ
ろ

町
場
に
取
立
申
し
た
き
旨む

ね

、

治
郎
兵
衛
、
藤
右
衛
門
、
新
兵
衛
、
理
左

衛
門
、
彦
左
衛
門
、
助
右
衛
門
、
助
十
郎
、

弥
兵
衛
、
八
人
の
者
半
十
郎
様
へ
願
い
奉た

て

ま
つ
り
（
以
下
略
）
※
読
み
下
し
文

こ
の
由
緒
書
に
は
、寛
永
6
年（
1
6
2
9
）

に
汐
除
堤
の
外
の
干ひ

潟が
た

を
8
人
（
開
発
者
）

が
町
場
に
取
り
立
て
た
い
と
、
代
官
の
伊
奈

半
十
郎
に
願
い
あ
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
汐
除
堤
と
は
、
ど
の
あ
た
り
を

指
す
の
か
、
そ
こ
が
問
題
で
す
が
、
ま
ず
下

図
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

猟
師
町
で
、
も
っ
と
も
北
に
位
置
し
た
の

が
弥や

兵へ

衛え

町ち
ょ
う

（
の
ち
の
清
住
町
、
現
在
の
清

澄
付
近
）
で
、
そ
こ
は
小
名
木
川
と
隅
田
川

が
合
流
す
る
場
所
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
由
緒
に
あ
る
汐
除
堤
は
小
名
木
川
辺
り

に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
寛
永
6

年
当
時
の
埋
め
立
て
の
南
端
は
こ
の
付
近
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
区

の
東
側
に
あ
た
る
城
東
地
域
の
小
名
木
川
以

南
も
、
こ
の
当
時
は
ま
だ
開
発
は
一
部
に
留

ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
多
く
は
17
世
紀

中
ご
ろ
ま
で
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
で
ま

せ
ん
が
、
小
名
木
川
の
成
立
と
土
地
の
開
発

は
密
接
に
関
わ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
家
康
が
始
め
た

と
伝
え
ら
れ
る
小
名
木
川
の
開
削
は
、
そ
の

南
部
地
域
の
開
発
が
始
め
ら
れ
た
過
程
で
、

小
名
木
川
が
整
備
さ
れ
、
完
成
し
た
と
見
る

こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

埋
め
立
て
の
実
態
は
？

実
際
、
埋
め
立
て
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
で

す
。
し
か
し
、『
町
方
書
上
』
の
記
述
を
見

る
と
、
12
年
後
の
寛
永
18
年
（
1
6
4
1
）

に
は
、
そ
の
東
側
に
広
大
な
木
置
場
（
元
木

場
）
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
佐
賀
町
の
項
）。
延
宝
8
年
（
1
6
8
0
）

成
立
の
『
江
戸
方
角
安
見
図
』
に
は
、
そ
の

木
場
の
状
態
に
つ
い
て
「
永
代
嶋
ノ
六ろ

っ

間け
ん

堀ぼ
り

トと

云い
う

、
材
木
有あ

る

所と
こ
ろ」

①
、
あ
る
い
は
「
道
筋

さ
だ
ま
り
な
し
、
材
木
の
間
を
と
を
る
」
②

な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
、
当
時
は
道
筋
さ
え

定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
隅
田
川
の
水
で
湿
地
の

体
を
な
す
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
た
び
た
び
猟

師
町
に
お
こ
っ
た
「
塩
上
」（
海
水
の
浸
入
）

か
ら
も
推
測
さ
れ
ま
す
（
深
川
江
戸
資
料
館

蔵
「
深
川
猟
師
町
弥
兵
衛
町
図
」）。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
事
実
だ
っ
た
と
し
て

も
、
絵
図
の
様
子
か
ら
は
一
定
程
度
の
地
面

が
自
然
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺う

か
が

い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
深
川
猟

師
町
の
場
合
も
同
様
で
、
隅
田
川
が
運
ん
だ

土
砂
に
よ
り
、
こ
の
付
近
一
帯
に
砂さ

州す

が
形

成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
8
人
は
そ
こ

を
埋
め
立
て
る
こ
と
で
、
猟
師
町
を
成
立
さ

せ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

永
代
島
と
呼
ば
れ
た
こ
の
付
近
は
、
絵
図

を
見
る
限
り
、
永
代
寺
（
現
在
の
深
川
公
園

の
辺
り
）
の
東
側
は
海
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
こ
が
順
次
埋
め
立
て
ら
れ
、

そ
の
後
に
平
井
新
田
が
成
立
し
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

江
東
区
が
埋
め
立
て
と
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。江
戸
時
代
に
お
け

る
区
内
の
開
発
地
で
、
前
頁
の
平
井
新
田
が
小
名
木
川
以
南
で
新
し
い
埋
め
立
て
地
と
す
れ

ば
、
古
い
時
期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
の
が
、
隅
田
川
河
口
部
東
側
に
成
立
し
た
深
川
猟
師
町

と
い
え
ま
す（
本
誌
№
2
7
6
・
2
7
7
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
同
猟
師
町
を
埋
め
立
て
と
い
う

