
横
野
和
紙
の
魅
力
を
受
け
継
い
で

　
　
　

横
野
和
紙
技
術
保
持
者

  

上
田　

繁
男
さ
ん
（
上
横
野
）
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津山に伝わる雛を愛で

は
く
あ
い
し

み
つ
ま
た

　
　

ぱ
く

す

ざ
ら

し
ん
し

こ
う
か
い

術
を
身
に
付
け
て
い
く
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
頃
、
紙
を
漉
く
家
は
こ
の
辺

り
で
８
軒
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
３

軒
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

和
紙
の
す
ば
ら
し
さ
は
？

　

こ
こ
で
漉
い
て
い
る
和
紙
の
６
割

は
箔
合
紙
で
す
。
箔
合
紙
は
三
椏
を

原
料
と
し
た
高
級
和
紙
で
、
金
箔
を

挟
む
た
め
の
紙
で
す
。
薄
く
て
か
さ

ば
ら
ず
、
表
面
が
滑
ら
か
で
、
金
箔

を
傷
付
け
る
こ
と
な
く
保
護
し
ま
す
。

　

和
紙
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
耐
久
性

や
通
気
性
、
暖
か
み
の
あ
る
風
合
い

な
ど
い
ろ
い
ろ
。
そ
の
用
途
も
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
古
文
書
の
修
復
、
エ
ッ

チ
ン
グ
（
銅
版
画
）
や
小
口
木
版
画

な
ど
の
版
画
、
書
に
も
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
高
齢
社
会
。
ま
だ
ま
だ
元

気
で
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

ひ
ざ
や
腰
に
体
の
衰
え
を
感
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
以
前
の
よ

う
に
ま
た
畑
仕
事
を
頑
張
り
た
い

も
の
で
す
。（
山
北
・
男
性
）

　
「
も
う
年
だ
か
ら
」
と
い
ろ
ん

な
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？ 

体
の
機
能
は
、
使

わ
な
け
れ
ば
老
化
や
衰
弱
が
進
む

可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
元
気
な
人
は
よ
り
元

気
に
、
虚
弱
な
人
も
介
護
が
必
要

な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
介

護
予
防
事
業
「
め
ざ
せ
元
気
！！
こ

け
な
い
か
ら
だ
講
座
」
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
足
や
腰
、
肩
の

筋
肉
を
し
っ
か
り
と
鍛
え
る
こ
と

で
、
転
び
に
く
く
活
動
的
に
動
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
始
め
た

事
業
で
す
。

　

町
内
会
単
位
を
基
本
と
す
る

「
地
域
版｣

は
、
そ
の
地
域
に
住
む

住
民
が
自
主
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
も
の
で
、
現
在
51
カ
所
で
実
施

さ
れ
、
参
加
者
は
千
人
を
超
え
て

い
ま
す
。

　

ま
た
「
施
設
版
」
は
、
市
町
村

が
行
う
健
診
結
果
か
ら
、
介
護
予

防
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
人
を
対

象
に
、
現
在
４
カ
所
の
施
設
で
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
本
人
や
周
囲
の
人
も

「
年
だ
か
ら
」
と
あ
き
ら
め
ず
、

高
齢
社
会
を
生
き
る
一
つ
の
知
恵

と
し
て
、
皆
が
介
護
予
防
の
取
り

組
み
に
関
心
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
介
護
課
3

32‐

２
０
７
０

平
成
19
年
４
月
、
横
野
和
紙
技
術
保

持
者
と
し
て
市
の
重
要
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
上
田
繁
男
さ
ん
に
、

伝
統
技
術
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と

へ
の
思
い
、
手
漉
き
和
紙
の
魅
力
に

つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

何
歳
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
で
す
か
？

　

小
さ
い
頃
か
ら
子
ど
も
で
も
で
き

る
よ
う
な
事
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。

子
ど
も
だ
か
ら
早
く
終
わ
ら
せ
て
遊

び
に
行
き
た
く
て
ね
。
一
つ
ひ
と
つ

の
工
程
の
大
切
さ
が
分
か
る
今
と
な

っ
て
は
、
随
分
手
を
抜
い
た
こ
と
を

や
っ
て
い
た
も
の
だ
な
あ
と
懐
か
し

く
思
い
出
し
ま
す
ね
。

　

本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は

16
歳
の
頃
。
父
の
指
導
を
受
け
な
が

ら
で
し
た
。
習
い
始
め
は
比
較
的
良

い
紙
が
漉
け
る
ん
で
す
。
基
本
に
忠

実
に
、
教
わ
っ
た
ま
ま
素
直
に
漉
く

か
ら
ね
。
で
も
し
ば
ら
く
し
て
慣
れ

て
く
る
と
、
段
々
う
ま
く
漉
け
な
く

な
る
。
こ
の
慣
れ
を
乗
り
越
え
て
技

だ
ま
だ
元
気
に

頑
張
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
が

ま

　

