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豊島区立郷土資料館・ミュージアム開設準備だより
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二
〇
一
九
年
二
月
一
〇
日
（
日
）
ま
で
開
催
中

郷
土
資
料
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
方
々
の
ご
寄
贈
な
ど
に
よ
っ

て
、
数
万
点
に
及
ぶ
資
料
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
区
内
の
職
人
の
仕
事
道

具
や
農
家
を
営
ん
で
い
た
お
家
の
農
具
、
戦
中
戦
後
の
様
子
を
う
か
が
い

知
れ
る
戦
災
資
料
な
ど
、
内
容
は
多
岐
に
渡
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
多
い

の
が
、
日
常
の
生
活
で
使
わ
れ
て
い
た
生
活
道
具
で
す
。

こ
の
た
び
、
当
館
企
画
展
示
室
で
は
、「
鏡
」
に
視
点
を
置
き
、
そ
の

周
り
で
使
っ
て
い
た
「
身
だ
し
な
み
を
整
え
る
」
た
め
の
道
具
の
変
遷
の

展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
磨
か
な
い
と
映
さ
な
い
鏡
」、「
正
座
を
し
て

見
る
鏡
」、「
水
回
り
と
鏡
」
の
三
つ
の
コ
ー
ナ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
、
結
髪
、

化
粧
、
歯
磨
き
、
髭ひ

げ

剃そ

り
、
散
髪
等
々
、
ど
れ
も
生
活
に
身
近
な
道
具
を

約
二
〇
〇
点
ほ
ど
展
示
し
て
い
ま
す
。
展
示
資
料

は
、
館
蔵
資
料
と
教
育
委
員
会
管
理
の
資
料
を
中

心
に
、
実
際
に
豊
島
区
内
で
使
わ
れ
て
い
た
道
具
た
ち
で
す
。
展
示
を
観

な
が
ら
、
自
分
の
家
で
は
こ
う
だ
っ
た
、
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
な
ど
、

お
話
し
な
が
ら
生
活
の
移
り
変
わ
り
に
伴
う
道
具
の
変
化
を
ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
企
画
展
開
催
中
、郷
土
資
料

館
・
鈴
木
信
太
郎
記
念
館
・
雑
司
が

谷
旧
宣
教
師
館
の
三
館
を
巡
る
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
も
行
っ
て
い
ま
す
。
三

館
巡
る
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
缶
バ
ッ
ジ

を
ひ
と
つ
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

お
近
く
に
お
越
し
の
際
に
は
、
是

非
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。�

�

（
郷
土　

上
田
）

企画展示室の様子。くしやこうがい、かんざしなどの髪飾り（右上）、化粧品の瓶（右下）
といった身近な生活道具を展示しています。

お好きな缶バッジをプレゼント！
（おしろい、くし・こうがい、バリカン）

二
〇
一
八
年
度
企
画
展
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に
は
髪
飾
り
と
し
て
笄
こ
う
が
いや
簪
か
ん
ざ
しと
一
緒
に
使
わ
れ

ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
髪
が
乱
れ
た
時
な
ど
は
、

飾
り
櫛
で
直
し
た
よ
う
で
す
。

④ 

解
か
し
櫛

結
っ
て
い
た
髪
を
ほ
ぐ
し
、
整
え
る
た
め
に

使
用
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
も
の
の
中

で
は
最
も
歯
が
粗
い
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
四
種
類
の
櫛
を
駆
使
し
て
黒
く

