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組
合
で
は
常
時
、
一
般
の
方
か
ら

の
刀
剣
類
の
評
価
査
定
等
の
依
頼
に

対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
所
有
者
の
希
望
が
あ
れ
ば
、

そ
の
場
で
買
い
入
れ
も
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
刀
剣
を
相
続
す
る
方
々
に
は
共
通

の
不
安
が
あ
る
よ
う
で
、
相
続
し
た

刀
剣
を
錆
び
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
思
い
を
重
く
感
じ
、
組
合
に
相

談
を
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

時
、
手
入
れ
の
仕
方
を
ご
指
導
す
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
必
要
に
応
じ

て
研
師
の
方
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　
買
い
受
け
た
刀
剣
類
は
、
交
換
会

を
通
し
て
組
合
員
に
渡
り
、
そ
こ
か

ら
新
た
な
愛
刀
家
の
皆
さ
ま
に
譲
渡

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
一
連
の
流

通
に
よ
り
、
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　「
刀
剣
・
和
鉄
文
化
を
保
存
振
興

す
る
議
員
連
盟
」
の
総
会
に
オ
ブ

ザ
ー
バ
―
と
し
て
参
加
し
た
折
に
、

議
員
の
お
一
人
か
ら
「
刀
剣
の
売
買

が
活
発
に
行
わ
れ
、
流
通
量
が
増
大

す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
は
な
い

か
。
伝
統
工
芸
の
継
承
や
地
域
振
興

は
、
刀
剣
流
通
す
な
わ
ち
売
買
が
盛

ん
に
な
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い

る
」
と
の
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。

　
日
本
刀
は
日
本
人
の
精
神
文
化
と

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

刀
剣
の
流
通
が
拡
大
し
鑑
賞
さ
れ
る

機
会
が
増
え
れ
ば
、
他
の
芸
術
・
文

化
財
に
も
好
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
こ
の
三
月
も
、
刀
剣
に
関
す
る
当

組
合
ヘ
の
相
談
が
多
数
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
、
東
京
都
教
育
委
員

会
よ
り
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
方
に

は
、
清
水
専
務
理
事
と
筆
者
で
伺

い
、
評
価
査
定
を
行
っ
た
上
で
十
数

振
の
刀
剣
を
購
入
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
ま
た
、
他
県
で
多
数
の
刀
剣
を
相

続
さ
れ
た
方
の
評
価
査
定
を
、
公
益

財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

（
酒
井
忠
久
会
長
）
よ
り
ご
紹
介
い

た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
年
々
、

公
的
機
関
・
公
益
法
人
等
か
ら
ご
紹

介
い
た
だ
く
件
数
が
増
え
て
き
て
い

ま
す
。

　
刀
剣
を
所
有
さ
れ
て
い
る
家
庭
や

個
人
の
相
談
に
応
じ
、
い
さ
さ
か
で

も
お
役
に
立
て
る
こ
と
は
、
当
組
合

存
立
の
意
義
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
う

か
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
る
こ
と

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
度
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た

各
機
関
の
皆
さ
ま
方
に
は
あ
ら
た
め

て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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美
術
刀
剣
、
小
道
具
、
武
具
類
の

売
買
、
加
工
及
び
御
相
談
承
り
ま
す
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皆
さ
ま
方
に
は
平
素
よ
り
当
組
合

の
諸
活
動
に
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　
恒
例
の
組
合
事
業
の
一
つ
「
大
刀

剣
市
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組
合
関

係
者
は
も
と
よ
り
、
内
外
の
多
く
の

愛
刀
家
か
ら
も
そ
の
開
催
に
関
心
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
去
る
二
月

十
七
日
の
理
事
会
に
お
い
て
慎
重
審

議
の
結
果
、
本
年
の
開
催
を
決
定
し

ま
し
た
。
日
程
は
十
一
月
十
九
日

（
金
）
～
二
十
一
日（
日
）
の
三
日
間
、

会
場
は
従
来
同
様
に
東
京
美
術
倶
楽

部
で
す
。

　
ご
承
知
の
よ
う
に
、
昨
年
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
全
国
的

な
流
行
に
よ
り
、
三
十
二
回
続
い
た

大
刀
剣
市
を
安
全
と
安
心
の
観
点
か

ら
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
た
だ
し
、
大
刀
剣
市
に
初
回
か

ら
後
援
を
頂
い
て
い
る
産
経
新
聞
社

が
呼
び
か
け
る
「
明
美
ち
ゃ
ん
基

金
」
に
は
、
継
続
し
て
浄
財
を
寄
付

い
た
し
ま
し
た
。

　
今
年
は
既
に
プ
ロ
野
球
や
大
相
撲

が
、
入
場
者
数
の
制
限
や
可
能
な
限

り
の
感
染
対
策
を
し
た
上
で
の
開
催

を
実
施
し
て
お
り
、
今
夏
に
は
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

も
開
催
さ
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
感

染
対
策
と
併
せ
て
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

も
次
第
に
普
及
し
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
終
息
に
は
ま
だ
時
日
を
要

し
そ
う
で
、
今
年
の
大
刀
剣
市
は
コ

ロ
ナ
禍
の
中
で
の
開
催
を
覚
悟
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
感
染
防
止
対

策
に
万
全
を
期
し
、
皆
さ
ま
が
心
待

ち
に
し
て
い
る
大
刀
剣
市
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ま
で
の
例
に
倣
う
と
、
実
行

委
員
会
を
五
月
の
総
会
後
に
立
ち
上

げ
、
六
月
初
旬
か
ら
の
四
カ
月
は
カ

タ
ロ
グ
制
作
に
関
わ
る
写
真
撮
影
や

編
集
の
作
業
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
ら

を
安
全
に
遂
行
す
る
の
は
、
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
来
場
さ
れ
る
お
客
さ
ま
は
例
年
、

三
日
間
で
三
千
名
を
超
え
て
い
ま
し

た
が
、
今
や
そ
の
数
は
予
想
し
難

く
、
ま
た
入
場
制
限
な
ど
の
対
策
が

求
め
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
実
行
委
員
会
に
お
い
て

具
体
的
な
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す

が
、
今
年
は
過
去
の
大
刀
剣
市
と
同

じ
よ
う
に
で
き
な
い
こ
と
も
出
て
く

る
で
し
ょ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の

大
刀
剣
市
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
大
刀

剣
市
に
見
直
す
必
要
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
会
場
で
皆
さ
ま
と
笑
顔
で
お
会
い

で
き
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
な

が
ら
、
入
念
な
準
備
に
取
り
か
か

る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。（「
大
刀

剣
市
」実
行
委
員
長
・
清
水
儀
孝
）

大
刀
剣
市
は
11
月
19
〜
21
日
に
開
催
感
染
防
止
に

万
全
を
期
し
つ
つ ご自宅に伺っての評価査定作業

東京美術倶楽部を会場として例年開催してきた
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埋
忠
一
門
は
、
京
都
で
桃
山
時
代
か