視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

深
川
猟
師
町
の
築
造

江
戸
の
猟
師
町
を
探
る

小名
木川

小名
木川

弥
兵
衛
町

弥
兵
衛
町

●①

●②

隅
田
川

隅
田
川

永
代
寺

永
代
寺

木置場の堀木置場の堀

延宝8年（1680）『江戸方角安見図』
国立国会図書館デジタルコレクション

※概ね　　（加筆）が猟師町



4

三
鷹
市
と
武
蔵
野
市
に
ま
た
が
る
井
の
頭

池
は
、
神
田
上
水
の
水
源
で
あ
り
、
17
世
紀

の
初
め
頃
に
は
江
戸
市
中
へ
の
上
水
と
し
て

主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。「
井
の

頭
」
の
名
前
は
、『
東
京
市
史
稿
』
水
道
編

の
一
に
収
録
の
「
井
之
頭
略
縁
記
」
に
よ
れ

ば
、
寛
永
6
年
（
1
6
2
9
）
に
家
光
御
成

の
際
、
親
の
井
あ
る
い
は
七
井
之
湖
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
の
池
を
井
の
頭
の
池
と
名
付
け

る
よ
う
に
命
じ
た
と
し
て
い
ま
す
。
家
光
は
、

池
の
側
に
あ
っ
た
辛
夷
の
樹
に
、
小
刀
に
て

「
井
之
頭
」
と
彫
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
池
の
西
側
に
は
天
台
宗
明
静
山

圓
光
院
大
盛
寺
、
池
の
側
に
は
井
の
頭
弁
天

堂
が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
は
石
造
物
が
配
置

さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
11
基
は
「
井
の
頭
の

石
造
物
群
」
と
し
て
三
鷹
市
指
定
文
化
財

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
明
治
26
年

（
1
8
9
3
）
に
建
立
さ
れ
た
辛
夷
の
碑
が

あ
り
ま
す
。
石
碑
表
面
の
上
部
に
は
「
徳
川

三
代
将
軍
御
切
付
旧
跡
」
と
陽
刻
さ
れ
て
い

ま
す
。
家
光
が
井
の
頭
の
池
と
名
付
け
た
由

来
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
、
揮
毫
は
貴
族
院
議

員
で
大
日
本
茶
道
協
会
の
初
代
会
長
も
務
め

た
鳥
尾
小
弥
太

で
す
。
そ
し
て

台
座
に
は
「
深

川
水
船
組
」
と

陽
刻
さ
れ
、
裏

側
に
は
石
碑
の

寄
付
者
が
陰
刻

さ
れ
て
い
ま
す

（【
表
】
参
照
）。

深
川
の
水

船
に
つ
い
て

は
、
昭
和
59

年（
1
9
8
4
）

に
東
京
都
か
ら

刊
行
さ
れ
た

『
東
京
の
水
売

り
』（
都
史
紀
要
三
一
）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
石
碑
建
立
ま

で
の
動
向
を
見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、「
深
川

水
船
組
」
と
は
、
本
所
・
深
川
一
帯
に
飲
み

水
を
販
売
す
る
業
者
の
集
ま
り
で
あ
り
、
神

田
上
水
や
玉
川
上
水
の
余
水
を
飲
み
水
と
し

て
販
売
し
て
い
ま
し
た
。
業
者
た
ち
は
、
幕

府
に
上
納
金
を
納
め
て
営
業
を
認
め
て
も
ら

い
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
上
納
金

が
廃
止
さ
れ
、
持
っ
て
い
た
特
権
も
な
く
な

り
ま
す
。
そ
の
後
、
新
規
の
業
者
の
参
入
や

水
道
敷
設
計
画
な
ど
が
立
ち
上
が
り
、
新
た

な
対
応
を
迫
ら
れ
ま
す
。
明
治
11
年
に
深
川

飲
水
営
業
組
合
を
立
ち
上
げ
、
東
京
府
か
ら

鑑
札
を
下
付
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治

17
年
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
水
船
渡
世

の
家
柄
で
あ
る
山
浦
利
八
を
頭
取
、
富
岡
門

前
町
に
住
む
手
塚
金
次
郎
を
副
頭
取
と
し
て
、

飲
水
営
業
会
所
を
設
立
し
、
手
塚
の
自
宅
を

事
務
所
と
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
東
京
府
は
明
治
19
年
12
月
に

芝
区
桜
田
備
前
町
の
村
田
寛
ら
に
日
本
橋
区

一
石
橋
際
の
吐
水
箇
所
に
漉ろ

く

水す
い

器き

を
設
置
す

る
こ
と
を
許
可
し
ま
す
。
村
田
は
漉ろ

く

水す
い

社
を

設
立
し
、
翌
年
8
月
に
は
小
名
木
川
の
高
橋

際
に
深
川
支
店
を
設
置
し
て
、
深
川
飲
水
営

業
会
所
と
激
し
い
競
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
激
し
い
競
争
の
末
、
深
川
飲

水
営
業
組
合
と
漉
水
社
は
合
併
し
、
江
東
濾

水
会
社
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

発
起
人
に
は
、
組
合
か
ら
は
深
川
区
材
木
町

の
小
林
長
右
衛
門
と
手
塚
金
次
郎
、
漉
水
社

か
ら
は
京
橋
区
尾
張
町
の
奥
田
兵
吉
が
名
を

連
ね
て
い
ま
す
。
明
治
26
年
、
江
東
濾
水
株

式
会
社
と
改
組
し
、
取
締
役
社
長
に
伊
沢
一

政
、
取
締
役
に
名
子
新
七
、
加
納
通
広
、
小

林
長
右
衛
門
が
就
任
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
年
の
10
月
22
日
、
東
京
市