て
艶
や
か
な
髪
を
保
ち
、
複
雑
な
髪
型
を
形
作

っ
て
い
ま
し
た
。
櫛
は
ま
さ
に
、
衛
生
と
美
容

の
両
方
を
保
つ
た
め
の
日
用
品
で
し
た
。

企
画
展
で
は
こ
の
他
に
も
、
笄
や
簪
な
ど
の

髪
飾
り
や
、
昔
の
整
髪
剤
で
あ
る
鬢び
ん

水み
ず

入
れ
や

香
油
壺
と
い
っ
た
髪
を
結
う
た
め
に
使
用
す
る

道
具
を
は
じ
め
と
し
た
、
身
だ
し
な
み
に
使
う

道
具
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
是
非
展
示
室
で
実

物
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

（
郷
土　

上
田
）

今
回
は
企
画
展
の
開
催
に
際
し
ま
し
て
、
展

示
資
料
の
中
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

髪
を
梳と

か
す
た
め
に
、
多
く
の
方
は
日
ご
ろ

ヘ
ア
ブ
ラ
シ
や
櫛く
し

を
お
使
い
か
と
思
い
ま
す
。

ヘ
ア
ブ
ラ
シ
と
い
う
の
は
明
治
時
代
に
入
っ
て

か
ら
西
洋
よ
り
輸
入
さ
れ
日
本
で
も
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
櫛
の
歴
史
は
そ

れ
よ
り
ず
っ
と
長
く
、
日
本
で
は
縄
文
時
代
の

遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
こ
の
櫛
で
す
が
、
現
在
の
櫛
の
主
な

用
途
と
は
何
か
と
考
え
ま
す
と
、
絡
ん
だ
髪
を

ほ
ど
い
て
整
え
た
り
、
寝
癖
を
直
し
た
り
、
あ

る
い
は
髪
の
長
い
人
で
あ
れ
ば
、
髪
を
結
ん
だ

り
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
基
本
的
に
は
、
髪

を
梳
く
の
も
結
ぶ
の
も
同
じ
櫛
を
使
う
こ
と
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

館
蔵
資
料
を
見
て
み
ま
す
と
、
形
や
素
材
が

大
き
く
違
う
種
類
の
櫛
が
あ
る
の
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
用
途
に
よ
っ
て
四
種
類
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

① 

梳す

き
櫛

　

髪
に
つ
い
た
ほ
こ
り
や
垢あ
か

、
ふ
け
な
ど
の

汚
れ
を
梳
き
取
り
、
ま
た
頭
皮
に
寄
生
す
る
シ

ラ
ミ
を
取
り
除
く
た
め
に
も
使
う
櫛
で
す
。
ほ

ぼ
毎
日
髪
を
洗
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
ほ

ど
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に

は
洗
髪
は
月
に
一
度
で
し
た
が
、
大
正
時
代
に

入
っ
て
も
二
週
間
に
一
度
程
度
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
の
た
め
日
常
で
は
髪
と
頭
皮
の
衛
生
保

つ
た
め
に
非
常
に
歯
の
細
か
い
梳
き
櫛
で
汚
れ

を
梳
き
取
っ
て
い
ま
し
た
。

② 

結
い
櫛

髪
を
結
う
た
め
の
専
用
の
櫛
で
す
。
時
代
劇

な
ど
で
観
る
髪
型
を
日
本
髪
と
い
い
ま
す
。
力

士
が
し
て
い
る
髪
型
も
そ
の
一
つ
で
す
。
日
本

髪
は
種
類
が
多
く
、構
造
が
複
雑
で
あ
る
た
め
、

様
々
な
形
状
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
耳
の
上
の

部
分
を
鬢び
ん

と
い
い
、
こ
こ
を
ふ
っ
く
ら
さ
せ
る

た
め
の
櫛
を
鬢
出
し
と
い
い
ま
し
た
。
歯
が
長

い
の
が
特
徴
で
す
。

③�
飾
り
櫛

こ
れ
は
髪
飾
り
と
し
て
、
結
っ
た
髪
に
挿
す

櫛
で
す
。
挿さ
し

櫛
と
も
い
い
、
半
円
型
を
し
て
い

ま
す
。
女
性
の
装
飾
品
の
た
め
、
材
質
や
飾
り

な
ど
に
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
基
本
的

衛
生
と
美
容
の
日
用
品
④
―
美
し
い
髪
を
保
つ
、
櫛
―

図2 結い櫛　�日本髪を結うには十種類以上を使い分ける必
要があった。

図3 飾り櫛　�べっ甲や漆塗の櫛に珊瑚や螺鈿、蒔絵などで
装飾されている。

図4 解かし櫛　

図1 梳き櫛　�左の資料の軸には「ふけとり」と書かれて
いる。
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さ
れ
た
第
一
四
回
行
動
美
術
展
で
あ
る
こ
と
か

