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年
（
一
六
一
七
）
四
月
の
徳
川
秀
忠
に
よ
る

日
光
社
参
の
事
例
で
、
随
行
者
の
京
都
の
公

家
、
日
野
資
勝
が
「
千
住
に
て
馬
を
継
ぎ
」

と
記
録
し
た
の
が
最
初
の
記
事
（
日
野
資
勝

の
参
向
記
）
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
継
馬
（
人

馬
の
リ
レ
ー
拠
点
）
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ

と
が
判
り
ま
す
。

■
日
光
山
造
営
法
度　

画
期
と
な
っ
た
の
が

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
出
さ
れ
た
「
日

光
山
造
営
法
度
」（『
徳
川
実
紀
』）
で
す
。

こ
の
年
か
ら
日
光
東
照
宮
の
大
造
営
を
命
じ

た
法
度
で
す
。

　

こ
の
と
き
、
併
せ
て
江
戸
―
日
光
間
の
宿

駅
整
備
も
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の

法
度
に
関
連
し
て
い
る
の
が
、
日
光
山
と
と

も
に
徳
川
家
を
ま
つ
る
寛
永
寺
の
創
建
で

す
。
日
光
山
と
対
に
な
る
江
戸
の
交
通
整
備

の
一
環
が
千
住
宿
の
創
建
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
寛
永
寺
と
千
住
宿
は
い
ず
れ
も
法

度
の
翌
年
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
成

立
し
た
の
で
す
。

２ 

千
住
宿
四
丁
目
の
成
立
記
事

　

上
に
掲
げ
た
写
真
は
、
元
、
千
住
四
丁
目

の
地
漉
紙
問
屋
、紙
屋
伊
助
家
（
大
久
保
家
）

が
伝
来
し
た
古
文
書
で
す
。
表
題
は
「
千
住

宿
四
丁
目
起
立
之
事
（
せ
ん
じ
ゅ
じ
ゅ
く
よ

ん
ち
ょ
う
め
き
り
ゅ
う
の
こ
と
）、
つ
ま
り

「
千
住
宿
四
丁
目
の
成
立
ち
の
こ
と
」
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
の
古
文
書
で
と
く
に
重
要

な
の
が
、年
代
と
町
の
成
立
ち
の
記
述
で
す
。

■
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
成
立　

写
真

の
本
文
三
行
目
か
ら
の
文
言
を
見
る
と
、
次

　
１ 

千
住
宿
の
開
宿

　

日
光
道
中
千
住
宿
の
始
ま
り
は
寛
永
二

年
（
一
六
二
五
）
で
し
た
。
令
和
七
年

（
二
〇
二
五
）
に
は
、
千
住
宿
が
開
か
れ
て

か
ら
四
〇
〇
年
目
を
迎
え
ま
す
。
日
光
道
中

は
上
野
の
寛
永
寺
と
日
光
東
照
宮
、
輪
王
寺

を
結
ぶ
幕
府
の

主
要
街
道
の
一

つ
で
、
将
軍
家

の
聖
地
を
繋
ぐ

と
い
う
特
別
な

意
味
合
い
か
ら

「
将
軍
家
の
参

道
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

　

千
住
が
日
光

道
中
の
宿
場
と 

な
る
あ
ら
ま
し

を
見
て
お
き
ま 

し
ょ
う
。
ま
ず

は
文
禄
三
年

（
一
五
九
四
年
）

に
千
住
大
橋
が

架
橋
さ
れ
る
と

江
戸
か
ら
北
に

向
か
う
と
き
の

要
衝
と
し
て
発

展
が
始
ま
り
ま
す
。

　

慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
継
馬
村
（
つ

ぎ
ば
む
ら
）
と
な
り
ま
す
が
、
輸
送
機
能
の

み
で
、
ま
だ
宿
場
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
公
用
通
行
の
最
初
の
記
録
は
元
和
三
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街
道
、
千
住
通
り
と
な
り
て
隅
田
村
の
千
軒

町
も
引
う
つ
り
」
と
千
軒
町
と
い
う
ほ
ど
栄

え
て
い
た
の
が
千
住
宿
へ
移
っ
て
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
牛
田
か
ら　

