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屋
根
瓦
へ
の
憧し

ょ
う
け
い憬

　
私
は
建
物
に
使
わ
れ
る
瓦
が
好
き
で
す
。

そ
も
そ
も
、
瓦
は
特
別
な
も
の
。
中
世
以

前
に
は
寺
院
や
役
所
に
し
か
使
わ
れ
ま
せ
ん

し
、
戦
国
時
代
に
は
織
田
信
長
が
そ
の
常

識
を
破
り
、城
に
も
使
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
瓦
は
、
政
治
、
宗
教
の
シ
ン
ボ

ル
で
も
あ
り
、
瓦
職
人
は
権
力
者
に
保
護

さ
え
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
屋
根
に
葺ふ

か
れ
た

瓦
が
曲
線
と
と
も
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
様

も
リ
ズ
ム
感
に
あ
ふ
れ
、
実
に
心
地
よ
い
の

で
す
。
唱
歌
こ
い
の
ぼ
り
に
「
い
ら
か
（
瓦
）

の
波
」
と
歌
わ
れ
、
時
代
を
経
て
落
ち
着

い
た
色
と
な
っ

た
瓦
は
、
日
本

の
原
風
景
と
い

え
る
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
、

田
原
に
は
長
嶋

重
（
十
）
左
衛

門
と
い
う
田
原

藩
の
御
用
瓦
師

が
い
ま
し
た
。
田
原
藩
の
記
録
で
は
、
貞

享
三
年（
１
６
８
７
）に
そ
の
名
を
見
ま
す
。

代
々
襲し

ゅ
う
め
い名で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
田
原
城
を

は
じ
め
、
有
力
な
お
寺
の
瓦
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。
現
在
で
も
、
建
替
え
に
よ
って
下
ろ

さ
れ
た
鬼
瓦
に
長
嶋
（
十
）
重
左
衛
門
の

名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
瓦
を

見
ま
す
。
右
の
写
真
は
、
共
に
市
内
の
お

寺
に
残
さ
れ
た
長
嶋
重
左
衛
門
の
鬼
瓦
の

作
品
で
す
。

　

屋
根
の
一
番
高
い
棟
の
両
端
に
あ
る
鬼

瓦
は
、
防
水
機
能
や
装
飾
ば
か
り
で
な

く
、
お
寺
を
、
そ
し
て
建
物
を
守
る
魔
よ

け
の
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。
鬼
瓦
の
面

に
「
水
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
場
合
は
防
火

の
願
い
、
家
紋
の
場
合
は
そ
の
建
物
に
住

む
家
系
を
表
す
た
め
の
も
の
。
大
き
く
目

立
つ
物
ゆ
え
、
瓦
師
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で

す
。
特
に
お
寺
は
、
庶
民
の
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
村
で
最
も
大
き

な
建
築
物
で
、
瓦
が
葺
か
れ
た
雄
大
な
屋

根
は
村
の
中
で
羨
望
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
葺
か
れ
る
鬼
瓦

は
ま
さ
に
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
渥
美
半
島
の
伝
統
的
な
瓦
は
水
が
浸
透

し
な
い
よ
う
、
炭
素
を
吸
着
さ
せ
た
燻い
ぶ

し

瓦
で
す
。
か
つ
て
は
、
瓦
屋
さ
ん
は
そ
れ
ぞ

れ
の
村
に
も
あ
り
、
村
の
家
に
瓦
を
供
給
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
で
は
家
の
多
様
化
も

進
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
の
屋
根
材
、
瓦

の
種
類
が
増
え
、
昔
な
が
ら
の
燻い
ぶ

し
瓦
を

葺
く
こ
と
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

今
で
も
大
工
さ
ん
や
建
築
会
社
さ
ん
が

家
族
の
夢
を
か
な
え
る
よ
う
、
一
生
懸
命

家
を
作
って
い
ま
す
。
和
風
・
洋
風
、
そ
し

て
建
築
家
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
す
ば
ら
し
い
家

を
見
る
た
び
、
こ
の
街
の
景
観
が
ど
の
よ
う

に
な
って
い
く
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
そ
れ
で
も
、
昔
な
が
ら
の
瓦
に
憧
れ
を
抱

く
の
は
日
本
人
の
Ｄデ
ィ
ー
エ
ヌ
エ
ー

Ｎ
Ａ
で
し
ょ
う
か
。

（
増
山
）

●長嶋重左衛門の鬼瓦
　（慶雲寺／嘉永４年）

●長嶋重左衛門の鬼瓦
　（西光寺／天保４年）

●長嶋重左衛門の銘
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