ら
江
戸
時
代
前
期
に
、
埋
忠
明
寿
を
中

心
に
、
作
刀
・
刀
身
彫
刻
・
鐔
な
ど
の

刀
装
具
、
古
名
刀
の
磨
上
、
茎
に
金
象

嵌
銘
を
入
れ
る
仕
事
、
刀
剣
の
記
録
な

ど
に
携
わ
っ
た
希
有
の
存
在
で
あ
る
。

し
か
も
門
人
に
は
佐
賀
鍋
島
家
の
刀
工

肥
前
国
忠
吉
や
、
福
島
正
則
に
仕
え
た

肥
後
守
輝
広
も
い
た
。

　
刀
剣
博
物
館
で
の
今
回
の
企
画
展

は
、
大
阪
歴
史
博
物
館
ほ
か
、
全
国
の

博
物
館
・
美
術
館
、
そ
し
て
民
間
の
所

蔵
者
や
団
体
の
協
力
を
得
て
開
催
さ

れ
、
埋
忠
の
実
像
に
迫
ら
ん
と
す
る
、

実
に
意
欲
的
な
特
別
展
で
あ
っ
た
。

　
展
示
室
に
入
る
と
明
石
国
行
の
太
刀

（
国
宝
）、
長
船
光
忠
の
太
刀
（
重
要
美

術
品
）、
当
麻
国
行
の
太
刀
（
国
宝
）

な
ど
名
刀
が
並
ん
で
い
る
。
見
れ
ど
も

尽
き
な
い
魅
力
に
満
ち
た
こ
れ
ら
名
刀

に
感
心
し
な
が
ら
進
む
と
、
天
正
年
紀

の
城
州
埋
忠
の
短
刀
に
続
き
、
慶
長
年

紀
の
彫
身
の
作
が
続
く
。

　
龍
図
の
彫
り
の
片
切
刃
造
の
短
刀

は
、
図
鑑
や
現
代
刀
匠
の
写
し
物
で
し

か
見
た
こ
と
の
な
い
伝
説
の
逸
品
。
上

り
龍
・
下
り
龍
、
火
炎
不
動
は
、
伸
び

や
か
で
闊
達
な
鏨
使
い
が
効
い
て
生
気

に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
彫
り
を
前

に
、
ふ
と
以
前
見
た
肥
前
国
忠
吉
の
片

切
刃
造
の
短
刀
の
樋
中
の
彫
り
が
思
い

出
さ
れ
た
。
あ
れ
も
や
は
り
埋
忠
系
の

彫
師
で
あ
ろ
う
か
。彫
師
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
今
回
の

展
示
が
彫
師
の
研
究
に
つ
な
が
れ
ば
よ

い
と
切
に
思
っ
た
。

　
平
台
の
展
示
ケ
ー
ス
で
明
寿
の
鐔
を

見
た
。
美
し
い
真
鍮
地
に
独
特
の
平
象

嵌
で
蔦
、
九
年
母
、
伯
樹
等
の
図
が
描

か
れ
た
鐔
は
神
々
し
く
輝
い
て
い
た
。

埋
忠
彦
兵
・
七
左
衛
門
・
重
義
ら
一
門

の
作
品
も
、
形
状
、
図
柄
、
色
金
の
使

い
方
が
斬
新
で
垢
抜
け
て
い
た
。「
琳

派
」
の
意
匠
の
す
ば
ら
し
さ
、
色
の
美

し
さ
は
実
見
し
な
い
と
味
わ
え
な
い
。

来
て
よ
か
っ
た
⋮
⋮
し
ば
し
時
を
忘

れ
る
。

　
埋
忠
一
門
は
、
磨
上
や
金
象
嵌
な
ど

携
わ
っ
た
仕
事
に
関
す
る
記
録
を
残
し

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
﹃
埋
忠
銘
鑑
﹄
で

あ
る
。
こ
の
展
示
で
は
、
名
物
寺
沢
貞

宗
（
国
宝
）、
名
物
桑
名
江
（
重
要
文

化
財
）、
名
物
稲
葉
江
（
国
宝
）
な
ど

宝
物
と
も
言
う
べ
き
名
刀
が
埋
忠
の
記

録
と
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
す
ご

い
こ
と
で
あ
る
。

　
埋
忠
鎺
も
、
台
付
鎺
が
見
え
る
よ
う

に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
実
は
、
台
尻
に

「
う
め
た
ゝ
壽
齋
彦
一
入
」
な
ど
と
針

で
書
い
た
よ
う
な
細
字
で
刻
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
展
示
は
工
夫
さ
れ
て
い

た
。が
、肉
眼
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
残
念
！

　
展
示
図
録
も
お
勧
め
で
あ
る
。
写
真

と
解
説
、
そ
し
て
論
文
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
吉
原
弘
道
氏（
九
州
産
業
大
学
）

は
、
古
文
書
学
的
手
法
と
先
行
研
究
の

検
討
で
埋
忠
家
の
実
像
に
迫
っ
て
い

る
。
こ
れ
ぞ
文
献
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
の
見
本
と
も
言
う
べ
き
論
考
で
あ

り
、
さ
す
が
、
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
内
藤
直
子
氏
（
大
阪
歴
史
博
物
館
）

は
本
阿
弥
家
と
埋
忠
の
関
係
、
鎺
の
針

書
に
見
ら
れ
る
片
岡
氏
、
そ
し
て
埋
忠

家
の
栄
枯
盛
衰
を
熊
倉
功
夫
氏
の
美
術

史
研
究
を
踏
ま
え
て
、
実
に
壮
大
な
展

開
。
久
保
恭
子
氏
（
刀
剣
博
物
館
）
の

論
文
は
、
作
品
と
記
録
に
基
づ
き
、
埋

忠
明
寿
の
実
像
に
迫
る
試
み
。
明
寿
が

作
品
製
作
と
営
業
（
対
外
関
係
）
を
、

寿
斎
が
象
嵌
・
金
具
・
記
録
を
分
担
し

た
と
い
う
。
果
た
し
て
諸
大
名
家
と
い

か
な
る
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
今
後
の
研
究
が
楽
し
み
。
何

よ
り
久
保
氏
の
埋
忠
明
寿
へ
の
愛

情
、
慈
し
み
の
よ
う
な
気
持
ち
が

感
得
さ
れ
、
す
こ
ぶ
る
好
感
を

持
っ
た
。

　
た
く
さ
ん
の
名
品
を
集
め
て
の

特
別
展
は
過
去
に
も
多
々
あ
っ

た
。
が
、
刀
・
鐔
・
鎺
・
彫
刻
・

記
録
と
多
岐
に
わ
た
る
切
り
口
で
、
い

ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
点
も
多
い
埋
忠
に

迫
る
と
い
う
、
今
回
の
よ
う
な
企
画
展

は
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
本
当
は
少
な
く
と
も
二
回
は
行
く
べ

き
で
あ
っ
た
。
実
際
、
二
回
以
上
行
っ

た
人
も
い
た
ら
し
い
。
が
、
筆
者
に
は

難
し
か
っ
た
。そ
れ
が
心
残
り
で
あ
る
。

地
方
の
友
人
た
ち
の
中
に
は
上
京
を
断

念
し
た
人
も
お
り
、
一
回
で
も
観
覧
で

き
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
。

　
今
回
の
展
示
を
構
想
・
企
画
・
実
現

し
た
博
物
館
・
美
術
館
関
係
の
皆
さ
ん
、

本
当
に
お
疲
れ
さ
ま
。
そ
し
て
あ
り
が

と
う
。

（
小
島
つ
と
む
）

　
新
刀
期
よ
り
前
の
古
刀
期
に
は
、
戦

に
明
け
暮
れ
て
い
た
た
め
に
生
死
の
信

仰
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
戦
そ
の
も
の

の
表
現
と
し
て
三
鈷
剣
に
龍
が
巻
き
付

い
て
呑
み
込
も
う
と
し
て
い
る
様
子
の

倶
利
迦
羅
が
多
く
彫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
慶
長
に
な
っ
て
江
戸
幕
府
が
開
か
れ

た
こ
ろ
、
埋
忠
明
寿
が
宝
珠
を
追
う
龍

を
彫
っ
て
い
ま
す
。
日
本
刀
の
歴
史
の

中
で
最
初
に
彫
ら
れ
た
珠
追
い
龍
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
以
前
の
古

刀
期
に
は
、
単
独
で
の
龍
の
彫
り
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
新
刀
期
に
な
っ
て
彫
物
が
装
飾
的
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
表
面
的
な
、
見
た
目
の
変
化
を
述
べ

て
い
る
だ
け
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
中
期
に
な
っ
て
簞
笥
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

以
前
は
戦
が
続
い
て
い
た
の
で
、
落
ち

着
い
て
住
ん
で
い
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
戦
が
始
ま
る
と
、
人
々
は
巻

き
添
え
を
食
わ
な
い
よ
う
に
直
ち
に
逃

げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
着
物
な
ど

は
長
持
ち
に
入
れ
、
そ
れ
を
担
い
で
逃

げ
て
い
ま
し
た
。
簞
笥
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
戦
が
な
く
な
り
、

逃
げ
回
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

　
い
つ
の
時
代
で
も
、
刀
に
彫
物
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
思
い
を
込
め
た
願

い
事
が
彫
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

新
刀
期
に
な
っ
て
戦
が
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
人
々
の
生
活
環
境
も
変
化

し
安
心
感
も
生
ま
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て

古
刀
期
と
異
な
る
願
い
事
が
生
ま
れ
て

き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
展
示
さ
れ
た
埋
忠
明
寿
の
彫
り

は
、宝
珠
を
追
い
求
め
て
い
る
龍
で
す
。

戦
ば
か
り
だ
っ
た
古
刀
期
と
は
違
い
、

新
し
い
安
定
し
た
時
代
に
合
っ
た
彫
り

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
宝
珠
と
は
宝
の
珠
で
あ
っ
て
、
幸
せ

に
な
り
た
い
と
か
裕
福
に
な
り
た
い
と

か
安
定
し
た
生
活
を
送
り
た
い
と
の
願

い
を
表
し
て
い
ま
す
。
宝
珠
は
、
何
事

も
意
の
ご
と
く
か
な
え
て
く
れ
る
シ
ン

ボ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。

　
明
寿
の
彫
り
が
研
ぎ
減
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
、
鏨
で
少
し
彫
り
直
し
て

ほ
し
い
と
、
今
は
亡
き
師
匠
の
苔
口
仙

琇
に
仕
事
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
刀

身
彫
刻
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
師
は
、

「
明
寿
は
鏨
の
赴
く
ま
ま
に
自
由
に

彫
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
他
人
が
手
を
入

れ
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、
や
め
た
方

が
い
い
」
と
、
依
頼
を
断
り
ま
し
た
。

　
埋
忠
明
寿
の
彫
り
は
、
時
代
の
開
放

感
に
合
わ
せ
て
鏨
を
自
由
に
動
か
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ま
た
初
め
て

彫
る
単
独
の
龍
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に

彫
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
基
準
も

な
く
、
思
い
の
ま
ま
に
彫
り
上
げ
た
龍

に
な
っ
て
い
ま
す
。

★
橋
本
琇
巴
先
生
に
あ
え
て
埋
忠
明
寿

の
珠
追
い
龍
の
彫
り
に
つ
い
て
の
見
解

を
書
い
て
い
た
だ
い
た
の
だ
が
、
先
生

の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
「
わ
か
る
人
が
わ

か
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
」
の
仕
上
が
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
、
ぜ
ひ
も

う
一
度
読
み
返
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
持
田
具
宏
）

多
角
的
な
テ
ー
マ
で
埋
忠
の
全
容
に
迫
る
意
欲
展

刀
剣
博
物
館「
埋
忠
―
桃
山
刀
剣
界
の
雄
」

埋
忠
明
寿
の
彫
物
に
つ
い
て

橋
本
琇
巴（
刀
身
彫
刻
師
）

イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

第11回「 新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」の
開催について （公財）日本刀文化振興協会