ら
、当
時
ど
の
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
い
た
の
か
、

雑
誌
な
ど
か
ら
写
真
を
さ
が
し
ま
し
た
。
し
か

し
い
ず
れ
も
軸
か
ら
上
の
部
分
し
か
写
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
同
時
期
の
ほ
か
の

作
品
か
ら
類
推
し
、
作
品
表
面
の
部
分
的
な
欠

損
と
あ
わ
せ
て
修
復
を
行
い
、
本
作
は
何
年
か

ぶ
り
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

当
時
の
写
真
で
は
、
内
部
の
球
体
が
発
光
す

る
か
の
よ
う
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
新
素
材
で
あ
っ
た
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹
脂

は
、
や
わ
ら
か
く
光
を
宿
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
同
展
の
展
覧
会
評
で
、
針
生
一
郎
は
本
作

を
ひ
と
つ
の
収
穫
で
あ
る
と
し
、「
内
部
と
外

部
が
自
在
に
浸
透
し
あ
い
、
マ
チ
エ
ー
ル
に
現

れ
た
光
の
変
化
が
う
つ
く
し
い
」と
言
い
ま
す
。

建
畠
は
数
年
お
き
に
作
品
の
ス
タ
イ
ル
を
が

ら
り
と
変
化
さ
せ
ま
す
。
池
袋
・
東
京
芸
術
劇

場
に
は
《W

A
V
IN
G�FIGU

RE

－

波
貌
》
と

い
う
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
の
大
き
な
作
品

が
そ
び
え
て
い
ま
す
。
高
さ
八
メ
ー
ト
ル
あ
る

本
作
は
、
凹
凸
面
が
交
互
に
連
な
る
鏡
面
仕
上

げ
で
周
囲
を
映
し
込
み
ま
す
。《
核
と
殻
》
の

時
期
に
見
ら
れ
る
多
彩
な
制
作
も《W

A
V
IN
G�

FIGU
RE

－

波
貌
》
も
、
虚
と
実
の
空
間
を
あ

わ
せ
持
つ
と
い
う
点
で
、
作
家
の
芯
の
部
分
は

確
固
た
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
り
か
け
て

い
ま
す
。�

（
美
術　

小
林
）

か
ら
で
し
ょ
う
。
素
材
を
変
え
形
態
も
変
化
し

て
い
ま
す
が
、
造
形
面
だ
け
で
は
な
く
、
作
品

の
中
に
何
も
な
い
空
間
を
内
包
し
、
ま
る
み
を

帯
び
と
き
に
突
起
し
、
有
機
体
を
思
わ
せ
る
こ

れ
ら
の
作
品
は
、
建
畠
の
こ
の
時
期
の
特
徴
を

よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。
合
成
樹
脂
（
ポ
リ
エ
ス

テ
ル
）
を
使
っ
た
早
い
時
期
の
制
作
で
あ
る
本

作
に
苦
労
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、『
一
九
五
九

年
度
選
抜�

秀
作
美
術
展
』（
一
九
六
〇
年
）
の

陳
列
目
録
で
そ
の
意
図
を
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
空

間
（
殻
）
と
、そ
の
中
央
に
位
す
る
球
体
（
核
）

の
相
互
関
係
、
そ
れ
を
透
過
す
る
尖
線
を
半
透

明
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
処
理
す
る
こ
と
。」
と

書
い
て
い
ま
す
。

本
作
は
台
座
が
失
わ
れ
て
い
た
た
め
自
立
で

き
ず
、
水
平
に
置
か
れ
た
状
態
で
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
初
出
品
は
東
京
都
美
術
館
で
開
催