内
に
改
良
水
道
を
敷
く
べ
く
、
淀
橋
浄
水
場

の
起
工
式
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
工
事

は
明
治
31
年
に
は
お
お
よ
そ
完
了
し
、
神
田
・

日
本
橋
方
面
に
水
道
が
行
き
渡
り
、
神
田
・

玉
川
両
上
水
は
明
治
34
年
に
水
道
と
し
て
の

役
割
を
終
え
ま
し
た
。
深
川
に
改
良
水
道
が

敷
か
れ
る
の
は
大
正
期
に
な
っ
て
の
こ
と
で

す
。井

の
頭
公
園
の
辛
夷
碑
は
、
江
東
濾
水
会

社
の
株
式
会
社
化
と
淀
橋
の
改
良
水
道
起
工

式
が
行
わ
れ
た
明
治
26
年
の
建
立
で
す
が
、

「
深
川
水
船
組
」
と
し
て
奉
納
し
た
の
は
、

江
戸
時
代
以
来
飲
み
水
に
苦
労
し
た
深
川
の

「
意
地
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
深
川
東
京
モ
ダ
ン
館 

副
館
長　

龍
澤 

潤
） 井の頭恩賜公園内の辛夷碑

【表】辛夷碑の奉納者
寄付額 住所 氏名 寄付額 住所 氏名
5円 － 植草留蔵

1円

－ 金子国吉

2円
－ 伊澤一政 － 石橋槌蔵
－ 山浦俊武 － 原栄太郎
－ 小林長右衛門 － 小倉冨右衛門

1円

－ 山本亀松 － 栗林健治郎
－ 鈴木茂兵衛 門前町 石岩
－ 手塚清治郎 － 第六一番蛤金
－ 鈴木米吉 亀住町 柳屋亮助
－ 酒井兼太郎 山本町 宮嶌之信
－ 小澤竹治郎

金50
銭

－ 河原駒吉
－ 鈴木テウ － 高橋儀平
－ 小峰吉五郎 － 齊藤勝治郎
－ 富本治助 － 宮部仁三郎
－ 渡辺彌三郎 － 高橋栄治郎

－ 矢口増治郎
金30
銭

－ 折原甚太郎

－ 原鉄之助

世話
人

－ 手塚清治郎
－ 戸波昌道 － 鈴木米吉
－ 手塚金治郎 － 植草留蔵
－ 山口文吉 － 山口文吉
－ 植村平重 － 蜂龍亭手塚金治郎
－ 星谷石松

井
の
頭
公
園
の
辛こ

夷ぶ
し

碑



中
川
船
番
所
資
料
館
収
蔵
資
料
展

「
深
川
に
あ
っ
た
肥
料
商
店
の
歴
史
」

5

同
展
は
2
0
1
9
年
4
月
24
日
か
ら
同

年
7
月
21
日
に
か
け
て
、
同
館
の
収
蔵
資
料

を
紹
介
す
る
趣
旨
で
開
催
し
て
い
る
展
示
で

す
。
昨
年
、
深
川
で
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け

て
肥
料
商
を
営
ん
で
い
た
大
井
家
か
ら
同
家

や
経
営
に
関
す
る
資
料
が
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。
戦
前
の
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

の
資
料
が
、
ま
と
ま
っ
た
分
量
で
残
さ
れ
て

い
る
例
は
、
関
東
大
震
災
・
戦
災
を
経
て
き

た
江
東
区
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
珍
し
い
こ

と
で
す
。

そ
の
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
つ
つ
、
大
井

商
店
の
歴
史
と
深
川
の
関
連
に
つ
い
て
探
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。

【
大
井
家
の
人
々
】

寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
、
主
に
3
代
目
店
主

大
井
清
吉
氏
の
時
代
が
中
心
で
す
。
地
元
永

代
1
丁
目
の
代
議
員
、
家
庭
防
火
団
長
、
国

勢
調
査
任
命
書
な
ど
の
地
域
活
動
に
関
す
る

資
料
、
戦
後
、
今
の
門
前
仲
町
に
新
築
し
た

屋
敷
の
見
積
書
、
家
族
が
通
っ
た
学
校
か
ら

の
行
事
連
絡
、
得
意
先
や
近
所
と
の
年
始
挨

拶
の
記
録（
画
1
）と
配
っ
た
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
、

日
常
的
な
家
族
の
風
景
が
う
か
が
え
ま
す
。

【
大
井
商
店
の
歴
史
】

肥
料
商
と
し
て
の
大
井
商
店
は
、
明
治
中

期
に
創
業
し
た
と
見
ら
れ
ま
す
（
注
）。
資

料
中
、
最
も
古
い
年
代
の
資
料
は
大
正
2
年

（
1
9
1
3
）
の
「
証　

金
弐
百
円
也
」
で
、

店
員
の
賞
与
を
店
が
預
り
、
後
日
年
利
息

1
割
で
精
算
す
る
と
い
う
内
容
で
す
。
同
様

に
同
7
年
（
1
9
1
8
）
に
は
店
員
か
ら
の

賞
与
預
か
り
分
、
利
息
、
渡
金
等
の
精
算
を

記
し
た
文
書
も
あ
り
、
店
員
へ
の
給
料
等
を

預
っ
て
経
営
資
金
に
す
る
と
と
も
に
、
店
員

の
福
利
を
考
慮
し
た
制
度
を
設
け
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

大
井
商
店
は
大
正
10
年
（
1
9
2
1
）
合

資
会
社
大
井
商
店
と
な
り
、
そ
の
際
に
作
成

さ
れ
た
定
款
（
会
社
設
立
の
目
的
、
お
も
な

営
業
内
容
を
定
め
た
も
の
）・
社
則
を
は
じ
め
、

経
営
資
料
（
画
2
）
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
会
社
は
順
調
に
滑
り
出
し
た
よ
う
で