千
住
三
丁
目
に
鎮
座
す
る
本

氷
川
神
社
に
つ
い
て
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」

で
は
「
元
、
牛
田
に
あ
り
。
…
略
…
こ
こ
に

移
せ
り
と
。
今
も
か
の
地
に
社
跡
遺
れ
り
」

と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
む
か
し
の
地
字
と

し
て
、
現
在
の
千
住
東
・
千
住
曙
町
の
各
一

部
や
現
墨
田
区
域
の
一
部
ま
で
千
住
三
丁
目

の
土
地
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
元

禄
検
地
帳
や
絵
図
）、
神
社
は
村
の
中
心
に

あ
る
の
が
通
例
な
の
で
、
元
々
は
千
住
三
丁

目
を
構
成
し
た
家
々
が
、
現
在
の
千
住
東
南

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

■
大
久
保
家
文
書
を
紐
解
く　

古
文
書
は
第

一
次
資
料
（
書
簡
類
）、
第
二
次
資
料
（
日

記
、
記
録
類
）、
第
三
次
資
料
（
編
さ
ん
物
）

の
区
分
が
あ
り
ま
す
が
、
千
住
宿
開
宿
の
資

料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
第
三
次
資
料
し

か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
本
文
書
は
第
二

次
資
料
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
、
重

要
な
根
拠
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
七
年
に
は
千
住
宿
の
開
宿
か
ら

四
〇
〇
年
目
を
迎
え
ま
す
。
本
古
文
書
の
他

の
記
述
も
含
め
、
大
久
保
家
文
書
に
は
千
住

宿
の
重
要
記
事
が
あ
る
の
で
連
載
で
ご
紹
介

し
ま
す
。
末
尾
な
が
ら
本
文
書
を
伝
来
し
足

立
区
に
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
大
久
保
美
伸

さ
ん
に
誌
上
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　

   （
博
物
館
学
芸
員　

多
田
文
夫
）

か
る
租
税
の
免

除
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
千
住
宿

も
屋
敷
地
部
分

は
免
税
の
特
権

が
関
東
郡
代
の

伊
奈
氏
か
ら
与

え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

■
家
を
集
め
る　

幕
府
の
街
道
や

宿
場
整
備
で

は
、
し
ば
し
ば

集
落
移
動
を
伴

う
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
り
、
宿
場
全

体
が
動
い
た
例
と
し
て
著
名
な
の
が
元
栗
橋

と
新
栗
橋
（
栗
橋
宿
）、
機
能
移
転
で
も
八

条
宿
（
八
潮
市
八
条
）
か
ら
草
加
宿
へ
の
変

更
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

千
住
宿
の
場
合
、
中
世
の
隅
田
宿
か
ら
、

寛
永
二
年
に
新
し
い
宿
場
と
し
て
整
備
が
行

わ
れ
、
周
辺
の
家
々
を
集
め
て
宿
場
町
と
な

り
ま
し
た
。
移
転
元
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
し

て
判
明
し
て
い
る
の
が
「
隅
田
宿
」（
す
だ

じ
ゅ
く
。
現
墨
田
区
隅
田
付
近
）、牛
田
（
う

し
だ
。現
足
立
区
千
住
東
・
千
住
曙
町
付
近
）、

そ
し
て
本
古
文
書
の「
元
宿
」（
も
と
じ
ゅ
く
。

現
足
立
区
千
住
元
町
あ
た
り
）
で
し
た
。

■
隅
田
宿
か
ら　

隅
田
宿
は
、
江
戸
時
代
初

め
ま
で
の
古
い
宿
場
で
し
た
が
、
宿
場
機
能

は
千
住
宿
に
移
転
し
ま
し
た
。「
墨
水
遊
覧

誌
」（「
江
戸
叢
書
」
所
収
）
に
は
、「
奥
州

■
宿
場
と
な
る
こ
と　

そ
も
そ
も
宿
場
と
は

ど
の
よ
う
な
場
所
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の

交
通
制
度
は
伝
馬
制
度
と
い
い
ま
す
。
馬
と

人
足
で
拠
点
か
ら
拠
点
に
リ
レ
ー
形
式
で
人

や
物
資
を
輸
送
し
ま
す
。
陸
上
競
技
の
「
駅

伝
」
に
そ
の
形
態
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
リ
レ
ー
の
中
継
を
す
る
機
能
を
果
た

