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写
真
の
作
品
は
、
テ
ー
マ
展
「
雛

と
雛
道
具
」
で
２
月
３
日
㈮
〜
３
月

６
日
㈫
の
期
間
、
展
示
し
ま
す
。（
期

間
中
無
休
）　

家
紋
の
橘
と
松
平
家
の
家
紋
の
葵
が
表

さ
れ
て
い
ま
す
。内
側
の
天
井
と
壁
面
に

は
、金
地
に
四
季
の
花
鳥
が
彩
り
豊
か
に

描
か
れ
て
お
り
、あ
た
か
も
大
書
院
の
壁

画
を
見
る
よ
う
な
趣
が
あ
り
ま
す
。
屋

根
は
唐か

ら

破は

風ふ

と
い
う
形
式
で
、荘
重
な
印

象
を
与
え
ま
す
。さ
ら
に
は
随
所
に
き
ら

び
や
か
な
飾
金
具
が
あ
し
ら
わ
れ
、ま
さ

に
、小
さ
な
御
殿
と
も
言
え
る
し
つ
ら
え

で
す
。

　

明
治
を
迎
え
、生
活
の
洋
式
化
が
進
む

と
、
人
力
車
が
普
及
し
、
駕
籠
の
使
用
は

絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。弥
千
代
の
駕
籠
を

は
じ
め
、
今
に
伝
わ
る
豪
華
な
女
乗
物

は
、江
戸
時
代
に
花
開
い
た
乗
物
を
飾
る

文
化
の
頂
点
を
極
め
た
も
の
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。弥
千
代
の
駕
籠
を
手
が
か
り

に
、江
戸
時
代
の
乗
物
の
き
ら
び
や
か
な

世
界
に
、触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

奥
田
晶
子
）

な
ど
で
は
、
古
く
か
ら
車
輪
を
備
え
た

形
式
が
主
流
を
占
め
ま
し
た
が
、
日
本

の
場
合
、
車
に
適
し
た
道
路
の
整
備
が

京
都
以
外
で
は
整
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

車
は
小
回
り
が
利
か
な
い
こ
と
、
製
作

費
用
が
莫
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
輿
や

駕
籠
が
主
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

輿
と
駕
籠
は
、
担
い
で
運
ぶ
点
は
同

じ
で
す
が
、
輿
は
、
乗
台
の
底
部
に
担に

な

い
棒
を
通
し
た
形
の
も
の
で
あ
り
、
駕

籠
は
、
屋
根
に
担
ぎ
棒
を
通
す
構
造
で

す
。
駕
籠
は
、
輿
の
よ
う
に
台
を
高
く

持
ち
上
げ
る
必
要
が
な
い
た
め
安
定
性

が
良
く
、
材
料
も
少
量
で
済
む
と
い
う

利
点
が
あ
り
、
輿
に
比
べ
る
と
よ
り
機

能
的
な
構
造
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
た
め
、
駕
籠
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ

た
頃
に
は
広
く
普
及
し
、
人
々
の
生
活

に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

　

駕
籠
は
、
乗
る
人
の
身
分
や
職
業
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
し

た
が
、
大
き
く
は
２
種
に
分
け
ら
れ
ま

す
。
庶
民
用
の
も
の
と
貴
人
用
の
も
の

で
す
。
当
時
は
、
前
者
は
「
駕
籠
」、
後

者
は
「
乗の

り

物も
の

」
と
呼
ば
れ
、
特
に
外
観

　

古
来
、
日
本
で
用
い
ら
れ
た
乗
物
に

は
、車
と
輿こ

し

、駕か

籠ご

が
あ
り
ま
す
。
車
は

車
輪
を
備
え
た
も
の
で
、
牛
な
ど
に
引

か
せ
る
乗
物
で
す
。輿
と
駕
籠
は
、人
が

担か
つ

い
で
運
ぶ
乗
物
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

江
戸
の
乗
物 –

女
乗
物
の
世
界–

に
お
い
て
、
両
者
の

違
い
は
明
白
で
し

た
。
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、乗
物

は
、
単
に
移
動
す
る
た
め
だ
け
の
道
具

で
は
な
く
、
時
に
は
華
麗
な
装
飾
を
加

え
、
権
力
を
示
す
た
め
に
用
い
る
も
の

で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
な
か
で
も
、
高

位
の
女
性
が
使
用
す
る
乗
物
は
、「
女
乗

物
」
と
呼
ば
れ
、
動
く
美
術
品
と
言
え

る
ほ
ど
華
麗
な
も
の
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
風
俗
を
書
い
た
喜き

田た

川が
わ

守も
り

貞さ
だ

の
風
俗
誌
『
守も

り

貞さ
だ

謾ま
ん

稿こ
う

』
に
、
女

乗
物
の
特
徴
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
本
か
ら
、
女
乗
物
の
外
装
は

５
種
に
分
類
さ
れ
、
身
分
に
よ
っ
て
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
黒く

ろ

漆う
る
し

塗ぬ
り

金き
ん

蒔ま
き

絵え

を
施
し
た
も
の
が
最
も
格
が
高
く
、

大
名
の
奥
方
を
は
じ
め
、
高
位
の
女
性

が
用
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
現
存
す
る
作
品
で
そ
の
具

体
的
な
例
を
紹
介
し
ま
す
。
写
真
は
、井

伊
家
13
代
直な

お

弼す
け

の
息
女
弥や

千ち

代よ

（
１
８

４
５
〜
１
９
２
７
）
が
、安
政
５
年
（
１

８
５
８
）
に
高
松
藩
松
平
家
世
子
頼よ

り

聡と
し

に
嫁
ぐ
際
に
調
え
た
婚
礼
調
度
の
一
つ

で
す
。
全
面
に
黒
漆
塗
が
施
さ
れ
、
金

蒔
絵
で
松
竹
梅
の
模
様
と
、
井
伊
家
の

▲黒漆塗松竹梅葵橘紋女乗物

お
ん
な  

の
り    

も
の