か
ら
五
五
年
ま
で
の
滞
仏
で
ヘ
ン
リ
ー
・
ム
ア

や
同
時
代
の
青
年
作
家
た
ち
か
ら
多
く
を
学
ん

だ
建
畠
が
、
新
し
い
造
形
の
積
極
的
な
展
開
と

呼
ぶ
時
期
の
制
作
で
す
。

『
美
術
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
一
九
六
三
年
一
月
号
）

に
は
、「
作
家
の
記
録　
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」」

と
題
し
た
建
畠
の
文

章
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は

一
九
五
三
年
の
《
かか

ほお

》、《
は
に
わ
》（
と

も
に
木
、
滞
仏
作
）

か
ら
、
一
九
五
五
年

《
貌か
お

》（
セ
メ
ン
ト
）、

一
九
五
六
年
《
核
》

（
セ
メ
ン
ト
、
鉄
）、

本
作《
核
と
殻
》（
ポ

リ
エ
ス
テ
ル
、
鉄
）、

一
九
六
一
年
《
星

の
樹
２
》（
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
、
鉄
）、
そ
し
て

一
九
六
二
年
《O

RGA
N

》（
セ
メ
ン
ト
）
ま

で
一
五
作
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
［
図
２
］。

多
く
の
作
品
を
掲
載
し
た
の
は
、建
畠
自
身
が
、

こ
れ
ら
の
作
品
と
そ
の
展
開
が
こ
の
時
期
の
制

作
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
た

帯
状
に
波
打
つ
楕
円
の
外
殻
の
中
に
、
左
右

か
ら
伸
び
た
球
状
の
物
体
が
あ
り
ま
す
。
外
殻

は
全
体
を
覆
い
尽
く
す
の
で
は
な
く
、
内
部
を

覗
う
こ
と
が
で
き
か
つ
外
部
に
通
じ
る
空
間
が

あ
り
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
作
用
し
あ
っ
て
、
か

た
ち
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

彫
刻
が
で
き
て
い
る
材
料

と
は
ま
た
別
の
素
材
で
、

作
品
は
地
面
か
ら
持
ち
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す［
図
１
］。

建た
て

畠は
た

覚か
く

造ぞ
う（
一
九
一
九

－

二
〇
〇
六
）
は
、
現
在
の

東
京
都
荒
川
区
西
日
暮
里

に
生
ま
れ
、一
九
四
九
（
昭

和
二
四
）
年
か
ら
没
す
る

ま
で
豊
島
区
巣
鴨
に
暮

ら
し
ま
し
た
。
彫
刻
家
・

建
畠
大た
い

夢む

（
一
八
八
〇

－

一
九
四
二
）
の
長
男
で
、

戦
後
日
本
の
抽
象
彫
刻
を
代
表
す
る
作
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
九
四
一
（
昭
和

一
六
）
年
に
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
を
卒

業
、
同
年
の
文
展
で
特
選
を
受
賞
し
ま
し
た
。

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
、
行
動
美
術
協
会

彫
刻
部
の
新
設
に
参
画
。
本
作
は
一
九
五
三
年

作
品
を 

見
る

読
む 

⓮　
建
畠
覚
造
《
核か

く

と
殻か

ら

》

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

図1　�建畠覚造　核と殻　1959年　ポリエステル・鉄
　　 高さ69.5×幅75.0×奥行30.0cm　豊島区蔵

図2　�『美術ジャーナル』（1963年1月号、通巻36号）
より、30-31頁。（東京文化財研究所所蔵）
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ま
れ
、『
江
戸
名
所
図ず

会え

』（
天
保
七・一
八
三
六

年
）
に
は
「
落
合
蛍
」
と
題
し
、
蛍ほ
た
る狩
り
を
楽

し
む
多
く
の
家
族
連
れ
が
描
か
れ
て
お
り
、
高

田
地
域
の
夏
の
風
物
詩
で
し
た
。

現
在
で
は
こ
れ
ら
の
景
観
を
眺
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
絵
葉
書
を
手
に
高
田
・
雑
司

が
谷
地
域
を
散
策
す
る
と
、
当
時
の
面
影
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