し
て
い
た
の
が
「
継
馬
村
」
で
す
。
千
住
の

場
合
は
、
宿
場
に
な
る
以
前
に
ま
ず
継
馬
村

と
な
り
ま
し
た
。

　

宿
場
と
は
継
馬
村
（
リ
レ
ー
の
中
継
点
）

に
加
え
、
本
陣
等
を
備
え
た
宿
泊
施
設
を
備

え
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
書
状
の
送
達
、
つ

ま
り
郵
便
機
能
を
併
せ
持
つ
も
の
で
す
。
人

と
物
資
と
情
報
を
伝
え
る
機
能
が
揃
っ
て
宿

場
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
役
割

（
宿
役
）
を
負
担
す
る
た
め
、
各
宿
場
の
屋

敷
地
は
「
地
子
免
除
」
と
い
う
屋
敷
地
に
か

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

※　

以
下
、
古
文
書
は
読
み
や
す
く
一
部 

　
　

の
文
字
を
書
き
換
え
ま
し
た
。

　

寛
永
二
丑
年
、
東
照
神
君
御
廟
を
御
造 

　

営
あ
り
て
日
光
山
と
改
め
、
道
中
・
宿
々
・ 

　

往
還
、
御
定
之
節
、
今
こ
の
四
丁
目
へ 

　

民
の
家
を
移
し
、
本
村
と
し
て
其
跡
を 

　

元
宿
と
唱
え
候
。

　

千
住
四
丁
目
は
寛
永
二
年
に
日
光
山
の
整

備
に
合
わ
せ
て
家
を
移
し
、
も
と
も
と
村
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
を
「
元
宿
」
と
称
し
た
と
い

う
記
述
で
す
。
こ
れ
ま
で
千
住
の
歴
史
書
、

「
旧
考
録
」（
当
館
蔵
、
永
野
家
文
書
）
の
中

で
次
の
記
述
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

寛
永
二
乙
丑
年
、
日
光
山
ご
造
営
あ
り 

　

て
、
か
た
じ
け
な
く
も
、
公
の
仰
せ
を 

　

こ
う
む
り
、
こ
と
ご
と
く
民
屋
（
み
ん 

　

お
く
）
を
往
辺
の
ち
ま
た
に
移
し
、
軒 

　

を
つ
ら
ね
て
例
幣
使
か
つ
は
公
辺
の
参 

　

詣
の
仕
官
休
泊
の
用
を
つ
と
む
。
ゆ
え 

　

に
日
光
道
中
千
寿
の
駅
と
定
む
…

　
　

※　

館
蔵
永
野
家
文
書
「
旧
考
録
」 

　
　
　

前
編
の
一
部
「
虎
斑
稲
荷
大
明
神 

　
　
　

略
縁
起
並
付
言
」。『
永
野
家
文
書 

　
　
　

二
』（
平
成
五
・
年

　

こ
ち
ら
で
も
寛
永
二
年
に
、「
民
屋
」（
み

ん
お
く
＝
民
家
）
を
「
往
辺
の
ち
ま
た
」（
＝

街
道
沿
い
）
に
移
し
て
町
並
み
を
つ
く
っ
た

と
い
う
整
備
状
況
を
記
し
て
い
ま
す
。

３ 

家
々
を
集
め
て
宿
場
に

（２）

千
住
宿
成
立
期
の
移
住
概
念
図
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が
冷
め
て
も
美
味
し
く
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
木
の

保
温
効
果
も
あ
っ
て
冷
め
に
く
く
、
一
、二

時
間
は
ぬ
く
も
り
あ
る
ご
飯
を
食
べ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
保
温
効
果
を
上
げ
る

た
め
藁
で
作
ら
れ
た
御
櫃
を
す
っ
ぽ
り
と

入
れ
る
道
具
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
足
立
区

で
は
名
称
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、「
御

櫃
入
れ
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
飯
イ
ズ
メ
・

飯
チ
グ
ラ
や
飯
フ
ゴ
な
ど
と
よ
ぶ
地
域
も

あ
り
ま
す
。
編
み
込
ん
で
作
ら
れ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
藁
束
を
つ
な
げ
て

太
い
ロ
ー
プ
状
の
も
の
を
作
り
こ
れ
を
ぐ

る
ぐ
る
巻
き
な
が
ら
縫
い
付
け
る
こ
と
で

こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。

　