す
が
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
被
災
を
乗
り
越

え
て
昭
和
初
期
に
。
昭
和
15
年
（
1
9
4
0
）

に
は
複
数
の
深
川
の
肥
料
商
と
と
も
に
、
新

た
な
肥
料
製
造
会
社
を
請
負
う
な
ど
、
戦
時

体
制
の
厳
し
い
経
済
情
勢
の
な
か
で
肥
料
業

界
を
守
ろ
う
と
す
る
資
料
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

大
井
家
は
戦
火
が
烈
し
く
な
る
少
し
前

に
、
鵠
沼
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
）
に
疎
開
し

ま
し
た
。
そ
の
時
こ
れ
ら
の
資
料
を
運
ん
だ

こ
と
か
ら
、
焼
失
を
免
れ
ま
し
た
。

【
大
井
商
店
と
深
川
富
吉
町
】

同
商
店
が
あ
っ
た
の
は
深
川
富
吉
町
（
現

永
代
1
︱
15
付
近
）。
大
島
川
西
支
川
が
永

代
通
り
に
交
わ
る
あ
た
り
に
あ
り
ま
し
た
。

沿
岸
の
奥
野
河
岸
を
利
用
し
、
北
へ
さ
か
の

ぼ
れ
ば
、
南
か
ら
油
堀
・
中
之
堀
・
仙
台
堀

と
交
差
し
、
同
業
の
肥
料
商
店
が
集
中
す
る

佐
賀
町
と
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
川
筋
は
、
江
戸
初
頭
の
寛
永
18

年
（
1
6
4
1
）
日
本
橋
か
ら
移
転
し
て
き

た
材
木
置
場
に
開
か
れ
た
貯
木
と
搬
送
の
た

め
の
掘
割
が
そ
の
発
祥
で
す
。
江
戸
時
代
に

開
か
れ
た
川
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
土
台
に
し

て
、
明
治
に
な
っ
て
商
店
が
設
立
さ
れ
、
発

展
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
井
家
資
料
は
深
川
に
流
れ
る
歴
史
の
中

か
ら
生
ま
れ
、
肥
料
商
と
し
て
そ
の
歴
史
に

1
ペ
ー
ジ
を
刻
み
、
戦
後
ま
で
深
川
と
と
も

に
歩
ん
で
き
た
家
族
の
姿
を
反
映
し
、
深
川

の
庶
民
像
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
く
れ
る
証
言

者
で
す
。

注 

酒
井
智
晴
「
新
河
岸
川
筋
船
問
屋
の
経
営
と

鉄
道
敷
設
・
河
川
改
良
へ
の
対
応
︱
下
新

河
岸
伊
勢
安
・
福
岡
河
岸
福
田
屋
を
中
心

と
し
て
︱
」（『
交
通
史
研
究
』
第
38
号　

1
9
9
7
年　

所
収
）
で
、
荒
川

支
流
の
新
河
岸
川
の
下
新
河
岸
に

あ
っ
た
船
積
問
屋
、
伊
勢
安
の
明
治

24
年
（
1
8
9
1
）
か
ら
同
34
年

（
1
9
0
1
）
に
か
け
て
の
「
糠ぬ
か

・

灰
買
入
元
」
の
な
か
に
「
深
川　

肥

料
問
屋
」
と
し
て
「
大
井
平
次
郎
」

の
名
が
あ
り
、
す
で
に
営
業
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館　

久
染
健
夫
）

大
島
川
西
支
川

大
島
川
西
支
川

仙台堀仙台堀

油堀油堀

★大井商店★大井商店

中之堀中之堀

画1：『年始受納帳』（昭和12・14年）
年始挨拶の記録

画2：『売上帳』（大正12年）
『諸経費附上』（昭和2年）

経理の帳簿

画３：本所深川絵図（文久2年１862）
江戸初期の材木置場に開かれた掘割が、

「蔵の町・深川」を育てました。
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明
治
期
、
瀬
戸
（
愛
知
県
）
や
有
田
（
佐

賀
県
）
な
ど
の
既
存
の
窯
業
地
の
ほ
か
に
、

東
京
（
主
に
隅
田
川
周
辺
）
に
は
新
た
に
造

ら
れ
た
陶
磁
器
工
場
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
深
川
森
下
界
隈
に
も
2
つ
の
工
場
が
あ