　刀文協は令和３年度の公益
目的事業として、長野県坂城
町ならびに坂城町鉄の展示館
との共催により、第 11 回「新
作日本刀�研磨�外装�刀職技術
展覧会」を開催します。今回
は、前期（長野・坂城町鉄の
展示館）と後期（東京・明治
神宮宝物殿）に分けて巡回展とし、出品作品を広く刀剣ファ
ンの皆さまにご覧いただるように企画しました。
　昨年 11 月に鎮座百年大祭を終え、本年、宝物殿竣工 100 年
を迎える明治神宮では、記念として公開イベントも計画します。
　本展は大臣賞をはじめ各賞をもって優れた作品を顕彰する
コンクール形式とするとともに、併せて、当協会の会員・非
会員であることに関係なく、日本刀製作に携わる全ての職方
の皆さまの成果を広く一般に公開し、日本刀文化の振興を図
るものであります。ご好評をいただいた前回の実績を踏まえ、
今回もさらに充実した内容を期待して、作品の審査を受け付
けています。
　なお、今回も作刀・刀身彫刻／研磨／刀装の３部門のほかに、
特別公開部門として、“Sword�Oshigata�Art”部門を設けています。

〈会場・会期〉
◦前期：坂城町鉄の展示館
　　　　〒389-0601�長野県埴科郡坂城町坂城6313-2
　　　　7月22日㈭～8月29日㈰

◦後期：明治神宮宝物殿
　　　　〒151-8557�東京都渋谷区代々木神園町1-1
　　　　11月7日㈰～12月19日㈰（予定）

東京展会場の明治神宮宝物殿
　
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
（
白
髭
修
一

館
長
、
岡
山
県
瀬
戸
内
市
）
の
名
誉
館

長
に
成
通
グ
ル
ー
プ
代
表
の
千
原
行
喜

氏
が
就
任
し
、
こ
の
ほ
ど
武
久
顕
也
瀬

戸
内
市
長
か
ら
館
長
就
任
に
当
た
っ
て

の
委
嘱
状
と
盾
が
授
与
さ
れ
た
。
任
期

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
二
年
間
。

　
名
誉
館
長
へ
の
就
任
は
、
瀬
戸
内
市

が
立
ち
上
げ
た
「
山
鳥
毛
里
帰
り
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
に
千
原
氏
が
賛
同
し
、
そ

の
一
環
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
多
大
な
協
力
を
し
た
功
績
に
対

す
る
も
の
。

　
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
刀
の
購
入
額

五
億
円
を
ふ
る
さ
と
納
税
を
利
用
し
た

浄
財
で
集
め
る
と
い
う
全
国
的
に
も
例

の
少
な
い
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
目

標
額
は
達
成
さ
れ
、
山
鳥
毛
は
備
前
市

に
納
め
ら
れ
た
。

　
な
お
、
国
宝
の
山
鳥
毛
は
、
文
化
財

保
護
法
に
よ
り
年
間
延
べ
六
十
日
間
し

か
展
示
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
、
千
原

代
表
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
返
礼
品
と
し
て
受
け
取
っ
た
山
鳥
毛

の
写
し
を
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
へ
寄

託
、
現
在
、
展
示
に
供
さ
れ
て
い
る
。

　
成
通
グ
ル
ー
プ
は
、
岡
山
県
を
主
と

す
る
山
陽
地
方
を
中
心
に
娯
楽
・
保
養

施
設
な
ど
を
経
営
す
る
三
十
以
上
の
企

業
で
構
成
さ
れ
、
社
会
貢
献
活
動
に
も

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
売
上
高

は
一
五
三
八
億
円
、
従
業
員
数
は
一
〇

八
一
名（
い
ず
れ
も
二
〇
二
〇
年
三
月
、

グ
ル
ー
プ
合
計
）。
千
原
氏
の
個
人
的

な
寄
付
は
二
三
〇
〇
万
円
。

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
名
誉
館
長
に

成
通
グ
ル
ー
プ
代
表・千
原
行
喜
氏
が
就
任

左から武久市長・千原名誉館長・白髭館長
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二�

．
新
た
に
製
造
さ
れ
た
象
牙
製
品
の

取
扱
い
に
つ
い
て

　
適
正
に
取
得
さ
れ
た
原
材
料
か
ら
製

造
さ
れ
た
象
牙
製
品
は
、
標
章
を
付
す

こ
と
に
よ
り
そ
の
正
当
性
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
新
た
に
製
造
す

る
際
は
当
該
標
章
を
取
得
し
、
ま
た
販

売
す
る
際
に
は
疑
わ
し
き
製
品
を
扱
わ

な
い
よ
う
に
す
る
。

�　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

で
海
外
か
ら
の
観
客
は
入
国
で
き
な
く

な
っ
た
が
、
関
係
者
の
入
国
は
あ
る
程

度
見
込
め
る
の
で
、
そ
の
対
策
と
言
え

よ
う
。

　
ち
ょ
う
ど
四
月
十
日
の
新
聞
記
事

に
、
今
も
象
牙
の
違
法
取
得
が
続
け
ら

れ
、
国
内
流
通
を
許
可
し
て
い
る
日
本

が
注
目
さ
れ
て
い
る
と
の
掲
載
が
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
業
界
で
は
あ
ま
り
関

係
な
さ
そ
う
で

あ
る
が
、
細
か

い
点
に
注
意
を

払
い
、
義
務
を

果
た
し
て
い
き

た
い
。

�

（
伊
波
賢
一
）

　
種
の
保
存
法
に
基
づ
い
た
特
別
国
際

種
事
業
の
登
録
更
新
の
必
要
性
は
、
前

号
で
案
内
し
て
い
る
が
、
去
る
四
月
二

日
、
経
済
産
業
省
製
造
産
業
局
生
活
製

品
課
か
ら
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
っ

て
国
際
取
引
が
規
制
さ
れ
て
い
る
象
牙

製
品
等
の
販
売
時
の
対
応
に
つ
い
て
、

次
の
二
点
の
要
請
が
あ
っ
た
。
正
式
な

要
請
文
書
は
「
環
自
野
発
第
２
１
０
３

２
６
２
号
」。

一�

．
象
牙
製
品
等
の
国
外
持
ち
出
し
防

止
対
策
の
徹
底

　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
適
用
前
に
取
得
し

た
証
明
の
な
い
象
牙
製
品
等
は
、「
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
」
に
よ
り
国

外
の
持
ち
出
し
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

登
録
業
者
が
国
内
で
象

牙
製
品
等
を
販
売
す
る

こ
と
は
法
律
を
遵
守
し

た
方
法
な
ら
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
外

国
へ
持
ち
出
す
こ
と
は

原
則
で
き
な
い
旨
の
説

明
の
徹
底
を
お
願
い
す

る
。

　
交
換
会
や
今
後
の
こ
と
に
つ
い
て
、

近
ご
ろ
考
え
ま
す
。

　
毎
月
の
交
換
会
会
場
で
、
組
合
員
の

面
々
が
顔
を
合
わ
せ
ま
す
。
常
連
ば
か

り
で
な
く
、
入
会
間
も
な
い
若
い
世
代

や
、
遠
方
か
ら
高
い
経
費
を
か
け
て
来

ら
れ
る
方
も
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
取
引

が
行
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
親
睦
を
深

め
た
り
、
情
報
交
換
の
場
と
な
る
側
面

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
組
合
で
は
こ
れ
ま
で
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
に
気
を
配
り
、

一
人
の
感
染
者
も
出
さ
な
い
よ
う
に
市

場
を
運
営
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

昨
年
は
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
を
受
け

て
二
度
休
会
し
た
後
、
夏
ぐ
ら
い
か
ら

陰
り
が
見
え
始
め
て
き
ま
し
た
。

　
出
品
さ
れ
る
品
物
が
少
な
く
な
り
、

そ
れ
は
組
合
ば
か
り
で
な
く
、
ど
こ
の

市
場
も
品
不
足
で
早
く
終
わ
る
と
聞
き

ま
す
。

　
品
物
が
少
な
い
わ
け
で
す
か
ら
出
来

高
も
少
な
く
、
主
催
者
が
受
け
取
る
歩

金
も
自
ず
と
低
迷
し
て
い
ま
す
。

　
理
事
会
で
は
し
ば
し
ば
こ
の
問
題
を

取
り
上
げ
、
何
と
か
打
開
す
る
方
策
は

な
い
か
、
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
コ
ロ
ナ
渦
の

状
況
が
続
い
て
い
く
限
り
、
参
加
者
と

出
品
数
・
売
上
高
の
好
転
は
望
み
難
く
、

赤
字
運
営
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
組
合
員
・
賛
助
会
員
の
皆
さ
ん

か
ら
会
費
を
預
か
り
、
運
営
を
託
さ
れ

て
い
る
執
行
部
と
し
て
は
、
こ
の
ま
ま

の
状
態
で
交
換
会
を
続
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。

不
本
意
で
は
あ
る
が
、
毎
月
の
交
換
会

を
年
二
回
の
開
催
と
し
、
そ
の
二
回
で

最
大
限
の
成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
注
力

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
が
終
息
し
た
時
に
は
、当
然
、

あ
ら
た
め
て
の
検
討
が
行
わ
れ
る
は
ず

で
す
。

　
そ
の
間
、
組
合
員
の
皆
さ
ん
に
は
で

き
る
だ
け
不
都
合
が
な
い
よ
う
に
と
、

希
望
者
に
つ
い
て
は
、
他
の
交
換
会
へ

の
受
け
入
れ
を
要
請
し
ま
し
た
。

　
今
大
切
な
こ
と
は
、
組
合
を
守
っ
て

い
く
こ
と
で
す
。
組
合
は
み
ん
な
の
財

産
で
す
。
刀
を
生
業
と
す
る
わ
れ
わ
れ

は
、
政
府
公
認
の
組
合
に
属
し
て
い
る

こ
と
に
、大
き
な
価
値
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
組
合
は
、
組
合
員
の
社
会
的
地
位