御
櫃
は
、
ご
飯
の
保
存
容
器
と
い
う
よ

り
、
炊
い
た
釜
か
ら
ご
飯
を
移
し
て
使
う
道

具
と
い
っ
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

デ
ザ
イ
ン
は
異
な
り
ま
す
が
、
現
在
で

も
、
旅
館
に
泊
ま
っ
た
と
き
な
ど
御
櫃
で

ご
飯
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

人
数
分
の
ご
飯
が
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
よ
そ
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
旅
館
の
厨
房
で
炊
い
た
ご
飯
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
ー
ブ
ル
や
部
屋
へ
運
ぶ
た
め

の
道
具
と
い
え
ま
す
。

　

御
櫃
に
は
、
ご
飯
を
付
き
に
く
く
す
る

た
め
、
濡
れ
布
巾
な
ど
で
中
を
湿
ら
せ
、

ふ
ん
わ
り
と
よ
そ
い
ま

す
。
縁
ま
で
い
っ
ぱ
い

に
詰
め
る
の
で
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
御
櫃
の
四
分

の
三
く
ら
い
ま
で
に
し

て
、
蒸
気
を
上
げ
る
余

地
を
作
り
ま
す
。

■
御
櫃
の
利
点　

御
櫃

は
、
木
製
で
あ
る
た
め
、

調
湿
性
が
働
き
、
適
度

に
水
分
を
と
っ
て
、
ご

飯
が
べ
ち
ゃ
べ
ち
ゃ
に

な
っ
た
り
、
逆
に
乾
燥

し
て
硬
く
な
っ
た
り
す

る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
蓋
の
間
に

布
巾
を
挟
ん
で
、
余
分

な
水
分
を
取
る
こ
と
も

行
わ
れ
ま
し
た
。
ご
飯

【
写
真
１
】
の
御
櫃
で
は
胴
の
タ
ガ
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
「
タ
ガ
が
は
ず
れ
る
」
と
、

桶
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
い
手
が
つ

け
よ
う
が
な
く
な
り
ま
す
。
慣
用
句
「
タ

ガ
が
は
ず
れ
る
」
は
こ
こ
か
ら
来
て
お
り
、

締
め
付
け
が
な
く
な
る
と
、
抑
え
き
れ
な

く
な
る
様
子
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
タ
ガ
が
ゆ
る
む
」
と
い
う
慣
用
句
も
、
緊

張
が
な
く
な
り
、
ゆ
る
ん
だ
様
子
を
表
し

て
い
ま
す
。

　