り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
日
本
の
近
代
窯
業

史
上
重
要
な
陶
磁
器
工
場
で
あ
っ
た
こ
と
を

皆
さ
ん
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

瓢
池
園

錦き
ん

様よ
う

陶
磁
器
製
造
所
瓢ひ

ょ
う

池ち

園え
ん

（
以
下
、

瓢
池
園
）
は
、
河か

わ

原は
ら

徳の
り

立た
つ

（
1
8
4
4
〜

1
9
1
4
）
が
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）
に

深
川
森
下
町
37
（
現
森
下
3
︱
5
、
図
︱
①
）

の
住
居
敷
地
内
に
設
立
し
た
輸
出
主
体
の
陶

磁
器
工
場
で
す
。
屋
号
は
こ
の
土
地
が
瓢

ひ
ょ
う

箪た
ん

堀ぼ
り

（
五
間
堀
）
の
西
側
に
あ
り
、
敷
地
内
に

“
瓢
箪
池
”
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら

れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
同
13
年
（
1
8
8
0
）

に
は
深
川
区
富
川
町
21
（
現
森
下
4
︱
12
︱

24
・
25
、
図
︱
②
）、
同
20
年
（
1
8
8
7
）

に
は
本
所
区
林
町
2
丁
目
86
（
現
墨
田
区
菊

川
1
︱
6
、図
︱
③
）と
二
度
の
移
転
の
あ
と
、

同
29
年
（
1
8
9
6
）
頃
に
は
後
述
す
る
深

川
区
東
元
町
14
（
現
森
下
3
︱
13
、
図
︱
④
）

に
あ
っ
た
旭
焼
製
造
場
を
買
収
し
、
こ
こ
に

移
転
し
ま
し
た
。
同
園
で
は
作
陶
は
せ
ず
、

瀬
戸
や
有
田
、
清
水
（
京
都
府
）、
薩
摩
（
鹿

児
島
県
）、
横
浜
太
田
真ま

葛く
ず

（
神
奈
川
県
）

な
ど
の
窯
業
地
か
ら
壺
や
皿
な
ど
の
素き

地じ

（
素す

焼や

き
）
を
買
い
入
れ
、
工
場
で
上う

わ

絵え

付つ
け

を
施
し
焼
成
し
て
い
ま
し
た
。
写
真
1
の「
青

磁
上
絵
金
彩
窓
絵
蓋
付
壺
」（
瀬
戸
蔵
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
所
蔵
）の
外
底
面
に
あ
る
銘
に
は「
瀬

戸
／
加
藤
三
平
製
」
と
見
え
、
瀬
戸
の
工
房

で
製
作
さ
れ
た
素
地
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。『
明
治
十
一
年
仏
国
博
覧
会
出
品
目

録
』（
仏
国
博
覧
会
事
務
局
、明
治
13
年
）
に
、

「
花
瓶
、
ラ
ン
プ
台
、
壺
、
手
箱
、
蓋
物
、
皿
、

手
札
皿
、珈
琲
具
（
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
＆
ソ
ー

サ
ー
）、
煎
茶
具
（
急
須
な
ど
）、
水
呑
、
水

次
、
鉢
、
飾
板
、
手
紐
釦
」
と
見
え
、
多
品

種
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

絵
画
風
（
主
に
山
水
画
・
花
鳥
画
、
人
物
画
）

の
絵
付
作
品
は
「
東
京
絵
付
」「
瓢
池
園
風
」

と
呼
ば
れ
評
判
に
な
り
、
当
初
は
起き

立り
ゅ
う

工
商

会
社
、
の
ち
に
森
村
組
（
現
森
村
商
事
株
式

会
社
）
に
よ
っ
て
製
品
が
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
32
年（
1
8
9
9
）
5
月
に
は
絵
付

部
門
が
愛
知
県
名
古
屋
市
長な

が

塀へ
い

町ち
ょ
う（

現
東
区

白
壁
）
に
移
転
し
森
村
組
の
専
属
画
工
場
と

な
り
、
同
36
年
（
1
9
0
3
）
5
月
に
は
美

術
工
芸
部
門
が
同
市
主ち

税か
ら

町ま
ち

（
現
東
区
主

税
町
2
丁
目
）
に
移
さ
れ
ま
す
。
同
42
年

（
1
9
0
9
）
に
は
す
べ
て
の
事
業
が
森
村

組
の
代
表
で
あ
る
森
村
市
左
衛
門
ら
に
よ
り

創
立
さ
れ
た
日
本
陶
器
合
名
会
社
（
現
株
式

会
社
ノ
リ
タ
ケ
カ
ン
パ
ニ
ー
リ
ミ
テ
ド
）
に

統
合
さ
れ
、
瓢
池
園
の
事
業
は
す
べ
て
廃
止

と
な
り
ま
し
た
。

旭
焼
製
造
場

旭
焼
は
明
治
16
年
（
1
8
8
3
）
9
月
に

ド
イ
ツ
人
技
師
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ワ
グ
ネ

ル
（
1
8
3
1
〜
9 

2
）
が
東
京
帝
国
大

学
理
学
部
応
用
研
究
所
で
研
究
を
始
め
ま
し

た
。
そ
の
後
、
小
石
川
区
西
江
戸
川
町
（
現

瓢
池
園
と
旭
焼
製
造
場

〜
深
川
に
あ
っ
た
幻
の
２
つ
の
陶
磁
器
工
場
〜写真1　瓢箪園「青磁上絵金彩窓絵蓋付壺」

（瀬戸蔵ミュージアム所蔵）※左は外底面の銘

図　瓢池園・旭焼製造場の位置
※『深川区全図 明治30年11月調査』（国立国会図書館デジタルコレクション）　

を基に作成　工場は位置を示すものであり、範囲を示すものではありません。

写真2　旭焼　装飾用陶板
a.「阿蘭陀海芋に鳥三羽図」、b.「菊に蝶図」、c. 「籠目菊花図」

（滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験所所蔵）

文化財説明板
※現高森公園北西
文化財説明板
※現高森公園北西

小名木川小名木川

明治10年掘削の掘割明治10年掘削の掘割

①

③ ②

④

五
間
掘
五
間
掘

a
東東
本本深深

製製
焼焼旭旭

町町

川川
區區 大大

場場
造造元元

日日

東東

京京

bC

C裏面
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文
京
区
水
道
1
・
2
丁
目
）、
ワ
グ
ネ
ル
の