紙
は
素
材
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
紙
を
台
に
し
て
作
品
が
表
現
さ

れ
ま
す
。
使
い
手
（
版
画
家
や
書

家
）
が
望
む
厚
さ
や
質
に
漉
か
れ
た

紙
に
、
す
ば
ら
し
い
作
品
が
生
ま
れ

る
。
し
か
し
、
紙
自
体
は
決
し
て
前

に
出
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

使
い
手
の
望
む
厚
さ
や
質
に
、
忠
実

に
紙
を
漉
い
て
い
く
こ
と
は
本
当
に

難
し
く
、
高
い
技
術
が
求
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
ん
な
活
動
も
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
ね

　

見
学
や
体
験
の
受
け
入
れ
を
し
て

い
ま
す
。
紙
を
漉
く
技
術
の
難
し
さ

と
昔
か
ら
伝
わ
る
道
具
や
材
料
な
ど

製
造
工
程
を
知
っ
て
も
ら
う
事
を
目

的
に
や
っ
て
い
ま
す
。
地
元
の
高
田

小
学
校
で
は
毎
年
、
子
ど
も
た
ち
が

自
分
の
手
で
卒
業
証
書
の
紙
を
漉
き

に
や
っ
て
来
ま
す
よ
。

　

見
学
に
来
た
人
に
「
冬
は
寒
く
て

大
変
で
す
ね
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す

が
、
紙
は
寒
い
時
の
方
が
良
い
も
の

が
で
き
る
ん
で
す
。
紙
漉
き
は
、
水

を
入
れ
た
漉
き
槽
に
叩
解
し
た
原
料

を
入
れ
、
ね
り
剤
の
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ

（
ア
オ
イ
科
の
植
物
の
根
）
を
加
え

１
枚
ず
つ
漉
き
ま
す
が
、
こ
の
ト
ロ

ロ
ア
オ
イ
は
熱
と
バ
ク
テ
リ
ア
に
非

常
に
弱
く
、
夏
は
冬
の
３
倍
以
上
の

ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
を
使
っ
て
も
な
か
な

か
良
い
紙
が
漉
け
な
い
も
の
で
す
。

ま
た
、
三
椏
の
川
晒
し
も
、
夏
に
は

夕
立
や
台
風
で
流
れ
て
し
ま
う
心
配

が
あ
り
ま
す
が
、
冬
は
そ
ん
な
事
は

ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

　

そ
の
ほ
か
、
手
漉
き
和
紙
の
草
木

染
め
や
ベ
ン
ガ
ラ
染
め
、
イ
草
和
紙

な
ど
を
考
え
ま
し
た
。
製
品
化
す
る

ま
で
に
２
〜
３
年
か
か
っ
た
も
の
も

あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
挑
戦
し
た
い
こ
と
は
？

　

新
し
い
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
こ

の
技
術
を
ま
た
次
の
世
代
に
つ
な
い

で
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私

自
身
は
、
こ
れ
か
ら
も
使
い
手
の
要

望
に
誠
実
に
応
え
て
い
き
た
い
で
す
。

私
の
漉
い
た
紙
が
、
次
は
ど
ん
な
使

い
手
に
巡
り
合
え
る
の
か
、
と
て
も

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

「
紙
は
決
し
て
前
に
出
な
い
完
全
な

裏
方
で
す
」
と
語
る
上
田
さ
ん
。
そ

の
言
葉
に
上
田
さ
ん
の
紙
漉
き
へ
の

真
摯
な
姿
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　山形県鶴岡市の鶴岡雛物語
を見て感動し「同じ城下町の
津山でもやろう！」と始めた
津山雛物語も今年で10回目を
迎えます。

　津山地方に古くから伝わる雛人形。大名家の姫
君の所有であったものや、武家や商家のものなど
由緒ある雛人形が約40点展示されます。雛そのも
のの由来、現在の持ち主と私たちとのつながり、
訪れた人とお雛様との出会いなど、そこには多く
の『雛物語』が存在してきました。
　また、中心商店街など約130店舗の店先には愛
らしいお雛様が展示されます。雛マップを片手に
｢まちなか雛めぐり」をお楽しみください。
　当初から津山雛物語は、10年を一つの区切りと

考えて活動
してきまし
た。この10
年間で「雛
の文化」は
しっかりと
定着してき
たと思って
います。
　今年はど
んな『雛物
語』が生ま
れることで
しょう。皆
さんの心に
残る区切り
にしたいと
考えていま
す。

と　き　２月29日㈮～３月５日㈬
　　　　午前10時～午後６時
ところ　くらやアートホール(沼)、
　　　　まちなか展示(市内各所）
問い合わせ先
　　　　くらや322‐3181

ひな め