と
生
活
の
向
上
を
図
り
、
業
界
の
安
定

と
発
展
の
た
め
に
機
能
す
る
組
織
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
現
在
の
組
合
の
事
業
で
は
、
教
育
委

員
会
や
財
団
法
人
な
ど
公
的
機
関
の
ご

協
力
も
相
ま
っ
て
、
刀
剣
類
の
評
価
査

定
・
買
い
取
り
の
ウ
エ
ー
ト
が
高
ま
っ

て
き
ま
し
た
。
依
頼
が
あ
れ
ば
、
担
当

役
員
が
地
方
出
張
も
い
と
わ
ず
、
誠
意

を
持
っ
て
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
の
お

か
げ
も
あ
っ
て
、
今
期
の
決
算
は
黒
字

と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
の
組
合
交
換
会
は
、
こ
れ
ら
の

買
い
取
り
品
も
多
数
出
品
さ
れ
る
は
ず

で
す
か
ら
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　
今
し
ば
ら
く
、
コ
ロ
ナ
に
負
け
ず
頑

張
り
ま
し
ょ
う
。

象
牙
製
品
等
の
輸
出
入
防
止
の
徹
底
を

　経
済
産
業
省･

環
境
省
か
ら
当
組
合
へ
確
認
要
請

美
術
刀
剣
、
小
道
具
、
武
具
類
の

売
買
、
加
工
及
び
御
相
談
承
り
ま
す
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阪
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

コ
ロ
ナ
禍
の
最
中
の
組
合

�

生
野

　正

ワシントン条約と法律により国際取引が制限されています。詳しくはこちら▲

CITES and Japanese Law regulate international trade in ivory. Scan the QR code for detail.
ENGLISH日本語

象牙製品を日本へ持ち込むことや
日本から海外へ持ち出すことは
違法です！

It’s illegal to bring ivory products
in or out of Japan.
Do NOT bring ivory products home!

象
牙
Ivory

严禁携带象牙制品出入境！

特別国際種事業者の登録有効期限（令和3年5月31日）にご注意ください！
　平成29年に改正した絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成
四年法律第七十五号）（以下、種の保存法と呼ぶ）により届出制から登録制度に移行し
た、ぞう科の牙に係る特別国際種事業について、平成11年３月18日から平成30年５月
31日までに届出をした事業者は、令和３年５月31日に特別国際種事業事業者としての
有効期限を迎えます。
　対象となる事業者の届出時の住所宛て（変更届により住所変更の申請をされている
場合はその住所宛て）全てに、種の保存法第33条の15に基づく登録機関である一般財
団法人自然環境研究センターより、更新のお知らせの発送が完了しております。とこ
ろが、約2000件ほどが宛先不明で返送されてきました。郵便が宛先不明等で返却され
ている事業者一覧を同センターウェブサイトに掲載していますので、更新希望の方は
ご確認ください。
　宛先不明の理由はさまざまかと思いますが、継続的に象牙を取り扱っている者が、
有効期限を知らずに更新手続をしないまま、引き続き６月以後も取引をされますと、
違法状態となってしまいます。

一般財団法人自然環境研究センターウェブサイト内のお知らせ
「登録番号がＡ、Ｓ、Ｔから始まる事業者様へ」
http://www.jwrc.or.jp/service/jigyousha/index.htm

※注意点
・�有効期限までに更新手続き（手数料：32,500円）を行わないと、特別国際種事業者
としての登録が失効し、その後は象牙製品の譲り渡し等ができなくなります。
・�失効してしまうと、その後は「更新」ではなく「新規登録」扱いとなり、新規登録
にかかる手数料（33,500円）の支払い及び登録免許税（90,000円）の納付が必要とな
ります。
・�既に事業を実施していない場合には、在庫の譲り渡しを済ませた上で、廃止届を提
出してください。廃止届提出後、または有効期限までに更新手続きをしなかった場
合、それ以降は在庫の譲り渡しができませんので、有効な登録がなされている間に
適切に在庫整理を実施してください。� （経済産業省製造産業局生活製品課）

組合こよみ（令和３年３～４月）
３月12日　刀剣評価査定のため服部
副理事長と清水専務理事が横浜市
に出張
17日　東京美術倶楽部において組合
交換会を開催。参加52名、出来高
14,595,000円
17日　東京美術倶楽部において第５
回理事会を開催。出席者、深海理
事長・伊波副理事長・土肥副理事
長・服部副理事長・清水専務理事・
嶋田常務理事・綱取常務理事・飯
田理事・大平理事・猿田理事・生
野理事・瀬下理事・松本理事・冥
賀理事・持田理事・大西監事
17日　東京美術倶楽部において「刀
剣界」編集委員会を開催（第59号
企画）。出席者、深海理事長・伊
波副理事長・服部副理事長・清水
専務理事・嶋田常務理事・綱取常
務理事・飯田理事・大平理事・生
野理事・瀬下理事・松本理事・持
田理事・土子民夫氏
25日　刀剣評価査定のため清水専務
理事と嶋田常務理事が国分寺市に
出張
25日　特別国際種事業者の登録更新
手続きを完了
30日　深海理事長・清水専務理事・
飯田相談役が日本美術刀剣保存協
会を訪問
30日　深海理事長・清水専務理事・
飯田相談役が全国中小企業団体中
央会を訪問
４月２日　経済産業省製造産業局生
活製品課・井澤俊和氏が日本刀剣
に来社、「来日外国人に象牙製品

の販売をしないこと」の広報を依
頼される

６日　深海理事長・服部副理事長・
大平理事が産経新聞社を訪問、「明
美ちゃん基金」に30万円を寄付

13日　組合事務所において常務理事
会を開催。出席者、深海理事長・
服部副理事長・嶋田常務理事・綱
取常務理事・飯田理事・大平理事・
逸見税理士

16日　東京美術倶楽部において赤荻
監事と大西監事が監査を実施

16日　東京美術倶楽部において第35
期第１回理事会を開催。出席者、
深海理事長・伊波副理事長・土肥
副理事長・服部副理事長・清水専
務理事・嶋田常務理事・綱取常務
理事・飯田理事・大平理事・猿田
理事・瀬下理事・松本理事・冥賀
理事・吉井理事・赤荻監事・大西
監事・飯田相談役・笠原泰明氏・
逸見税理士

16日　東京美術倶楽部において「刀
剣界」編集委員会を開催（第59号
初校）。出席者、深海理事長・伊
波副理事長・服部副理事長・清水
専務理事・嶋田常務理事・綱取常
務理事・飯田理事・大平理事・瀬
下理事・松本理事・持田理事・土
子氏

27日　銀座会議室において「刀剣界」
編集委員会を開催（第59号再校）。
出席者、深海理事長・伊波副理事
長・清水専務理事・嶋田常務理事・
綱取常務理事・生野理事・土子氏

『東京新聞』令和3年3月23日
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埋
忠
一
門
は
、
京
都
で
桃
山
時
代
か