自
宅
で
あ
る
赤
坂
区
（
現
港
区
）
に
窯
を
設

け
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
白
い
素
地
の
上
に

日
本
画
の
モ
チ
ー
フ
を
絵
付
し
、
そ
の
上
に

釉
薬
を
掛
け
て
焼
成
す
る
釉ゆ

う

下か

彩さ
い

の
技
法
を

取
り
入
れ
、
造
ら
れ
た
製
品
を
吾あ

妻づ
ま

焼や
き

と
称

し
て
い
ま
し
た
。
窯
は
浅
草
区
（
現
台
東
区
）

蔵
前
の
東
京
職
工
学
校
（
震
災
後
の
大
正
13

年
に
荏
原
郡
大
岡
山
に
移
転
し
、
昭
和
4
年

東
京
工
業
大
学
と
改
称
）
内
に
移
さ
れ
、
明

治
20
年
（
1
8
8
7
）
に
は
旭
焼
に
名
称
が

改
め
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
23
年（
1
8
9
0
）、

渋
沢
栄
一
・
浅
野
総
一
郎
の
出
資
に
よ
っ
て

旭
焼
組
合
が
結
成
さ
れ
、東
京
工
業
学
校
（
商

工
学
校
か
ら
の
改
称
）
の
窯
と
は
別
の
深
川

区
東
元
町
14
（
図
︱
④
）
に
旭
焼
製
造
場
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
主
任
は
明
治
27
年
秋
ま

で
は
植
田
豊と

よ

橘き
ち

、
同
年
秋
以
降
は
平
野
耕
輔

と
い
う
よ
う
に
い
ず
れ
も
ワ
グ
ネ
ル
の
弟
子

が
あ
た
り
ま
し
た
。
規
模
は
、「
旭
焼
製
造

所
予
算
」（
渋
沢
史
料
館
所
蔵
）
を
見
る
と

地
所
六
百
坪
（
2
0
0
0
㎡
弱
）
と
み
え
ま

す
。
製
造
場
で
は
主
に
暖
炉
の
装
飾
用
陶
板

（
タ
イ
ル
）
が
製
造
さ
れ
ま
し
た
。
現
存
す

る
陶
板
は
1
〜
5
枚
（
1
枚
辺
り
約
15
㎝
角
、

厚
さ
約
1
㎝
）
1
組
で
、
4
〜
5
枚
組
の
ほ

と
ん
ど
は
縦
位
に
花
鳥
画
な
ど
絵
画
風
の
絵

付
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
2
︱
a
〜
c
）。

陶
板
の
裏
面
に
は
い
ず
れ
も
「
大
日
本
東
京

深
川
區
東
元
町
旭
焼
製
造
場
」
と
陽
刻
さ
れ

て
い
ま
す
（
写
真
2
︱
c
裏
面
）。
明
治
29
年

に
瓢
池
園
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
た
よ
う
で
、

旭
焼
組
合
も
解
散
し
ま
し
た
。

現
存
す
る
製
品

瓢
池
園
の
製
品
は
、「
墨
絵
山
水
図
額
」（
東

京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
や
「
上
絵
金
彩
山

水
図
皿
」（
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
所
蔵
）

な
ど
博
物
館
で
の
収
蔵
が
確
認
さ
れ
、
個
人

所
蔵
の
も
の
を
含
め
る
と
管
見
の
限
り
約
30

点
（
組
）
が
確
認
で
き
ま
す
。
旭
焼
製
造
場

製
の
陶
板
は
、
滋
賀
県
工
業
技
術
総
合
セ
ン

タ
ー
信
楽
窯
業
技
術
試
験
場
や
東
京
工
業
大

学
、
京
都
国
立
博
物
館
な
ど
で
所
蔵
し
、
管

見
の
限
り
約
1
0
0
点
（
組
）
が
確
認
で

き
ま
す
。
い
ず
れ
も
輸
出
主
体
で
あ
っ
た
た

め
、
も
と
も
と
関
係
者
が
所
蔵
し
て
い
た
も

の
（
見
本
を
含
む
）
が
、
の
ち
に
公
的
機
関

な
ど
に
寄
贈
さ
れ
た
事
例
が
多
い
と
言
え
ま

す
。
い
ず
れ
の
製
品
も
近
年
、
個
人
コ
レ
ク

タ
ー
が
海
外
市
場
で
購
入
し
、
日
本
に
里
帰

り
さ
せ
て
い
る
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。
海

外
に
は
知
ら
れ
ざ
る
関
連
製
品
が
存
在
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
残
存
数
は
不
明

と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
後
、
製
品
が

多
く
確
認
さ
れ
、
研
究
が
進
む
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）表　瓢池園・旭焼製造場　関連年表

※ 瓢池園の項目については宮地英敏「【資料紹介】河原五郎著『河原徳立翁小伝』」　（『エネルギー史研究』22　九州大学附属図書
館付設記録資料館産業経済資料部門　平成23年）等に基づき作成。

元号 西暦 瓢池園および関連事項 旭焼製造場および関連事項

弘化元年 （1844） 12月３日　佐藤五之助（徳立）、幕臣佐藤治左衛門信古（江戸小石川）の五男として生まれる。

安政5年 （1858） 12月　佐藤徳立、御徒組河原與一郎の養子となり、河原徳立と改姓。
慶応4年 （1868） ５月15日　ゴットフリート・ワグネル来日（長崎）

明治5年 （1872）
1月　内務省勧業寮ウィーン万国博覧会事務局御用掛となる。
6月　同局附属製陶所［浅草芝崎（現台東区西浅草1－6）］の
主任となる。

ワグネル、ウィーン万国博覧会御用掛となる。

明治6年 （1873）
7月　博覧会事務局附属製陶所閉鎖。8月26日、深川森下町
３７番地（現森下3－5）に瓢池園を設立。工場は建坪27坪のほ
か窯場5坪、絵付窯1基。上記製陶所の職工を雇用。