〔
参
考
〕
薬
師
寺
君
子
「
豊
島
区
地
域
に
お
け
る
江
戸

の
名
数
景
勝
地
に
つ
い
て
」、「
豊
島
区
域
と
浮
世
絵
」

『
生
活
と
文
化
』
第
11
号
、
第
12
号
。（

郷
土　

横
山
）

当
館
で
は
、
豊
島
区
地
域
を
描
い
た
浮
世
絵

版
画
を
約
30
点
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
描
か
れ
た

場
所
は
、
主
に
高
田
・
雑
司
が
谷
地
域
と
巣
鴨
・

染
井
地
域
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

前
者
は
、
安
産
・
子
育
て
の
神
と
し
て
知
ら

れ
る
雑
司
が
谷
鬼き

子し

母も

神じ
ん

が
参
詣
客
で
賑
わ

い
、
ま
た
少
し
足
を
の
ば
せ
ば
、
下
高
田
村
の

富
士
見
茶
屋
か
ら
の
眺
望
や
江
戸
川（
神
田
川
）

に
架
か
る
姿
見
橋
・
面
影
橋
の
四
季
折
々
の
風

情
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
方
後
者

は
、
中
山
道
や
染
井
通
り
沿
い
に
植
木
屋
が
軒

を
連
ね
、
庭
の
つ
つ
じ
や
趣
向
を
凝
ら
し
た
造

り
菊
な
ど
で
多
く
の
花
見
客
を
集
め
ま
し
た
。

と
も
に
江
戸
市
中
か
ら
日
帰
り
で
行
け
る
行
楽

地
で
あ
り
、
江
戸
名
所
・
名
勝
の
題
材
と
し
て

浮
世
絵
に
多
く
描
か
れ
た
の
で
す
。

特
に
前
者
は
、
菊
岡
沾せ

ん
り
ょ
う凉
著
『
江
戸
砂す

な

子ご

』

（
享
保
一
七
・
一
七
三
二
年
）
や
俳は
い

諧か
い

絵
巻
『
武

蔵
国
雑
司
谷
八は
っ

境け
い

』
に
雑
司
が
谷
の
八
名
所
が

詠
ま
れ
、
ま
た
金
子
直な
お

徳の
り

編
『
富
士
見
茶
屋
』

（
年
不
詳
）
で
は
「
高
田
十
二
景
」
と
「
高
田

続
十
三
景
」
の
計
二
十
五
の
史
跡
名
勝
が
詠
ま

れ
る
な
ど
、
多
く
の
俳
人
や
文
人
た
ち
が
愛
で

た
景
勝
地
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

当
館
で
は
、
昨
年
一
〇
月
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
を
記
念
し
て
、
人
気
の
高
い
浮
世
絵