ら
江
戸
時
代
前
期
に
、
埋
忠
明
寿
を
中

心
に
、
作
刀
・
刀
身
彫
刻
・
鐔
な
ど
の

刀
装
具
、
古
名
刀
の
磨
上
、
茎
に
金
象

嵌
銘
を
入
れ
る
仕
事
、
刀
剣
の
記
録
な

ど
に
携
わ
っ
た
希
有
の
存
在
で
あ
る
。

し
か
も
門
人
に
は
佐
賀
鍋
島
家
の
刀
工

肥
前
国
忠
吉
や
、
福
島
正
則
に
仕
え
た

肥
後
守
輝
広
も
い
た
。

　
刀
剣
博
物
館
で
の
今
回
の
企
画
展

は
、
大
阪
歴
史
博
物
館
ほ
か
、
全
国
の

博
物
館
・
美
術
館
、
そ
し
て
民
間
の
所

蔵
者
や
団
体
の
協
力
を
得
て
開
催
さ

れ
、
埋
忠
の
実
像
に
迫
ら
ん
と
す
る
、

実
に
意
欲
的
な
特
別
展
で
あ
っ
た
。

　
展
示
室
に
入
る
と
明
石
国
行
の
太
刀

（
国
宝
）、
長
船
光
忠
の
太
刀
（
重
要
美

術
品
）、
当
麻
国
行
の
太
刀
（
国
宝
）

な
ど
名
刀
が
並
ん
で
い
る
。
見
れ
ど
も

尽
き
な
い
魅
力
に
満
ち
た
こ
れ
ら
名
刀

に
感
心
し
な
が
ら
進
む
と
、
天
正
年
紀

の
城
州
埋
忠
の
短
刀
に
続
き
、
慶
長
年

紀
の
彫
身
の
作
が
続
く
。

　
龍
図
の
彫
り
の
片
切
刃
造
の
短
刀

は
、
図
鑑
や
現
代
刀
匠
の
写
し
物
で
し

か
見
た
こ
と
の
な
い
伝
説
の
逸
品
。
上

り
龍
・
下
り
龍
、
火
炎
不
動
は
、
伸
び

や
か
で
闊
達
な
鏨
使
い
が
効
い
て
生
気

に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
彫
り
を
前

に
、
ふ
と
以
前
見
た
肥
前
国
忠
吉
の
片

切
刃
造
の
短
刀
の
樋
中
の
彫
り
が
思
い

出
さ
れ
た
。
あ
れ
も
や
は
り
埋
忠
系
の

彫
師
で
あ
ろ
う
か
。彫
師
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
今
回
の

展
示
が
彫
師
の
研
究
に
つ
な
が
れ
ば
よ

い
と
切
に
思
っ
た
。

　
平
台
の
展
示
ケ
ー
ス
で
明
寿
の
鐔
を

見
た
。
美
し
い
真
鍮
地
に
独
特
の
平
象

嵌
で
蔦
、
九
年
母
、
伯
樹
等
の
図
が
描

か
れ
た
鐔
は
神
々
し
く
輝
い
て
い
た
。

埋
忠
彦
兵
・
七
左
衛
門
・
重
義
ら
一
門

の
作
品
も
、
形
状
、
図
柄
、
色
金
の
使

い
方
が
斬
新
で
垢
抜
け
て
い
た
。「
琳

派
」
の
意
匠
の
す
ば
ら
し
さ
、
色
の
美

し
さ
は
実
見
し
な
い
と
味
わ
え
な
い
。

来
て
よ
か
っ
た
⋮
⋮
し
ば
し
時
を
忘

れ
る
。

　
埋
忠
一
門
は
、
磨
上
や
金
象
嵌
な
ど

携
わ
っ
た
仕
事
に
関
す
る
記
録
を
残
し

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
﹃
埋
忠
銘
鑑
﹄
で

あ
る
。
こ
の
展
示
で
は
、
名
物
寺
沢
貞

宗
（
国
宝
）、
名
物
桑
名
江
（
重
要
文

化
財
）、
名
物
稲
葉
江
（
国
宝
）
な
ど

宝
物
と
も
言
う
べ
き
名
刀
が
埋
忠
の
記

録
と
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
す
ご

い
こ
と
で
あ
る
。

　
埋
忠
鎺
も
、
台
付
鎺
が
見
え
る
よ
う

に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
実
は
、
台
尻
に

「
う
め
た
ゝ
壽
齋
彦
一
入
」
な
ど
と
針

で
書
い
た
よ
う
な
細
字
で
刻
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
展
示
は
工
夫
さ
れ
て
い

た
。が
、肉
眼
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
残
念
！

　
展
示
図
録
も
お
勧
め
で
あ
る
。
写
真

と
解
説
、
そ
し
て
論
文
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
吉
原
弘
道
氏（
九
州
産
業
大
学
）

は
、
古
文
書
学
的
手
法
と
先
行
研
究
の

検
討
で
埋
忠
家
の
実
像
に
迫
っ
て
い

る
。
こ
れ
ぞ
文
献
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
の
見
本
と
も
言
う
べ
き
論
考
で
あ

り
、
さ
す
が
、
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
内
藤
直
子
氏
（
大
阪
歴
史
博
物
館
）

は
本
阿
弥
家
と
埋
忠
の
関
係
、
鎺
の
針

書
に
見
ら
れ
る
片
岡
氏
、
そ
し
て
埋
忠

家
の
栄
枯
盛
衰
を
熊
倉
功
夫
氏
の
美
術

史
研
究
を
踏
ま
え
て
、
実
に
壮
大
な
展

開
。
久
保
恭
子
氏
（
刀
剣
博
物
館
）
の

論
文
は
、
作
品
と
記
録
に
基
づ
き
、
埋

忠
明
寿
の
実
像
に
迫
る
試
み
。
明
寿
が

作
品
製
作
と
営
業
（
対
外
関
係
）
を
、

寿
斎
が
象
嵌
・
金
具
・
記
録
を
分
担
し

た
と
い
う
。
果
た
し
て
諸
大
名
家
と
い

か
な
る
や
り
取
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
今
後
の
研
究
が
楽
し
み
。
何

よ
り
久
保
氏
の
埋
忠
明
寿
へ
の
愛

情
、
慈
し
み
の
よ
う
な
気
持
ち
が

感
得
さ
れ
、
す
こ
ぶ
る
好
感
を

持
っ
た
。

　
た
く
さ
ん
の
名
品
を
集
め
て
の

特
別
展
は
過
去
に
も
多
々
あ
っ

た
。
が
、
刀
・
鐔
・
鎺
・
彫
刻
・

記
録
と
多
岐
に
わ
た
る
切
り
口
で
、
い

ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
点
も
多
い
埋
忠
に

迫
る
と
い
う
、
今
回
の
よ
う
な
企
画
展

は
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
本
当
は
少
な
く
と
も
二
回
は
行
く
べ

き
で
あ
っ
た
。
実
際
、
二
回
以
上
行
っ

た
人
も
い
た
ら
し
い
。
が
、
筆
者
に
は

難
し
か
っ
た
。そ
れ
が
心
残
り
で
あ
る
。

地
方
の
友
人
た
ち
の
中
に
は
上
京
を
断

念
し
た
人
も
お
り
、
一
回
で
も
観
覧
で

き
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
。

　
今
回
の
展
示
を
構
想
・
企
画
・
実
現

し
た
博
物
館
・
美
術
館
関
係
の
皆
さ
ん
、

本
当
に
お
疲
れ
さ
ま
。
そ
し
て
あ
り
が

と
う
。

（
小
島
つ
と
む
）

　
新
刀
期
よ
り
前
の
古
刀
期
に
は
、
戦

に
明
け
暮
れ
て
い
た
た
め
に
生
死
の
信

仰
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
戦
そ
の
も
の

の
表
現
と
し
て
三
鈷
剣
に
龍
が
巻
き
付

い
て
呑
み
込
も
う
と
し
て
い
る
様
子
の

倶
利
迦
羅
が
多
く
彫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
慶
長
に
な
っ
て
江
戸
幕
府
が
開
か
れ

た
こ
ろ
、
埋
忠
明
寿
が
宝
珠
を
追
う
龍

を
彫
っ
て
い
ま
す
。
日
本
刀
の
歴
史
の

中
で
最
初
に
彫
ら
れ
た
珠
追
い
龍
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
以
前
の
古

刀
期
に
は
、
単
独
で
の
龍
の
彫
り
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
新
刀
期
に
な
っ
て
彫
物
が
装
飾
的
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
表
面
的
な
、
見
た
目
の
変
化
を
述
べ

て
い
る
だ
け
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
中
期
に
な
っ
て
簞
笥
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

以
前
は
戦
が
続
い
て
い
た
の
で
、
落
ち

着
い
て
住
ん
で
い
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
戦
が
始
ま
る
と
、
人
々
は
巻

き
添
え
を
食
わ
な
い
よ
う
に
直
ち
に
逃

げ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
着
物
な
ど

は
長
持
ち
に
入
れ
、
そ
れ
を
担
い
で
逃

げ
て
い
ま
し
た
。
簞
笥
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
戦
が
な
く
な
り
、

逃
げ
回
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

　
い
つ
の
時
代
で
も
、
刀
に
彫
物
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
思
い
を
込
め
た
願

い
事
が
彫
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

新
刀
期
に
な
っ
て
戦
が
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
人
々
の
生
活
環
境
も
変
化

し
安
心
感
も
生
ま
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て

古
刀
期
と
異
な
る
願
い
事
が
生
ま
れ
て

き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
展
示
さ
れ
た
埋
忠
明
寿
の
彫
り

は
、宝
珠
を
追
い
求
め
て
い
る
龍
で
す
。

戦
ば
か
り
だ
っ
た
古
刀
期
と
は
違
い
、

新
し
い
安
定
し
た
時
代
に
合
っ
た
彫
り

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
宝
珠
と
は
宝
の
珠
で
あ
っ
て
、
幸
せ

に
な
り
た
い
と
か
裕
福
に
な
り
た
い
と

か
安
定
し
た
生
活
を
送
り
た
い
と
の
願

い
を
表
し
て
い
ま
す
。
宝
珠
は
、
何
事

も
意
の
ご
と
く
か
な
え
て
く
れ
る
シ
ン

ボ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。

　
明
寿
の
彫
り
が
研
ぎ
減
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
、
鏨
で
少
し
彫
り
直
し
て

ほ
し
い
と
、
今
は
亡
き
師
匠
の
苔
口
仙

琇
に
仕
事
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
刀

身
彫
刻
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
師
は
、

「
明
寿
は
鏨
の
赴
く
ま
ま
に
自
由
に

彫
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
他
人
が
手
を
入

れ
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、
や
め
た
方

が
い
い
」
と
、
依
頼
を
断
り
ま
し
た
。

　
埋
忠
明
寿
の
彫
り
は
、
時
代
の
開
放

感
に
合
わ
せ
て
鏨
を
自
由
に
動
か
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ま
た
初
め
て

彫
る
単
独
の
龍
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に

彫
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
基
準
も

な
く
、
思
い
の
ま
ま
に
彫
り
上
げ
た
龍

に
な
っ
て
い
ま
す
。

★
橋
本
琇
巴
先
生
に
あ
え
て
埋
忠
明
寿

の
珠
追
い
龍
の
彫
り
に
つ
い
て
の
見
解

を
書
い
て
い
た
だ
い
た
の
だ
が
、
先
生

の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
「
わ
か
る
人
が
わ

か
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
」
の
仕
上
が
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
、
ぜ
ひ
も

う
一
度
読
み
返
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
持
田
具
宏
）

多
角
的
な
テ
ー
マ
で
埋
忠
の
全
容
に
迫
る
意
欲
展

刀
剣
博
物
館「
埋
忠
―
桃
山
刀
剣
界
の
雄
」

埋
忠
明
寿
の
彫
物
に
つ
い
て

橋
本
琇
巴（
刀
身
彫
刻
師
）

イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

第11回「 新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」の
開催について （公財）日本刀文化振興協会