明治7年 （1874） 1１月3日　起立工商会社、竹川町（現銀座7丁目）に設立。瓢池園の製品を輸出。

明治9年 （1876）
３月　森村市左衛門・豊兄弟が東京銀座に森村組設立（のち
に、瓢池園の取引先となる）。／アメリカ・フィラデルフィア万博
（５～１１月）に出品し、優等賞牌を受ける。

明治12年 （1879）オーストラリア・シドニー万博に出品し、名誉金賞牌・一等金賞牌を受ける。

明治13年 （1880） 深川区富川町21（現森下4－12－24・25）に工場を移転。建坪45坪、窯場8坪、絵付窯3基。画工13名、女工5名、雑工5名。

明治14年 （1881） 浅草区（現台東区）蔵前に東京職工学校が設立。

明治16年 （1883）
9月、ワグネル東京帝国大学理学部応用化学実験所
（神田区一ツ橋）で陶磁器の研究（助手：植田豊橘）を
開始。

明治17年 （1884）
ワグネル、実験室が手狭になったことから小石川区西
江戸川町（現在の文京区水道1・2丁目）に窯を築き、焼
成試験を行う。

明治18年 （1885） 不況のため、倒産の危機。
10月、ワグネル、自宅を赤坂区に移し、その付近に窯・
画工場を設置。完成した陶器を吾妻焼と命名。／１１月
　ワグネル、東京職工学校の教師となる。

明治19年 （1886） 東京職工学校に陶器玻璃工科が設置され、ワグネル
が主任となる。

明治20年 （1887） 3月、本所区林町2－86（現墨田区菊川1－6）に工場を移転。建坪12坪、窯場8坪、絵付窯4基。画工23名、女工7名、雑工5名。
吾妻焼の製作は、東京職工学校に内に移り、旭焼に改
称。

明治23年 （1890）
旭焼組合立ち上げ／深川区東元町14番地（現在の森
下3－13）に旭焼製造場を設置／植田豊橘が旭焼製造
場の主任となる（～明治27年秋頃）。

明治24年 （1891） 起立工商会社、廃業。

明治25年 （1892） 11月8日　ワグネル、東京駿河台の自宅にて逝去。
同月12日青山墓地に埋葬。

明治27年 （1894） 平野耕輔が旭焼製造場の主任となる。

明治29年 （1896）

5月　瓢池園、旭焼製造場の土地（深川区東元町14）を買収
し？移転。総建坪134坪（画工場２棟、附属建物２棟）のほか窯
場20坪、本窯１坪、素焼窯１基、絵付窯１基、小花苑。画工64名
（男54、女13）、雑工８名。

5月　旭焼製造場が瓢池園に買収される？
※�東京工業学校における製作もこの頃に終了／旭焼
組合解散

明治32年 （1899） 5月　瓢池園絵付工場を愛知県名古屋市長塀町2-108に移し、森村組の専属画工場となる。

明治35年 （1902）１月　この頃まで瓢池園美術工芸部存続。／8月　河原徳立、東京から京都に移住し、工場は長男太郎に譲る。

明治36年 （1903） 5月　瓢池園美術部門、名古屋市主税町の小工場に移転し、素地の製造を開始。

明治37年 （1904）１月１日　森村市左衛門（森村組）、大倉孫兵衛ら日本陶器合名会社（現名古屋市西区、現ノリタケカンパニーリミテド）設立。

明治40年 （1907）
河原徳立、廣瀬満正（徳立次男・次郎の養父）との共同経営に
よる京都瓢池園［京都三条通（現京都市東山区）］を設立（国
内向け）。

明治42年 （1909） 瓢池園、日本陶器合名会社に業務を移譲。
大正3年 （1914） 8月28日　河原徳立逝去
大正9年 （1920） 京都瓢池園廃業

昭和14年 （1939） 百木三郎（河原徳立三男）、東洋陶器（現TOTO）2代目社長に就任。

平成28年 （2016）
3月　旭焼の資料（東京工業大学所蔵の陶板2組を含
めた7点および信楽窯業技術試験場所蔵の陶板27
組）が日本化学会の化学遺産に認定。
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識
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江
東
区
内
の
道
標
3

江
東
区
内
の
道
標
3

ど
う
ど
う
ひ
ょ
う

ひ
ょ
う

8

以
前
、
本
誌
№
2
8
1
・
2
8
4
に
て
江

東
区
内
に
あ
る
「
道
標
」
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
し
た
。

道
標
と
は
、
石
柱
に
寺
社
な
ど
の
目
的
地
、

方
向
、
道
の
り
、
道
の
通
称
名
な
ど
を
刻
ん

だ
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
道
標
は
、
街
道
の

交
差
点
や
分
岐
点
の
外
、
寺
社
の
門
前
に
も

建
て
ら
れ
ま
し
た
。

江
東
区
で
は
8
件
の
道
標
を
有
形
民
俗
文

化
財
（
そ
の
内
区
指
定
文
化
財
は
5
件
）
と

し
て
指
定
・
登
録
し
て
い
ま
す
。
城
東
地
域

（
亀
戸
・
砂
町
）
に
あ
る
2
件
の
道
標
（
い

ず
れ
も
区
指
定
文
化
財
）
を
紹
介
し
ま
す
。

亀か
め

戸い
ど

浅せ
ん

間げ
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

の
道
標

亀
戸
浅
間
神
社
（
亀
戸
9
丁
目
）
は
、
大だ

い

永え
い

7
年
（
1
5
2
7
）
創
建
さ
れ
た
と
い
う

創
建
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
道
標
は
亀
戸
浅
間
神
社
の
境
内
に