八
点
を
絵
葉
書
に
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
（
一

枚
百
円
）。

今
回
は
高
田
・
雑
司
が
谷
地
域
の
四
点
を

紹
介
し
ま
す
。
①
は
鬼
子
母
神
参
道
の
大だ
い

門も
ん

ケ
ヤ
キ
並
木
に
建
ち
並
ぶ
料
理
屋
の
代
表
格

「
茗み
ょ
う
が
や

荷
屋
」
の
賑
わ
い
を
描
い
て
い
ま
す
。
右

側
の
参
詣
帰
り
の
一
行
は
、
土
産
の
角か
く

兵べ

衛え

獅し

子し

を
前
に
ぶ
ら
下
げ
、
疲
れ
た
様
子
の
男
の
子

の
手
を
引
い
て
歩
か
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

左
側
の
子
ど
も
は
、
土
産
の
す
す
き
み
み
ず
く

を
肩
に
か
け
、
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
微
笑

ま
し
い
光
景
で
す
。

②
は
二
人
連
れ
の
女
性
が
十
月
の
鬼
子
母
神

の
御お

会え

式し
き

の
帰
り
に
富
士
見
茶
屋
「
珍
々
亭
」

（
現
学
習
院
構
内
）
に
立
ち
寄
り
、
休
憩
し
て

い
ま
す
。
雪
を
被
っ
た
富
士
山
と
夕
日
に
染
ま

る
空
、
一
面
に
広
が
る
黄
金
色
の
稲
穂
の
眺
め

は
素
晴
ら
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
参
詣
土

産
の
五
色
の
風
車
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

③
は
②
と
同
じ
晩
秋
の
高
田
地
域
を
南
側
か

ら
俯ふ

瞰か
ん

し
た
も
の
で
す
。
江
戸
川
に
架
か
る
姿

見
橋
と
、
そ
の
奥
に
は
面
影
橋
と
氷
川
神
社
・

南
蔵
院
が
見
え
ま
す
。
こ
の
付
近
は
「
砂じ
ゃ

利り

場ば

」
と
呼
ば
れ
、
一
面
に
広
が
る
田
圃
は
「
氷

川
田
ん
ぼ
」
と
し
て
有
名
で
し
た
。

④
は
虫
か
ご
を
手
に
す
る
女
性
の
背
景
に
、

広
重
筆
の
高
田
姿
見
橋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
高
田
十
二
景
」
に
も
「
影
橋
の
流
蛍
」
が
詠

① �江戸高名会亭尽　雑司ヶ谷之図　初代歌川広重　天保中期（1835～40年頃）

②��

東
都
名
所
年
中
行
事　
十
月
雑
司
か
や
会
式
参
り

　�

初
代
歌
川
広
重
　
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年

④� 

東
都
四
季
名
所
尽　
高
田
姿
見
橋
　

����

三
代
歌
川
豊
国
、
二
代
歌
川
広
重
　
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年

③��

名
所
江
戸
百
景　
高
田
姿
見
の
は
し�

俤
の
橋�

砂
利
場

����

初
代
歌
川
広
重
　
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年

連
載
「
絵
は
が
き
は
語
る
」（ 

11 
）　　

番
外
編
！ 

高
田
・
雑
司
が
谷
の
名
所
め
ぐ
り

鬼

鬼

鬼
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第
34
回   

巣
鴨
の
賑
わ
い
は
菊
見
客
か
ら
始
ま
っ
た
!?

相
当
の
経
済
効
果
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

巣
鴨
の
近
隣
雑
司
ヶ
谷
地
域
に
居
住
し
た
幕

府
御
鷹
方
の
役
人
が
記
し
た
随
筆
『
寝
ぬ
夜
の

す
さ
び
』
に
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
の

賑
わ
い
に
つ
い
て
、
菊
花
が
完
全
に
咲
い
て
い

な
い
う
ち
か
ら
客
が
出
て
、
飲
食
店
が
に
わ
か

営
業
を
行
い
対
応
し
て
い
る
こ
と
、
関
東
は
も

と
よ
り
東
北
方
面
か
ら
も
旅
支
度
を
し
て
見
物

に
訪
れ
る
客
が
い
る
噂
さ
え
あ
る
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
巣
鴨
地
蔵
通
り
の

賑
わ
い
は
、
菊
見
客
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
菊
花
に
よ
る
形
づ
く
り
の

手
法
は
、後
年
一
大
ブ
ー
ム
と
な
る
団
子
坂（
現

文
京
区
千
駄
木
二
・
三
丁
目
）
の
菊
人
形
制
作

へ
と
継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
五（
一
九
九
三
）
年
に
始
ま
り
、

今
な
お
続
く「
す
が
も
中
山
道
菊
ま
つ
り
」
は
、

こ
こ
ま
で
記
し
て
き
た
江
戸
時
代
の
巣
鴨
の
菊

づ
く
り
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
す
。�（
郷
土　

秋
山
）

左
に
示
し
た
二
枚
の
写
真
は
、
ほ
ぼ
同
じ
地

点
か
ら
撮
影
し
た
一
九
六
八
年
二
月
と
現
在

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
撮
影
）
の
豊
島
区
巣
鴨

一
・
二
丁
目
巣
鴨
駅
前
付
近
の
様
子
で
す
。
地

図
に
示
し
た
＊
印
は
撮
影
地
点
を
、
→
印
は
撮

影
方
向
を
示
し
て
い
ま
す
。
上
の
写
真
撮
影
時

は
、
ま
だ
都
電
が
活
躍
し
て
い
た
頃
で
、
架
線

の
多
さ
が
目
立
ち
ま
す
。ま
た
、「
巣
鴨
車
庫
前
」

停
留
場
手
前
側
の
軌
道
が
左
方
向
へ
折
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
直
進
す
る
と
都
電