　刀文協は令和３年度の公益
目的事業として、長野県坂城
町ならびに坂城町鉄の展示館
との共催により、第 11 回「新
作日本刀�研磨�外装�刀職技術
展覧会」を開催します。今回
は、前期（長野・坂城町鉄の
展示館）と後期（東京・明治
神宮宝物殿）に分けて巡回展とし、出品作品を広く刀剣ファ
ンの皆さまにご覧いただるように企画しました。
　昨年 11 月に鎮座百年大祭を終え、本年、宝物殿竣工 100 年
を迎える明治神宮では、記念として公開イベントも計画します。
　本展は大臣賞をはじめ各賞をもって優れた作品を顕彰する
コンクール形式とするとともに、併せて、当協会の会員・非
会員であることに関係なく、日本刀製作に携わる全ての職方
の皆さまの成果を広く一般に公開し、日本刀文化の振興を図
るものであります。ご好評をいただいた前回の実績を踏まえ、
今回もさらに充実した内容を期待して、作品の審査を受け付
けています。
　なお、今回も作刀・刀身彫刻／研磨／刀装の３部門のほかに、
特別公開部門として、“Sword�Oshigata�Art”部門を設けています。

〈会場・会期〉
◦前期：坂城町鉄の展示館
　　　　〒389-0601�長野県埴科郡坂城町坂城6313-2
　　　　7月22日㈭～8月29日㈰

◦後期：明治神宮宝物殿
　　　　〒151-8557�東京都渋谷区代々木神園町1-1
　　　　11月7日㈰～12月19日㈰（予定）

東京展会場の明治神宮宝物殿
　
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
（
白
髭
修
一

館
長
、
岡
山
県
瀬
戸
内
市
）
の
名
誉
館

長
に
成
通
グ
ル
ー
プ
代
表
の
千
原
行
喜

氏
が
就
任
し
、
こ
の
ほ
ど
武
久
顕
也
瀬

戸
内
市
長
か
ら
館
長
就
任
に
当
た
っ
て

の
委
嘱
状
と
盾
が
授
与
さ
れ
た
。
任
期

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
二
年
間
。

　
名
誉
館
長
へ
の
就
任
は
、
瀬
戸
内
市

が
立
ち
上
げ
た
「
山
鳥
毛
里
帰
り
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
に
千
原
氏
が
賛
同
し
、
そ

の
一
環
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
多
大
な
協
力
を
し
た
功
績
に
対

す
る
も
の
。

　
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
刀
の
購
入
額

五
億
円
を
ふ
る
さ
と
納
税
を
利
用
し
た

浄
財
で
集
め
る
と
い
う
全
国
的
に
も
例

の
少
な
い
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
目

標
額
は
達
成
さ
れ
、
山
鳥
毛
は
備
前
市

に
納
め
ら
れ
た
。

　
な
お
、
国
宝
の
山
鳥
毛
は
、
文
化
財

保
護
法
に
よ
り
年
間
延
べ
六
十
日
間
し

か
展
示
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
、
千
原

代
表
は
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
返
礼
品
と
し
て
受
け
取
っ
た
山
鳥
毛

の
写
し
を
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
へ
寄

託
、
現
在
、
展
示
に
供
さ
れ
て
い
る
。

　
成
通
グ
ル
ー
プ
は
、
岡
山
県
を
主
と

す
る
山
陽
地
方
を
中
心
に
娯
楽
・
保
養

施
設
な
ど
を
経
営
す
る
三
十
以
上
の
企

業
で
構
成
さ
れ
、
社
会
貢
献
活
動
に
も

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
売
上
高

は
一
五
三
八
億
円
、
従
業
員
数
は
一
〇

八
一
名（
い
ず
れ
も
二
〇
二
〇
年
三
月
、

グ
ル
ー
プ
合
計
）。
千
原
氏
の
個
人
的

な
寄
付
は
二
三
〇
〇
万
円
。

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
名
誉
館
長
に

成
通
グ
ル
ー
プ
代
表・千
原
行
喜
氏
が
就
任

左から武久市長・千原名誉館長・白髭館長
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関
ヶ
原
の
合
戦
に
つ
い
て
は
、
皆
さ

ま
ご
存
じ
の
通
り
、
家
康
が
一
日
で
決

着
を
付
け
て
し
ま
っ
た
わ
け
な
の
だ

が
、
こ
れ
は
大
半
の
人
々
に
と
っ
て
予

想
外
の
こ
と
で
あ
り
、
戦
の
長
期
化
を

見
込
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
作
戦
を

立
て
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
奥
州
関
ヶ
原
と
も
慶
長
出
羽
合
戦
と

も
言
わ
れ
る
戦
も
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ

る
。
太
閤
豊
臣
秀
吉
亡
き
後
、
五
大
老

の
一
人
、
陸
奥
会
津
百
二
十
万
石
に
封

ぜ
ら
れ
て
い
た
上
杉
景
勝
に
、
家
康
は

再
三
上
洛
を
求
め
る
が
、
景
勝
は
こ
れ

を
拒
み
続
け
て
い
た
。
家
康
は
幼
主
秀

頼
を
戴
く
豊
臣
家
へ
の
謀
反
と
し
、
自

ら
秀
頼
の
名
代
と
し
て
、
豊
臣
家
に
従

う
天
下
の
諸
大
名
を
率
い
、
景
勝
を
討

つ
と
決
し
た
。
会
津
征
伐
で
あ
る
。

　
出
羽
・
陸
奥
地
方
で
は
、
会
津
・
米

沢
百
二
十
万
石
の
上
杉
景
勝
・
直
江
兼

続
と
、
そ
の
北
側
に
位
置
す
る
伊
達
政

宗
五
十
八
万
石
、
最
上
義よ

し

光あ
き

二
十
四
万

石
が
注
目
さ
れ
る
。

　
最
初
に
申
し
上
げ
る
が
、
伊
達
政
宗

と
最
上
義
光
は
甥
・
伯
父
の
関
係
で
あ

り
、
両
家
は
戦
と
和
議
を
繰
り
返
し
て

き
た
家
な
の
だ
。

　
政
宗
の
旧
領
地
は
福
島
の
中
通
地
方

と
会
津
地
方
、
お
よ
び
山
形
県
の
置
賜

地
方
（
米
沢
を
含
む
）、
宮
城
県
の
南

部
を
領
し
、
百
万
石
格
で
あ
っ
た
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
何
し
ろ
政
宗
は
米
沢
生

ま
れ
、
米
沢
育
ち
で
、
そ
こ
か
ら
前
記

の
領
地
を
奪
っ
て
き
た
の
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
天
正
十
八
年
（
一

五
九
〇
）、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
中
に

服
属
し
、
伊
達
家
の
本
領
七
十
二
万
石
は

安
堵
さ
れ
た
が
、
会
津
領
は
没
収
さ
れ
て

し
ま
う
。
翌
天
正
十
九
年
に
は
一
揆
の
扇

動
者
と
疑
わ
れ
、本
拠
地
で
あ
っ
た
長
井
・

信
夫
・
伊
達
を
含
む
六
郡
の
代
わ
り
に
、

一
揆
で
荒
廃
し
た
葛
西
・
大
崎
十
三
郡
を

与
え
ら
れ
、
米
沢
城
七
十
二
万
石
か
ら
玉

造
郡
・
岩
出
山
城
五
十
八
万
石
に
減
転
封

さ
れ
た
。

　
個
人
的
感
想
で
す
が
、
こ
れ
で
や
っ
と

福
島
県
に
伊
達
郡
が
あ
る
訳
が
わ
か
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
で
は
仙
台
と

い
う
地
名
も
な
く
、
青
葉
山
と
い
う
険
し

い
場
所
が
あ
る
だ
け
と
い
う
状
態
で
し

た
。

　
最
上
義
光
は
若
い
こ
ろ
か
ら
出
羽
地
方

を
統
一
し
よ
う
と
し
、
戦
や
謀
略
の
日
々

を
送
っ
て
き
た
。
天
正
十
六
年
に
は
政
宗

と
戦
っ
た
大
崎
合
戦
に
お
い
て
、
義
光
が

伊
達
を
破
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

義
光
の
妹
に
し
て
政
宗
の
母
で
あ
る
保
春

院
が
自
ら
乗
っ
た
駕
籠
を
両
軍
の
間
に
置

か
せ
て
停
戦
を
懇
願
し
た
た
め
、
両
者
は

和
議
を
結
ん
だ
。

　
天
下
広
し
と
い
え
ど
も
、
城
を
抜
け
出

し
、
戦
場
に
現
れ
る
大
名
の
奥
方
は
保
春

院
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
義
光
は
天
正
十
八
年
、
秀
吉
の
小
田
原

征
伐
に
参
陣
し
、
出
羽
二
十
四
万
石
を
安

堵
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、そ
の
最
上
家
に
文
禄
四
年（
一

五
九
五
）、
大
き
な
悲
劇
が
訪
れ
る
。
次

女
の
駒
姫
を
側
室
と
し
て
秀
吉
の
甥
、
関

白
秀
次
に
差
し
出
す
よ
う
迫
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
秀
次
は
十
五
歳
に
な
っ
た
駒
姫
を

