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示 
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報

麗
し
の

雛
人
形
が
仲
間
入
り

【
特
集
記
事
】

埼
玉
の
人
形
文
化
、
坂
戸
に
も

　

先
日
、
見
事
な
雛
人
形
が
資
料
館
の

新
た
な
仲
間
と
し
て
加
わ
り
ま
し
た
！

　

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
「
雛

祭
り
」
は
、
中
国
由
来
の
節
句
行
事
を

起
源
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
成
立
し
ま

し
た
。
本
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た

の
は
、
坂
戸
や
浦
和
を
拠
点
と
し
て
長

年
に
わ
た
っ
て
人
形
作
家
と
し
て
活
躍

す
る
方
で
す
。
ご
家
族
の
誕
生
に
合
わ

せ
て
作
ら
れ
た
華
や
か
な
人
形
に
は
、
身

近
な
人
の
健
康
や
幸
せ
を
願
う
気
持
ち

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
資
料
は
、
「
江
戸
木
目
込
人
形
」
と

呼
ば
れ
る
技
法
を
使
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま

す
。
「
木
目
込
人
形
」
と
は
、
桐
の
粉

を
原
料
と
す
る
粘
土
で
作
っ
た
土
台
に
、

布
地
を
着
せ
て
人
形
を
作
る
技
法
で
す
。

江
戸
時
代
に
京
都
で
生
ま
れ
た
こ
の
技

法
は
、
武
蔵
国

（
現
在
の
東
京
都

・
埼

玉
県
域
）
へ
と
伝
わ
り
「
江
戸
木
目
込

人
形
」
が
成
立
し
ま
し
た
。
雛
祭
り
の

流
行
に
よ
っ
て
、
江
戸
周
辺
で
は
人
形

の
需
要
が
増
加
し
、
埼
玉
県
内
で
は
岩

槻
が
主
要
な
産
地
と
し
て
成
長
し
ま
し

た
。
岩
槻
は
現
在
ま
で
「
人
形
の
ま
ち
」

と
し
て
知
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
に
は
人

形
を
専
門
に
取
り
上
げ
た
「
岩
槻
人
形

博
物
館
」
が
オ
ー
プ
ン
し
て
い
ま
す
。

　

資
料
館
２
階
の

常
設
展

（考
古
・

民
俗
）
が
新
し
く

な
り
ま
し
た
。

　
　

考
古
展
示
で

常
設
展
示

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

オ
ー
プ
ン
！

は
ご
要
望
が
多
か
っ
た
通
史
展
示
を
追

加
。
縄
文
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
、

坂
戸
の
歴
史
を
ま
と
め
て
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。
民
俗
展
示
で
は
「
坂
戸
の
生

業
」
「
昔
の
暮
ら
し
」
の
２
つ
の
テ
ー
マ
を

設
定
。

坂
戸
の
地
理
や
周
辺
地
域
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
と
大
き
く
変
わ
っ
た
常
設
展

示
を
、
是
非
ご
覧
下
さ
い
。

き

め
こ
み

ひ
な

　

感
染
症
拡
大
防
止
に
よ
る
休
館
措
置

の
た
め
、
桃
の
節
句
に
合
わ
せ
て
雛
人

形
の
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
は
雛
人
形

と
一
緒
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
五
月
人

形
を
展
示
中
で
す

（
六
月
下
旬
ま
で

を
予
定
）
。
坂
戸
で
花
開
い
た
、
埼
玉

の
人
形
文
化
に
ふ
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

せ
っ
く

う
ら
わ

き
り

む
さ
し

せ
い

ぎ
ょ
う
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展
示
中

上
半
期
企
画
展
示
「
稲
・
米
・
飯
」

予
告

「
第
二
十
五
回
埋
蔵
文
化
財
出
土
品
展
」

　

今
回
の
展
示
テ
ー
マ
は
「
お
米
」
。

お
米
の
生
産

・
流
通

・
消
費
に
関
わ
る

民
具
を
展
示
し
ま
す
。
昔
懐
か
し
い
農

具
や
調
理
道
具
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
ほ

か
、
近
代
に
賑
わ
っ
た
坂
戸
の
米
市
に

つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
お
米
を
通

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
有
孔
鍔
付
土
器
で
す
。
有
孔
鍔
付
土
器
と

