
雪華模様が使用されているもの

時　令和6年10月5日㈯
　　～11月17日㈰（予定）
※ 展示物については、内容が決まり
次第、改めてご案内します。

　
「
雪
華
図
説
」
は
日
本
で
初
め
て
雪
に
注
目

し
た
書
物
で
す
が
、
決
し
て
殿
様
の
道
楽
で

は
な
く
、
科
学
的
な
知
見
を
基
に
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
雪
の
結
晶
の
多

く
が
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
す
が
、
中な

か

谷や

宇う

吉き
ち

郎ろ
う

と
い
う
日
本
を

代
表
す
る
雪
の
研
究
者
か
ら
も
高
い
評
価
を

受
け
て
お
り
、
後
世
の
雪
の
研
究
の
参
考
図

書
と
な
り
ま
し
た
。

　

利
位
は
幕
府
の
役
職
に
あ
っ
て
忙
し
い
中

で
も
、
大
坂
や
京
都
で
雪
の
結
晶
の
観
察
を

続
け
、
天
保
11
年
に
「
続
雪
華
図
説
」
を
刊

行
し
ま
し
た
。「
雪
華
図
説
」や「
続
雪
華
図
説
」

は
親
し
い
人
に
配
ら
れ
た
の
み
で
、
庶
民
が

手
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
「
北
越
雪
譜
」
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
こ

と
で
、雪
の
結
晶
の
模
様（
雪
華
模
様
）が
人
々

の
間
に
知
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

利
位
が
大お

お

炊い
の

頭か
み

を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
雪
華
模
様
は
大
炊
模
様
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
大
炊
模
様
は
、
浮
世
絵
中

の
着
物
な
ど
の
模
様
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
利
位
も
大
炊
模
様
を
と
て
も

気
に
入
っ
て
い
て
、
自
身
が
出
す
手
紙
に
描

い
た
り
、
原は

ら

羊よ
う

遊ゆ
う

斎さ
い

と
い
う
お
抱
え
の
工
芸

家
に
印
籠
を
作
ら
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。
出

来
上
が
っ
た
工
芸
品
は
、
他
の
大
名
へ
贈
ら

れ
ま
し
た
。

　

利
位
は
嘉
永
元
年
（
１
８
４
８
）
に
60
歳

で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
現
代
で
も
大
炊
模
様

は
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

八犬伝犬の双紙のうち蟇六妻亀笹▶ 
　　　　　　 （古河歴史博物館蔵）

◀ 土井利位書簡【重要文化財】
　（古河歴史博物館蔵）

◀雪華文蒔絵印籠
　【重要文化財】
　（古河歴史博物館蔵）

八犬伝犬の双紙のうち蟇六妻亀笹▶ 
　　　　　　 （古河歴史博物館蔵）

◀雪華文蒔絵印籠
　【重要文化財】

５
雪
の
結
晶
が
デ
ザ
イ
ン
と
な
る

刈谷生まれの雪の殿さま

土井 利位
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利
位
は
天
保
９
年
に
西
の
丸
老
中
、
翌
年

に
本
丸
老
中
に
昇
進
し
ま
し
た
。
天
保
12
年

に
は
当
時
大
御
所
と
呼
ば
れ
権
力
を
握
っ
て

い
た
11
代
将
軍
・
徳
川
家
斉
が
死
去
し
、
老

中
の
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
が
始
ま

り
ま
す
。
天
保
の
改
革
は
緊
縮
財
政
と
倹
約

で
有
名
で
す
が
、
利
位
も
初
め
は
こ
の
政
策

を
支
持
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

内な
い

憂ゆ
う

外が
い

患か
ん

の
時
代
に
あ
っ
て
、
利
位
は
外

患
へ
の
対
応
、
具
体
的
に
は
海
防
掛
を
命
じ

ら
れ
ま
す
。
同
僚
に
は
同
じ
老
中
の
真
田
幸ゆ

き

貫つ
ら

が
お
り
、
そ
の
頃
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

合
作
の
茶
碗
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア

船
や
イ
ギ
リ
ス
船
な
ど
の
来
航
が
続
く
中
、

外
国
船
が
現
れ
た
際
の
対
応
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
異
国
船
打
払
令
を
改
め
、
帰
国
の
た

め
に
必
要
な
物
資
を
支
給
す
る
薪
水
給
与
令

を
発
し
て
い
ま
す
。

　

天
保
14
年
４
月
に
は
、
日
光
社
参
と
い
う

幕
府
の
一
大
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
12
代

将
軍
・
徳
川
家
慶
が
徳
川
家
康
の
祭
ら
れ
て

い
る
日
光
東
照
宮
へ
将
軍
就
任
の
報
告
に
行

く
も
の
で
、
付
き
従
う
大
名
や
そ
の
家
臣
な

ど
も
含
め
15
万
人
を
超
え
る
大
行
列
が
組
ま

れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
利
位
が
治
め
る
古
河

城
に
将
軍
が
宿
泊
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

に
将
軍
が
江
戸
城
を
出
る
こ
と
は
め
っ
た
に

な
く
、
と
て
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
古
河

城
も
改
修
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

天
保
の
改
革
は
こ
の
間
も
進
め
ら
れ
て
い

き
ま
す
。
６
月
に
は
上
知
令
と
い
う
、
江
戸
・

大
坂
十
里
（
約
40
㎞
）
四
方
を
藩
や
旗
本
か

ら
幕
府
の
直
轄
領
に
す
る
政
策
が
示
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
は
多
く
の
大
名
か
ら
反
対
の
声

が
上
が
り
、
改
革
そ
の
も
の
へ
の
批
判
も
強

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
閏
９
月
に
突
然
、
水

野
忠
邦
は
老
中
職
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
謹
慎

を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
天
保
の
改
革
は
失
敗
に

終
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
利
位
は
老
中
の
ト
ッ
プ
と
な
り

ま
す
が
、
幕
府
政
治
の
信
頼
を
失
っ
た
中
で

の
指
揮
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

江
戸
城
が
炎
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
再
建
の

た
め
の
資
金
集
め
を
す
る
必
要
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、資
金
は
な
か
な
か
集
ま
ら
ず
、

利
位
も
病
気
を
理
由
に
ひ
き
こ
も
り
が
ち
に

な
り
ま
す
。
結
局
、
天
保
15
年
10
月
に
老
中

を
辞
職
し
、
古
河
へ
帰
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　

な
お
、
こ
の
時
の
同
僚
に
福
山
藩
主
の
阿

部
正
弘
が
い
ま
し
た
。
正
弘
は
翌
年
、
老
中

の
ト
ッ
プ
と
な
り
改
革
を
進
め
、
時
代
は
激

動
の
幕
末
へ
突
入
し
ま
す
。
利
位
は
そ
の
手

腕
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
水
野
忠
邦
か
ら
阿
部
正
弘
へ
と
時
代
の

バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

４
天
保
の
改
革
と
利
位
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