あ
り
ま
す
（
①
）。
左
側
面
に
は
享

き
ょ
う

和わ

元
年

（
1
8
0
1
）
10
月
の
紀
年
銘
が
あ
り
、
道

標
が
十
九
世
紀
の
初
め
に
建
て
ら
れ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
正
面
に
は
上
段

に
「
是
よ
り
右
」、
下
段
に
「
道
」、
中
段
に

右
か
ら「
冨
士
せ
ん
げ
ん（
亀
戸
浅
間
神
社
）・

「
亀
戸
天
神
」（
亀
戸
3
丁
目
・
亀
戸
天
神
社
）・

「
六
阿
ミ
だ
」（
亀
戸
4
丁
目
・
常

じ
ょ
う

光こ
う

寺じ

）・「
あ

さ
く
さ
」（
浅
草
）
の
順
に
寺
社
・
地
名
が

そ
れ
ぞ
れ
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

正
面
の
刻
銘
は
、
右
に
記
さ
れ
た
浅
間
神

社
が
最
初
に
至
る
場
所
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
浅
間
神
社
な
ど
の
位
置
関
係
か
ら
み

て
、
本
道
標
が
示
す
道
は
、
竪
川
沿
い
の
元

佐
倉
道
か
ら
浅
間
神
社
に
向
か
っ
て
北
方

向
に
分
岐
す
る
道
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

元
々
本
道
標
は
、
竪
川
沿
い
の
元
佐
倉
道
と
、

そ
の
道
か
ら
分
か
れ
て
北
方
向
の
浅
間
神
社

に
至
る
道
と
の
分
岐
点
に
、
東
に
向
け
て
建

て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
②
）。

一
方
で
本
道
標
の
右
側
面
に
は
「
本
所
六

ツ
目
／
地
蔵
講
中
／
願
主
良
歡
」
の
刻
銘
が

あ
り
ま
す
。
刻
銘
の
「
本
所
六
ツ
目
」（
竪

川
南
岸
の
小
名
木
村
・
大
島
七
・
八
丁
目
の

一
部
）
は
、
竪
川
に
あ
っ
た
「
六
之
橋
」
に

ち
な
ん
で
「
六
ツ
目
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。「
願
主
良
歡
」
が
中
心
と
な
り
、「
地
蔵

講
中
」
が
道
標
を
建
て
た
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
両
者
の
実
像
は
不
明
で
す
。
尚
、
本
道

標
は
、
数
度
の
移
転
を
経
て
お
り
、
現
在
の

場
所
へ
移
さ
れ
た
の
は
平
成
11
年
で
す
。

上じ
ょ
う

妙み
ょ
う

寺じ

の
道
標

次
に
紹
介
す
る
の
は
上
妙
寺
（
東
砂
1
丁

目
）
の
門
前
に
あ
る
道
標
で
す
（
③
）。
寺

の
創
建
は
寛か

ん

永え
い

2
年
（
1
6
2
5
）
と
さ
れ
、

鬼き

子し

母も

神じ
ん

信
仰
の
寺
と
し
て
多
く
の
人
の
信

仰
を
集
め
ま
し
た
。

本
道
標
の
塔
身
正
面
に
は
「
南
無
妙
法
蓮

華
経
」の
刻
銘
が
あ
り
、
左
側
面
に
は
「
是

ヨ
リ

子
母
神
道
」、
右
側
面
に
は
「
文
化

十
酉
大
歳
五
月
吉
辰
／
十
六
世
日
閑
代
再

建
」、
基
礎
部
右
側
面
に
は
「
世
話
人
／
神
田

小
柳
町
井
筒
屋
久
治
郎
／
伊
勢
屋
平
吉
／
佐

野
屋
平
七
」
の
刻
銘
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

刻
銘
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
現
在
の
道
標

は
、
文
化
10
年
（
1
8
1
3
）
に
再
建
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
、
最
初
に
建
て
ら
れ
た
道

標
は
そ
れ
よ
り
時
代
を
遡
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
基
礎
部
の
刻
銘
か
ら
神か

ん

田だ

小こ

柳
や
な
ぎ

町ち
ょ
う（

千
代
田
区
神
田
須
田
町
・
鍛
冶
町
の
一

部
）
の
人
々
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
上
妙
寺
の
鬼
子

母
神
信
仰
が
隅
田
川
を
越
え
て
広
ま
っ
て
い

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
こ
の
道
標
は
、
現
在
は
門
前
に
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
小
名
木
川

沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
④
）。

④
で
道
標
は
西
向
き
に
あ
り
、
写
っ
て
い

る
道
が
鬼
子
母
神
道
と
み
ら
れ
ま
す
。

今
回
取
り
上
げ
た
2
件
の
道
標
は
、
い
ず

れ
も
設
置
当
初
は
、
現
在
と
は
別
の
場
所
に

建
っ
て
い
ま
し
た
が
、
移
転
を
経
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
区
内
の
文
化
財
に
は
移
転
を
重

ね
つ
つ
、
遺
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

①富士せんげん・亀戸天神・六阿み
だ・あさくさ道道標　享和元年在銘

②天明元年（1781）「本所・深川割絵図」
（江東区教育委員会所蔵）※2枚の絵図を合成

⑤現在地に移動する前の小名木川沿い
に建つ鬼子母神道道標（昭和30年頃）

③鬼子母神道道標
（正面・全景）

④鬼子母神道道標
（左側面・部分）