御
櫃
の
型
は
関
東
と
関
西
で
異
な
り
、

写
真
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
蓋
が
か
ぶ
さ

る
江
戸
型
と
、
桶
の
上
に
二
本
取
手
が
つ

い
た
乗
せ
蓋
の
関
西
型
の
ふ
た
つ
が
あ
る

よ
う
で
す
。

■
御
櫃
の
使
い
方　

長
い
間
、
ご
飯
は
羽

釜
や
鍋
で
炊
い
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
、

竈
（
か
ま
ど
）
で
羽
釜
（
は
が
ま
）
を
使
っ

て
炊
く
場
合
、
炊
き

あ
が
っ
た
飯
を
そ
の

ま
ま
茶
碗
に
よ
そ
っ

た
り
、
大
き
な
羽
釜

を
食
事
の
場
所
ま
で

運
ん
だ
り
す
る
こ
と

は
現
実
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
炊
き
あ

が
っ
た
ご
飯
は
、
一

度
、
御
櫃
に
移
し
ま

す
。
そ
こ
か
ら
、
茶

碗
に
よ
そ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
食
卓
の
場

に
運
ん
だ
り
と
い
う

■
御
櫃
と
は　

一
般
家
庭
で
は
ほ
と
ん
ど

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
道
具
で
す

が
、
炊
い
た
ご
飯
を
移
し
入
れ
て
保
存
し

て
お
く
容
器
の
こ
と
で
す
。 
現
在
は
、
セ

ラ
ミ
ッ
ク
製
な
ど
も
あ
る
よ
う
で
す
が
も

と
は
木
製
の
桶
型
の
も
の
で
、
天
然
の
木

材
、
香
り
が
強
く
な
く
灰
汁
（
あ
く
）
が

出
な
い
サ
ワ
ラ
の
木
が
よ
く
使
わ
れ
ま

す
。
作
り
方
は
、
桶
と
同
様
で
側
板
で
円

筒
形
を
作
っ
て
竹
釘
で
つ
な
げ
、
箍
（
た

が
）
を
掛
け
て
底
板
を
は
め
込
ん
て
い
ま

す
。
タ
ガ
と
は
、
桶
や
樽
の
木
を
締
め
て

い
る
竹
や
金
属
の
輪
っ
か
状
の
も
の
で
す
。

（３）

【写真１】　御櫃
高さ 23ｃｍ×蓋直径 30.3ｃｍ
　胴直径 26.5ｃｍ　１升～１升５合入

博物館で製作したイラスト　100 年くらい前の食事の様子
土間に設置された竈を使い、羽釜で炊いたご飯を御櫃に移し
て、板の間の食事の場でご飯をよそう。

御御お

ひ

つ

お

ひ

つ櫃櫃

あ
だ
ち
民
具
図
典

あ
だ
ち
民
具
図
典
⑱⑱
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■
日
比
谷
家
の

雛
飾
り　

日
比

谷
家
の
屋
敷
が

あ
っ
た
の
は
、

現
在
の
足
立
区

中
央
本
町
五
丁 

目
の
梅
島
陸
橋 

（
環
七
通
り
）付

近
の
商
業
施
設

あ
た
り
に
な
り
ま
す
。
現
所
有
者
の
日
比

谷
二
朗
氏
は
屋
敷
の
座
敷
に
雛
人
形
が
飾

ら
れ
る
と
、
屋
敷
が
開
か
れ
て
、
お
披
露

目
が
あ
り
、
小
右
衛
門
町
（
当
時
）
や
近

隣
の
子
ど
も
た
ち
で
賑
わ
っ
た
こ
と
を
記

憶
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
番
組
の
ご
案
内　
　

日
比
谷
家
の
古
今

雛
に
つ
い
て
の
番
組
は
、
３
月
３
日
（
金
）

夕
方
６
時
か
ら
配
信
開
始
の
予
定
。
ウ
ェ

ブ
で
【
検
索
🔎　
「
ほ
ー
り
ー
と
お
江
戸
、

い
い
ね
！
」】
で
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
【
出
演
者
の
略
歴
】

林
直
輝　

吉
徳
資
料
館
の
学
芸
員
、
室
長

を
歴
任
。
現
在
、日
本
人
形
研
究
所
所
長（
静

岡
県
富
士
市
）。『
開
運
！
な
ん
で
も
鑑
定

団
』
の
日
本
人
形
鑑
定
士
と
し
て
も
知
ら

れ
る
。

堀
口
茉
純　

日
本
史
・
江
戸
文
化
の
発
信

者
。
女
優
。『
江
戸
は
ス
ゴ
イ
～
世
界
が
驚

く
！
最
先
端
都
市
の
歴
史
・
文
化
・
風
俗
～
』

(

Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫)

、『「
徳
川
」「
松
平
」
の
51

人
（
仮
タ
イ
ト
ル
）』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書　

※

３
月
刊
行
予
定
）
な
ど
の
作
者
と
し
て
も

知
ら
れ
る
。 

　
『
名
家
の
か
が
や
き
』
展
で
パ
ネ
ル
紹
介

し
た
小
右
衛
門
新
田
の
日
比
谷
家
伝
来
の

「
古
今
雛
」（
こ
き
ん
び
な
）
が
東
京
国
立
博

物
館
（
台
東
区
上
野
）
で
開
催
さ
れ
る
特
集

展
示
「
お
ひ
な
さ
ま
と
日
本
の
人
形
」（
本

館
第
十
四
室
）
で
出
展
さ
れ
ま
す
。
会
期
＝

二
月
二
八
日
（
火
）
～
三
月
十
九
日
（
日
）。

■
林
直
輝
×
堀
口
茉
純　

こ
の
「
古
今
雛
」

の
保
存
や
評
価
に
長
く
携
わ
る
人
形
研
究

の
林
直
輝
先
生
が
解
説
す
る
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
番
組
を
、
足
立
区
出
身
の
江
戸
文
化