京
に
呼
び
寄
せ
た
が
、
嫁
い
で
間
も
な
い

駒
姫
を
悲
運
が
見
舞
う
。

　
秀
吉
は
こ
の
こ
ろ
、
既
に
実

子
秀
頼
を
得
て
い
て
、
秀
次
の

立
場
は
揺
ら
い
で
い
た
。

　
秀
次
は
高
野
山
に
赴
き
、
そ

の
ま
ま
自
害
を
遂
げ
て
し
ま
っ

た
。
生
前
、
謀
反
を
企
ん
で
い

た
と
さ
れ
、
そ
の
首
は
三
条
川

原
に
さ
ら
さ
れ
た
。
累
は
駒
姫
ら
眷
属
に

及
び
、
秀
次
の
首
を
前
に
し
て
斬
ら
れ
、

弔
い
も
許
さ
れ
ぬ
ま
ま
そ
の
地
に
埋
め
ら

れ
た
。
義
光
は
家
康
の
取
り
な
し
も
頼
み

必
死
で
助
命
嘆
願
し
た
が
、
か
な
わ
な

か
っ
た
。

　
駒
姫
の
生
母
、
大
崎
の
方
の
悲
嘆
は
深

く
、
駒
姫
の
二
七
日
の
後
に
喉
を
突
き
、

後
を
追
っ
た
。
こ
の
事
件
以
後
、
秀
吉
に

対
す
る
義
光
の
憎
悪
は
決
定
的
と
な
り
、

家
康
ら
徳
川
方
に
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
方
、
上
杉
の
会
津
・
米
沢
勢
だ
が
、

筆
頭
家
老
の
直
江
兼
続
が
米
沢
を
支
配
し

て
お
り
、
彼
は
伊
達
・
最
上
を
従
え
、
徳

川
家
康
と
戦
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

　
し
か
し
、
兼
続
は
伊
達
政
宗
と
い
う
男

が
大
嫌
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
政
宗
に
和
を

請
う
の
は
い
や
だ
が
、
伊
達
と
最
上
に
和

睦
を
申
し
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
家
を

競
わ
せ
れ
ば
、
親
族
と
い
え
ど
も
一
枚
岩

で
は
な
く
、
抜
け
駆
け
は
許
さ
じ
と
、
話

に
乗
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
大
義
の

前
に
は
や
む
を
得
ま
い
⋮
⋮
。

　
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
行
き
交
う

中
、
奥
羽
関
ヶ
原
が
起
こ
る
わ
け
だ
が
、

結
果
は
ご
存
じ
の
通
り
、
最
上
義
光
が
直

江
兼
続
に
勝
利
し
、
庄
内
地
方
も
手
中
に

収
め
、
二
十
四
万
石
か
ら
五
十
七
万
石
に

出
世
。
上
杉
景
勝
・
直
江
兼
続
は
、
会
津
・

米
沢
百
二
十
万
石
か
ら
米
沢
三
十
万
石
に

減
転
封
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
江
兼
続
の

撤
退
戦
は
後
世
ま
で
語
り
草
と
な
っ
て
い

る
。
本
書
に
は
、
前
田
慶
次
郎
も
登
場
し

て
活
躍
す
る
サ
ー
ビ
ス
シ
ー
ン
も
あ
る
。

　
伊
達
は
上
杉
と
の
合
戦
で
結
果
を
出
せ

ず
、
お
ま
け
に
南
部
領
で
一
揆
を
扇
動
し

た
こ
と
が
露
見
し
、
結
局
、
自
力
で
落
と

し
た
白
石
郡
・
刈
田
郡
二
万
石
を
追
認
さ

れ
た
に
す
ぎ
ず
、
六
十
万
石
。

　
と
に
か
く
、
一
度
こ
の
小
説
を
読
ん
で

く
だ
さ
い
。
小
生
が
書
い
た
こ
と
な
ど
、

ほ
ん
の
前
段
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
と
面
白
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
ら
け
の
本
で
す
。

（
持
田
具
宏
）

東
北
の
戦
国
武
将
た
ち
の
個
性
的
な
戦
い
方・生
き
方

『
奥
羽
関
ケ
原
―
政
宗
の
謀
、
兼
続
の
知
、
義
光
の
勇
』

松
永
弘
高
著

　定
価
一
六
五
〇
円
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今
回
は
、
今
年
の
二
月
に
マ
ー
ル
社

か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
イ
ラ
ス
ト
で
わ
か

る
日
本
の
甲
冑
﹄
と
い
う
本
を
紹
介
し

ま
す
。

　
同
書
は
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武

具
研
究
保
存
会
（
以
下
、
日
甲
研
）
の

会
員
が
、
文
中
の
語
句
や
説
明
文
、
描

写
な
ど
の
監
修
を
し
ま
し
た
。
監
修
し

た
会
員
は
皆
二
十
～
三
十
代
と
年
齢
が

若
く
、当
会
の
ホ
ー
プ
た
ち
で
す
（
笑
）

　
こ
の
本
は
同
社
の
他
の
書
籍
と
同
じ

く
、
絵
画
や
イ
ラ
ス
ト
の
手
引
き
と
し

て
、
甲
冑
や
武
具
の
絵
を
描
く
上
で
必

要
な
情
報
や
知
識
を
紹
介
す
る
と
い
う

点
に
力
が
注
が
れ
て
い
ま
す
。
甲
冑
を

は
じ
め
、
刀
剣
や
馬
具
な
ど
に
つ
い
て

も
、
各
部
品
の
基
本
構
造
や
種
類
別
の

特
徴
を
線
描
で
読
者
に
わ
か
り
や
す
く

伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
置
か
れ

て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
大
鎧
を
着
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
絵
を
描
き
た
い
け
れ
ど
も
、
札さ

ね

板
の

形
状
は
皆
目
わ
か
ら
ず
、
栴せ

ん

檀だ
ん

板
と
鳩

き
ゅ
う

尾び

板
の
名
称
も
位
置
も
覚
束
な
い
、
甲

冑
の
威お

ど
し

毛げ

の
構
造
や
組
紐
の
通
し
方
も

想
像
し
難
い
、
調
査
す
る
た
め
の
時
間

的
金
銭
的
余
裕
も
少
な
い
、
と
い
う
方

に
は
大
変
有
用
な
本
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
著
者
の
渡
辺
信
吾
氏
に
よ
る

中
世
か
ら
近
世
の
代
表
的
な

甲
冑
（
絵
画
や
文
献
の
み
に

そ
の
存
在
を
伝
え
る
幻
の
一

領
や
、
文
化
財
指
定
を
受
け

て
実
際
の
着
用
が
困
難
な
名

品
）
を
人
物
に
着
せ
た
解
説

イ
ラ
ス
ト
の
ほ
か
、
日
甲
研

の
有
志
や
西
岡
甲
房
様
な
ど

の
ご
協
力
も
頂
戴
し
て
掲
載
が
か
な
っ

た
本
歌
資
料
の
写
真
も
あ
り
ま
す
。

　
監
修
に
際
し
て
も
、
な
る
べ
く
現
段

階
で
の
研
究
成
果
を
盛
り
込
み
な
が
ら

平
易
に
な
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
の

で
、
絵
を
描
く
つ
も
り
が
な
い
方
で
も

お
読
み
に
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
三
月
と
五
月
に
日
本
の
甲
冑
の

入
門
書
と
し
て
お
薦
め
の
書
籍
を
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中

に
本
書
も
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
理
事
・
佐
々
木
亮
、
同
評
議
員
・

山
田
怜
門
）

甲
冑
の
話
題
│
│
│
11

︵
一
社
︶日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

　
加
藤
左
馬
助
嘉
明
取
締
役
社
長「
皆
、

見
て
く
れ
。
次
に
被
る
僕
の
兜
の
デ
ザ

イ
ン
画
だ
」

　
一
同
「
︰
⋮
」

　
副
社
長
「
イ
カ
で
す
か
？
」

　
加
藤
社
長
「
富
士
山
だ
よ
！
」

　
企
画
部
チ
ー
フ
デ
ザ
イ
ナ
ー
「
銀
色

の
兜
か
ら
下
、
色
は
ど
う
い
う
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
を
お
考
え
で
す
か
？
」

　
技
術
部
長「
騎
乗
な
さ
い
ま
す
よ
ね
。

材
質
は
？
　
重
量
を
考
え
て
み
ま
し
た

か
？
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
値
は
？
　
投
影
面

積
っ
て
ご
存
じ
で
す
よ
ね
」

　
総
務
部
長
「
コ
ス
ト
は
？
　
ほ
か
の

社
員
の
使
用
す
る
も
の
と
大
き
く
差
が

出
ま
す
」

　
加
藤
社
長
「
ト
ホ
ホ
、
何
だ
か
旗
色

悪
く
な
っ
て
き
た
な
」

　
こ
う
し
て
会
議
を
介
す
る
末
で
は
、

変
わ
り
兜
は
世
に
出
て
こ
な
か
っ
た
。

パ
ワ
ハ
ラ
、
ワ
ン
マ
ン
当
た
り
前
の
社

会
で
生
ま
れ
て
き
た
の
が
奇
想
天
外
の

兜
た
ち
だ
。
何
千
も
の
軍
勢
の
中
だ
と

し
て
も
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
よ
う
に
し
て
い

れ
ば
、
目
立
っ
て
敵
か
ら
狙
わ
れ
る
リ

ス
ク
だ
っ
て
高
い
。
そ
こ
を
も
押
し
て

大
袈
裟
な
デ
ザ
イ
ン
の
兜
を
被
っ
た
理

由
は
実
は
、
目
撃
証
言
を
引
き
出
す
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
今
日
、
ス
ポ
ー
ツ
中
継
で
は
映

