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写
真
の
作
品
は
、
テ
ー
マ
展
「
吉
祥
―

招
福
の
意
匠
―
」
で
１
月
１
日
（

水
・
祝
）

～
２
月
２
日
（
日
）

の
期
間
、
展
示
し
ま

す
（
期
間
中
無
休
）。

武
具
に
見
ら
れ
る
吉
祥
文
様
―
梨

な
し
　
じ
　
か
ぶ
　
ま
き
　
え
　
ら
　
で
ん
　
く
ら

地
蕪
蒔
絵
螺
鈿
鞍
―

　
古
来
よ
り
人
々
は
、
様
々
な
事
物
、
事

象
を
め
で
た
い
兆き

ざ

し
、
良
い
し
る
し
と
捉

え
、
福
を
呼
び
込
む
た
め
に
そ
れ
ら
を
意

匠
化
し
、
様
々
な
も
の
に
表
し
て
き
ま
し

た
。

　
武
器
・
武
具
に
用
い
ら
れ
る
吉
祥
の
意

匠
と
し
て
は
、
龍
や
蜻と

ん

蛉ぼ

な
ど
が
よ
く
知

ら
れ
ま
す
。
龍
は
神
と
し
て
も
崇
め
ら
れ

る
強
大
な
力
を
持
つ
伝
説
上
の
存
在
で

す
。
蜻
蛉
は
後
ろ
に
退
か
ず
前
方
に
飛
び

続
け
、
素
早
い
動
き
で
獲
物
を
捕
ら
え
る

こ
と
か
ら
勝か

ち

虫む
し

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
武
士

た
ち
は
、
武
運
長
久
の
願
い
を
込
め
て
、

そ
の
力
や
性
質
が
戦
い
に
ふ
さ
わ
し
い
と

さ
れ
る
神
獣
や
動
物
な
ど
を
意
匠
に
取
り

入
れ
た
の
で
す
。

　
一
方
で
、
武
器
・
武
具
に
表
さ
れ
る
意

匠
の
中
に
は
、
戦
い
に
は
一
見
そ
ぐ
わ
な

い
装
飾
も
見
ら
れ
ま
す
。
写
真
は
、
蕪か

ぶ

が

表
さ
れ
た
井
伊
家
伝
来
の
鞍
で
す
。
全
体

を
金き

ん

梨な
し

地じ

と
し
、
蕪
の
根
を
銀
打う

ち

出だ
し

、
葉

を
金
高
蒔
絵
と
螺ら

鈿で
ん

で
両
輪
の
形
に
添
う

よ
う
に
表
し
て
い
ま
す
。
葉
の
装
飾
は
両

輪
の
内
側
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。

　
古
来
よ
り
、
蕪
は
様
々
な
意
味
合
い
を

持
っ
て
表
さ
れ
ま
し
た
。
丸
み
の
あ
る
形

が
ふ
く
よ
か
さ
を
想
起
さ
せ
る
点
、
読
み

が
「
株か

ぶ

」（
財
産
の
こ
と
）
に
通
じ
る
点
な

ど
に
吉
祥
性
が
見
出
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
読
み
が
「
頭か

ぶ

」
に
も

通
じ
る
こ
と
か
ら
、
組
織
の
頭
に
な
る
と

い
う
立
身
出
世
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
縁

起
物
と
も
さ
れ
ま
す
。
後
者
の
意
味
か
ら
、

蕪
は
、
武
家
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
意
匠

と
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
鞍
は
、
も
と
は
、
八
代
将
軍
徳
川

吉よ
し

宗む
ね

（
一
六
八
四
～
一
七
五
一
）
の
所
用
と

伝
わ
り
ま
す
。
居い

木ぎ

の
裏
に
は
「
享

き
ょ
う

保ほ
う

四

年
（
一
七
二
〇
）
六
月
吉
日
」、「
政ま

さ

長な
が

（
花

押
）」の
銘
が
切
ら
れ
て
い
ま
す
。
政
長
は
、

正し
ょ
う

徳と
く

か
ら
享
保
（
一
七
一
一
～
一
七
三
六
）

ご
ろ
に
活
躍
し
た
幕
府
御
用
鞍
師
の
辻
政

長
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
井
伊
家
が
拝
領
し
た
の
は
、
安あ

ん

政せ
い

五
年

（
一
八
五
八
）
で
、十
三
代
直な

お

弼す
け

（
一
八
一
五

～
一
八
六
〇
）
が
十
四
代
将
軍
徳
川
家い

え

茂も
ち

手
ず
か
ら
小ち

い

さ
刀が

た
な

と
と
も
に
賜

た
ま
わ

っ
た
と
さ

れ
ま
す
。
こ
の
年
は
、
日
米
修
好
通
商
条

約
が
結
ば
れ
、
徳
川
家
茂
が
将
軍
に
擁
立

さ
れ
た
年
で
す
。
国
内
外
の
政
情
が
不
安

定
な
中
で
、
直
弼
は
大
老
と
し
て
難
局
に

直
面
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
鞍
が
下
賜
さ

れ
た
の
は
、
条
約
の
調
印
に
関
す
る
天
皇

か
ら
の
勅
許
を
得
る
こ
と
や
家
茂
の
将
軍

就
任
の
た
め
に
奔
走
し
た
直
弼
の
働
き
を

評
価
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
直

弼
自
身
も
こ
の
拝
領
品
に
は
思
い
入
れ
が

あ
っ
た
の
か
、
鞍
の
形
態
や
意
匠
、
用
い

ら
れ
て
い
る
素
材
、
技
法
が
わ
か
る
よ
う

絵
図
に
写
し
取
ら
せ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
鞍
は
、
江
戸
時
代
の
高
い
工
芸
技

術
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
美
術
品
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
幕
末
の
将
軍
家
と
井
伊

家
の
関
係
の
深
さ
を
う
か
が
え
る
歴
史
資

料
と
し
て
も
重
要
な
作
品
で
す
。

【
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員
　
今
中
啓
太
】

正面部分

梨
なし

地
じ

蕪
かぶ

蒔
まき

絵
え

螺
ら

鈿
でん

鞍
くら

（当館蔵）