発
信
者
で
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
の
堀
口
茉

純
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
制
作

が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
日
比
谷
家
の

古
今
雛
の
魅
力
と
そ
の
貴
重
さ
の
意
義
に

つ
い
て
の
豊
富
な
情
報
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

詳
し
く
は
番
組
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
後
述
）。

れ
て
い
ま
す
。
空
い
て
し
ま
っ
た
部
分
に

新
た
に
木
を
足
し
て
補
修
し
た
痕
跡
が
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
桶
を
作
る
職
人
に
依

頼
し
た
仕
事
で
、
大
切
に
使
い
込
ま
れ
た

様
子
が
見
て
取
れ
ま
す
。

■
御
櫃
の
現
在　

一
般
家
庭
で
御
櫃
を
使

わ
な
く
な
っ
た
理
由
は
、
電
気
釜
の
登
場

に
よ
り
直
接
ご
飯
を
よ
そ
う
こ
と
が
容
易

に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
な

に
よ
り
大
き
い
の
は
保
温
の
た
め
の
保
温

ジ
ャ
ー
が
で
き
た
こ
と
な
ど
で
す
。
炊
い

た
ご
飯
を
ジ
ャ
ー
に
移
せ
ば
、
い
つ
で
も

炊
き
立
て
の
温
か
い
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

冷
め
た
ご
飯
を
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る

と
い
う
の
が
御
櫃
の
大
き
な
利
点
で
あ
っ

た
た
め
、
御
櫃
に
移
す
必
要
性
が
薄
れ
、

比
較
的
手
入
れ
に
手
間
の
か
か
る
こ
と
も

相
ま
っ
て
、
姿
を
消
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

■
現
在
の
御
櫃　

現
在
も
、

寿
司
店
で
は
お
い
し
い

シ
ャ
リ
の
た
め
に
は
欠
か

せ
な
い
道
具
で
す
。
ま
た
、

あ
え
て
御
櫃
を
使
う
人
も

い
ま
す
。
現
在
も
製
作
販

売
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
良

さ
は
、
昔
な
が
ら
に
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

  

（
郷
土
博
物
館
学
芸
員　

荻
原
ち
と
せ
）

形
を
作
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。【
写
真
２
】　

ご
飯
の
保
存
容
器
と
さ
れ
る
御
櫃
で
す
が
、

保
存
期
間
は
せ
い
ぜ
い
一
日
ほ
ど
、
夏
場

は
半
日
く
ら
い
で
あ
り
、
保
存
効
果
が
抜

群
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
御
櫃
の
取
り
扱
い　

御
櫃
は
、
使
っ
た

ら
木
目
に
添
っ
て
き
れ
い
に
洗
い
、
布
巾

で
拭
い
て
、
あ
ま
り
直
射
日
光
の
当
た
ら

な
い
風
通
し
の
よ
い
と
こ
ろ
で
乾
燥
さ
せ

ま
す
。
水
気
を
含
ん
だ
ま
ま
だ
と
カ
ビ
が

生
え
た
り
、
逆
に
乾
燥
さ
せ
す
ぎ
る
と
、

木
が
縮
ん
で
タ
ガ
が
外
れ
て
桶
か
壊
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
毎
日
、
丁
寧

に
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
御
櫃
を
長
持

ち
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
【
写
真
１
】
の
御
櫃
は
、
よ
く
使
い
こ
ま

れ
て
洗
わ
れ
て
い
る
た
め
か
木
肌
は
白
く
、

ま
た
、
蓋
の
開
け
閉
め
で
縁
の
部
分
が
擦

（４）

【写真２】　御櫃入れ　
藁の茎の部分を揃えてつなぎ、糸を巻いて
ロープ状に整え、巻きながら形を作ってある。 
内径 37ｃｍ、高さ 31.5ｃｍ。
　２升から３升入りの御櫃が入る。

日
比
谷
家
の
古
今
雛
（
上
）
と
林
直
輝
先
生
（
右
）

幕
末
期
江
戸
雛
飾
り
の
最
高
峰

幕
末
期
江
戸
雛
飾
り
の
最
高
峰

日
比
谷
家
伝
来

日
比
谷
家
伝
来    

古
今
雛

古
今
雛

東
京
国
立
博
物
館
で

東
京
国
立
博
物
館
で

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　  

展
覧
会

展
覧
会