巣
鴨
車
庫
（
現
都
営
バ
ス
巣
鴨
営
業
所
）
と
な

る
位
置
関
係
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
撮
影
地
点
か
ら
北
西
方
向
へ
は
旧

中
山
道
（
現
巣
鴨
地
蔵
通
り
商
店
街
が
あ
る

通
り
）
が
走
り
、
街
道
沿
い
に
は
眞
性
寺
、

高
岩
寺
（
と
げ
ぬ
き
地
蔵
）、
巣
鴨
庚
申
塚
と

い
っ
た
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
所
在
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
巣
鴨
の
名
所
の
集
客
力
は
今
な
お

健
在
で
す
が
、
か
つ
て
江
戸
時
代
後
半
に
は

こ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
イ
ベ
ン
ト
が
巣

鴨
と
そ
の
周
辺
地
域
に
は
あ
り
、
抜
群
の
集

客
力
を
誇
り
ま
し
た
。
す
で
に
季
節
は
過
ぎ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
菊
花
に
よ
る
集
客
、

す
な
わ
ち
こ
の
地
域
で
営
業
を
し
て
い
た
植

木
屋
た
ち
に
よ
る
菊
づ
く
り
で
す
。

一
九
世
紀
前
半
成
立
の
『
遊ゆ
う

歴れ
き

雑ざ
っ

記き

』
に

は
、
巣
鴨
の
菊
づ
く
り
は
元
文
・
寛
保
年

間
（
一
七
三
六
～
四
四
）
に
七
・
八
軒
の
植

木
屋
が
始
め
、
花
壇
づ
く
り
→
高
作
り
→

咲
き
分
け
の
菊
な
ど
を
経
て
、
文
化
八
・
九

（
一
八
一
一
・
一
二
）
年
頃
か
ら
動
物
や
風
景
を

菊
花
で
表
現
す
る
形か
た
ちづ
く
り
が
出
て
き
た
と
し

て
い
ま
す
。
人
目
を
惹ひ

く
形
づ
く
り
に
は
、
見

物
客
が
大
勢
押
し
寄
せ
、
巣
鴨
は
も
ち
ろ
ん
染

井
（
駒
込
三
・
六
・
七
丁
目
あ
た
り
）、伝で
ん

中ち
ゅ
う（
駒

込
一
丁
目
）、
千
駄
木
と
い
っ
た
現
在
の
豊
島

区
か
ら
文
京
区
に
か
け
て
の
一
帯
が
賑
わ
い
、

流
行
菊
の
花
揃
　
巣
鴨
植
木
屋
弥
三
郎
　
弘
化
二
年

菊
花
で
造
っ
た
富
士
山
と
鶴
を
観
て
そ
の
出
来
栄
え
に
驚
い
て

い
る
人
々
の
様
子
を
描
い
た
も
の

＊➡
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編  

集  

後  

記

『
か
た
り
べ
』
一
三
〇
号
を
お
届
け
い
た

し
ま
す
。

近
年
で
は
電
車
の
乗
客
の
ほ
と
ん
ど
が

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
操
作
し
て
い
る
の
で

は
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
が
、
ス
マ
ホ
を
使

っ
て
何
を
し
て
い
る
か
は
人
に
よ
っ
て
読

書
、
ゲ
ー
ム
、
連
絡
、
仕
事
な
ど
様
々
で
す
。

し
か
し
電
源
を
切
っ
て
ス
マ
ホ
自
体
だ
け

を
見
て
し
ま
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
似
た
り

寄
っ
た
り
の
小
さ
な
板
で
、
メ
ー
カ
ー
や

機
種
に
よ
る
違
い
し
か
判
り
ま
せ
ん
。

資
料
館
に
あ
る
資
料
も
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
い
え
ま
す
。
一
見
似
た
よ
う
な
道
具