は
口
縁
部
の
下
に
鍔
状
の
突
起
が
全
周
し
、
そ
れ
に
沿
う
よ
う
に
小

孔
が
開
け
ら
れ
て
い
る
の
を
特
徴
と
す
る
縄
文
土
器
の
一
つ
で
す
。
縄

文
時
代
中
期
頃
の
長
野
県
や
山
梨
県
を
中
心
と
す
る
中
部
高
地
に

出
現
し
、
関
東
地
方
な
ど
に
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
写

真
は
令
和
２
年
度
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
出
土
し
た
も
の
で
す
。
坂
戸

市
内
か
ら
の
出
土
は
初
の
事
例
で
あ
り
大
変
貴
重
な
成
果
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
特
徴

的
な
形
を
有
す
る
有
孔
鍔

付
土
器
は
ど
の
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

口
縁
部
に
皮
な
ど
を
張
り

太
鼓
と
し
た
説
や
、
お
酒

を
醸
造
す
る
容
器
と
し
て

使
用
し
た
と
い
う
説
な
ど

い
く
つ
か
の
説
が
提
唱
さ
れ

て
い
ま
す
が
は
っ
き
り
と
し

た
使
用
用
途
は
判
明
し
て

い
ま
せ
ん
。
（
渡
辺
）

し
て
見
え
る
、
様
々

な
社
会
の
変
化
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。
資
料
館

１
階
ホ
ー
ル
に
て
、

令
和
四
年
九
月
末

ま
で
展
示
し
て
い

ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
一
本
松
の

地
蔵
菩
薩
で
す
。
本
来
「
地
蔵
菩
薩
」
と

は
、
釈
迦
の
入
滅
か
ら
弥
勒
菩
薩
が
現

れ
る
ま
で
の
間
、
人
々
を
救
う
仏
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
交
通
安
全
や
子
ど
も

幅
工
事
に
よ
っ
て
現
在
の
場
所
に
移
る

ま
で
、
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
松
の
木

と
と
も
に
交
差
点
の
角
に
立
っ
て
い
ま

し
た
。
時
は
流
れ
、
町
並
み
は
変
わ

り
ま
し
た
が
、
往
き
交
う
人
々
を
お

地
蔵
さ
ま
が
見
守
る
交
差
点
の
風
景

は
、
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

つ
ば

こ
う
え
ん

で
ん
ぱ

じ
ょ
う
ぞ
う

ゆ
う
こ
う
つ
ば
つ
き
ど
き

　

毎
年
恒
例
の
出
土
品
展
を
、

今
年

も
開
催
し
ま
す
。
今
年
は
、
西
イ
ン
タ
ー

周
辺
開
発
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
、
下
田

遺
跡
の
発
掘
調
査
成
果
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
約
十
年
間
に
わ
た
る
調
査
の
成
果

を
ま
と
め
て
ご
覧
い
た
だ
け
る
、
貴
重
な

機
会
で
す
。
坂
戸
市
文
化
会
館
「
ふ
れ

あ
」
に
て
、
令
和
四
年
八
月
十
日

（水
）

～
八
月
十
六
日

（火
）
を
予
定
し
て
い
ま

す
。※

昨
年
と
は
開
催
時
期
が
異
な
っ
て

い
ま
す
。
ご
注
意
下
さ
い
。

の
救
済
な
ど
、
実
に
様
々
な
顔
を
持
っ
て

い
ま
す
。
一
本
松
の
交
差
点
は
、
六
本

の
道
が
交
わ
っ
て
お
り
、
あ
の
世
と
こ
の
世

の
境
目
で
あ
る
「
六
道
の
辻
」
に
な
ぞ
ら
え

て
、
地
獄
に
現
れ
る
救
済
者
と
し
て
お
地

蔵
様
を
安
置
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
正
十
一

（
一
九
二
二
）
年
に
造
立

さ
れ
た
こ
の
像
は
、
前
回
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク

（一
九
六
四
）
に
伴
う
道
路
拡

→
→

じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ

し
ゃ
か

に
ゅ
う
め
つ

み
ろ
く
ぼ
さ
つ

ろ
く
ど
う　

つ
じ

あ
ん
ち

ぞ
う
り
ゅ
う

か
く

ふ
く