で
も
何
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い

た
か
は
千
差
万
別
で
す
。
資
料
の
み
が
重

要
な
の
で
は
な
く
、
ど
う
い
っ
た
人
が
ど

ん
な
ふ
う
に
使
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
情

報
が
、
そ
の
時
代
・
地
域
の
歴
史
と
文
化

を
示
す
う
え
で
大
変
大
事
な
こ
と
と
な
っ

て
い
き
ま
す
。

い
ず
れ
何
十
年
も
た
っ
て
ス
マ
ホ
が
博

物
館
資
料
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
み
な
さ
ん

が
今
何
の
ア
プ
リ
を
使
っ
て
い
る
か
、
そ

う
い
っ
た
情
報
が
貴
重
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。�

（
編
集　

上
田
）

かたりべ
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板
敷
の
台
所
（
現
旧
台
所
２
）
を
増
築
す
る
と

共
に
既
存
台
所
（
現
事
務
室
・
旧
台
所
１
）
と

の
間
に
三
畳
間
（
現
旧
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
）
の

女
中
室
を
増
築
す
る
も
の
で
、
既
存
台
所
も
勝

手
口
の
位
置
が
北
側
へ
移
り
、
流
し
台
と
コ
ン

ロ
が
北
側
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
座
敷
北
側
に
破
線
で
「
将
来
増
築
」

の
記
載
が
見
ら
れ
、
増
築
が
検
討
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
へ

の
増
築
は
行
わ
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
計
画
が
あ

っ
た
か
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
に
増
改
築
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
七
六

（
昭
和
五
一
）
年
で
、
三
畳
間
の
女
中
室
を
北

側
に
三
尺
拡
張
し
て
い
ま
す
。
増
築
後
は
北
側

に
洗
面
流
し
と
洗
濯
機
を
設
置
し
、
ユ
ー
テ
ィ

リ
テ
ィ
と
し
て
使
用
し
ま
す
。

こ
の
拡
張
に
伴
い
、
以
前
洗
濯
機
を
設
置
し

て
い
た
三
畳
間
と
台
所
２
の
間
へ
貯ち
ょ

湯と
う

式し
き

湯ゆ

沸わ
か
し

器き

が
設
置
さ
れ
、
台
所
１
の
勝
手
口
は
取
り
除

か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
（
平
成

二
九
）
年
に
行
わ
れ
た
保
存
改
修
工
事
で
壁
を

剥は

が
し
た
と
こ
ろ
、
勝
手
口
の
扉
が
壁
の
中
に

残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
図
３

右
手
の
扉
）。
こ
の
扉
は
除
去
せ
ず
、
再
び
壁

の
中
に
埋
め
戻
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
北
側
三
室
は
、
記
念
館
開
館
に
向

け
た
保
存
改
修
工
事
の
際
、
非
公
開
の
事
務
室

等
へ
の
改
装
が
行
わ
れ
、
現
在
は
当
時
の
姿
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ

の
他
の
公
開
部
分
に
つ
い
て
は
、
創
建
当
初
の

姿
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。�

（
郷
土　

木
下
）

旧
鈴
木
家
住
宅
は
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）

年
の
座
敷
棟
移
築
に
よ
っ
て
、
現
在
の
三
棟
構

成
が
完
成
し
ま
す
。
以
降
も
書
斎
棟
二
階
の
再

建
を
は
じ
め
と
す
る
増
改
築
工
事
等
が
行
わ
れ

ま
す
が
、
特
に
北
側
の
台
所
を
中
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と
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水

回
り
は
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幾
度
か
の
増
改
築
工
事
に
よ
っ
て
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が
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ま
す
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最
初
の
増
築
は
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
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で
、
座
敷
棟
三
畳
間
の
北
側
へ
の
拡
張
と
三
畳

間
の
増
築
で
し
た
。
こ
の
工
事
は
、
三
畳
間
を

北
側
へ
四
尺
半
（
約
一
三
六
四
㎜
）
拡
張
し
て

「
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郎
記
念
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の
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料
た
ち　
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図１　1953年増改築工事平面図

図２　1976年増改築工事平面図

図３　旧勝手口扉