像
を
ス
ロ
ー
再
生
し
選
手
の
技
術

に
息
を
飲
む
が
、
戦
国
時
代
に
そ

ん
な
便
利
な
も
の
は
な
い
。「
あ
の

す
ご
い
兜
を
被
っ
た
や
つ
が
敵
将

を
仕
留
め
た
ぞ
」
と
い
う
目
撃
証

言
が
、
主
君
の
耳
に
届
く
よ
う
目

立
つ
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
古
老
聞
き
書

き
だ
が
、
平
成
二
十
年
代
に
他
界

し
た
Ｍ
さ
ん
は
腕
利
き
の
甲
冑

師
。
氏
曰
く
「
変
わ
り
兜
？
　
あ

ん
な
も
の
は
買
っ
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
、
偽

物
だ
ら
け
だ
か
ら
ね
」
と
、
こ
こ
ま
で

は
若
か
っ
た
俺
に
対
す
る
父
親
と
同
じ

忠
告
。
し
か
し
、
次
の
言
葉
に
俺
は
言

葉
を
失
っ
た
。「
僕
が
作
っ
た
も
の
が

相
当
あ
る
か
ら
ね
」

　
そ
し
て
氏
は
、
著
名
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
中
に
あ
る
も
の
、
某
博
物
館
に
あ
る

も
の
を
、自
分
の
作
品
、ま
た
は
携
わ
っ

た
も
の
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
て
く
れ

た
。
こ
の
話
の
続
き
は
ま
た
い
つ
の
日

か
⋮
⋮
。

変
わ
り
兜

綱
取
譲
一

古老に
聴く
第
二
回

加藤左馬助所用の富士山形兜を写した
三浦公法氏の作品
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■
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
り
、
コ
ロ
ナ

禍
に
も
よ
う
や
く
出
口
が
見
え
て
き
た

昨
今
で
は
あ
る
が
、
刀
剣
の
流
通
は
依

然
と
し
て
停
滞
し
て
お
り
、
海
外
の
愛

好
家
と
の
交
流
に
は
欠
か
せ
な
い
刀
剣

の
輸
出
入
は
、以
前
よ
り
不
便
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
筆
者
の
経
験
を
踏
ま
え
、
こ

れ
ま
で
の
流
れ
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

今
後
の
対
策
を
皆
さ
ん
と
共
有
し
て
い

き
た
い
。

◎
最
も
身
近
な
日
本
郵
便
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ

　
十
年
以
上
前
は
日
本
郵
便
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ

を
は
じ
め
、
外
資
系
で
言
え
ば
Ｆ
ｅ
ｄ

Ｅ
ｘ
（
以
下
Ｆ
社
）、
Ｄ
Ｈ
Ｌ
（
以
下

Ｄ
社
）、
Ｕ
Ｐ
Ｓ
（
以
下
Ｕ
社
）
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
運
送
会
社
に
よ
る
刀
剣
の

輸
出
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ

ス
ラ
ム
国
等
の
テ
ロ
集
団
の
脅
威
に
よ

り
各
社
の
態
勢
は
大
き
く
変
わ
り
、
規

制
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　
わ
れ
わ
れ
の
業
界
に
お
い
て
は
、
美

術
品
と
し
て
の
要
素
が
主
な
刀
剣
だ

が
、
世
間
一
般
的
に
は
ま
だ
ま
だ
武
器

と
し
て
の
要
素
の
方
が
大
き
い
よ
う

で
、
こ
の
事
件
以
降
、
刀
剣
の
輸
出
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合
が
生
じ
た
。

　
そ
れ
ま
で
は
送
料
重
視
な
ら
Ｅ
Ｍ

Ｓ
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
送
れ
な
い
地
域
、
も
し

く
は
顧
客
か
ら
の
要
望
が
あ
れ
ば
少
々

値
は
張
る
が
Ｆ
社
を
利
用
す
る
と
い
う

の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は
一
番
早
く
届
く
航
空
便

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
が
、
独
自
の
飛
行
機

便
を
持
た
ず
、
世
界
各
国
の
航
空
会
社

と
提
携
し
て
旅
客
機
の
空
い
た
手
荷
物

ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
て
い
る
。

　
刀
剣
を
輸
出
す
る
場
合
、
古
美
術
品

輸
出
鑑
査
証
明
書
を
取
得
し
、
イ
ン�

ボ
イ
ス
（
送
り
状
）
に
“Antique�

Japanese�Sw
ord

―over�100�
years�old

（
一
部
の
現
代
刀
を
除

く
）”
と
記
載
す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
。

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
刀
剣
を
輸
出
す
る
場
合
は

三
つ
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

　
一
つ
目
は
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
そ

の
時
に
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
そ
の
国
へ
の
航
空

便
と
提
携
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
つ

ま
り
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
荷
物
が
飛
ぶ
国
で
あ
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は
ウ
イ
ン
タ
ー
シ
ー
ズ
ン
、

サ
マ
ー
シ
ー
ズ
ン
と
年
二
回
、
各
社
へ

の
提
携
の
更
新
が
あ
る
。
そ
の
更
新
に

よ
り
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
な
ど
日
本
と

の
航
空
便
の
本
数
の
多
い
国
宛
て
で
あ

れ
ば
問
題
な
い
が
、そ
う
で
な
い
場
合
、

以
前
は
輸
出
で
き
た
国
な
の
に
今
で
は

で
き
な
い
、
ま
た
そ
の
逆
の
現
象
が
発

生
す
る
の
で
あ
る
。

　
二
つ
目
は
、
提
携
し
て
い
る
航
空
会

社
が
、
刀
剣
を
貨
物
と
し
て
受
け
入
れ

る
か
ど
う
か
。
Ａ
Ｎ
Ａ
や
Ｊ
Ａ
Ｌ
は
当

然
問
題
な
い
が
、
刀
剣
を
貨
物
と
し
て

受
け
入
れ
し
て
い
る
会
社
は
少
な
い
。

　
五
年
以
上
前
に
筆
者
が
日
本
郵
便
に

電
話
で
確
認
し
た
際
に
は
、
Ａ
Ｎ
Ａ
、

Ｊ
Ａ
Ｌ
の
ほ
か
に
五
、
六
社
程
度
で
あ

る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

　
三
つ
目
は
、
直
行
便
で
あ
る
か
ど
う

か
。
経
由
便
だ
と
、
残
念
な
が
ら
受
付

で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
三
つ
全
て
を
ク
リ
ア
し
て
、
よ

う
や
く
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
刀
剣
の
輸
出
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は
基
本
的
に
重
量
計
算
の
た

め
、
箱
の
大
き
さ
の
割
に
軽
い
刀
剣
の

送
料
は
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
刀
一
振

を
送
っ
て
も
一
万
円
前
後
で
あ
る
。

　
な
お
、
大
前
提
と
し
て
宛
先
の
国
が

刀
剣
の
輸
入
を
許
可
し
て
い
る
か
ど
う

か
も
問
題
で
あ
る
。
中
国
（
香
港
を
除

く
）・
ロ
シ
ア
な
ど
の
共
産
圏
の
国
は
、

武
器
に
な
り
得
る
も
の
を
国
民
に
持
た

せ
た
く
な
い
傾
向
に
あ
る
た
め
、
刀
剣

は
お
ろ
か
、
模
造
刀
で
さ
え
輸
入
禁
止

で
あ
る
。

　
刀
剣
輸
出
の
予
定
が
あ
り
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ

が
使
え
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
い
場

合
は
、
国
際
郵
便
局
に
電
話
し
て
、
近

日
中
に
ど
の
国
に
何
を
送
る
か
を
伝
え

れ
ば
、
そ
の
日
の
う
ち
に
可
能
か
ど
う

か
の
回
答
が
も
ら
え
る
。

◎
配
送
の
丁
寧
な
Ｆ
ｅ
ｄ
Ｅ
ｘ

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
は
飛
ば
な
い
と
な
る
と
、

多
少
値
段
は
高
く
な
る
が
前
記
三
社
の

い
ず
れ
か
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。

　
Ｆ
社
・
Ｄ
社
・
Ｕ
社
そ
れ
ぞ
れ
に
独

自
の
ル
ー
ト
と
運
送
機
が
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
ド
ア･

ツ
ー･

ド
ア
の
サ
ー
ビ
ス

で
、
集
荷
か
ら
宛
先
に
届
く
ま
で
を
一

括
し
て
管
理
し
て
い
る
。

　
送
り
主
が
法
人
か
個
人
事
業
主
か
で

対
応
が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
。
法
人
だ

と
各
営
業
所
が
付
き
、
綿
密
な
相
談
が

で
き
る
が
、
個
人
事
業
主
の
場
合
に
は

一
般
的
な
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
し
か
対

応
し
て
も
ら
え
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
よ

う
だ
。

　
配
送
料
に
関
し
て
は
、
出
荷
量
に
応

じ
て
割
引
率
が
決
ま
る
。
数
か
月
に
一

件
程
度
で
は
さ
ほ
ど
の
割
引
は
得
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
月
に
数
件
あ
れ

ば
50
％
以
上
は
割
引
さ
れ
る
印
象
を
受

け
る
。
70
～
80
％
ま
で
い
け
ば
Ｅ
Ｍ
Ｓ

に
近
い
金
額
に
な
る
よ
う
だ
。

　
Ｆ
社
は
配
送
の
丁
寧
さ
か
ら
特
に
人

気
が
あ
り
、
日
本
で
言
え
ば
ヤ
マ
ト
運

輸
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
対
応
し
て

い
る
国
・
地
域
も
Ｅ
Ｍ
Ｓ
よ
り
広
く
、

こ
れ
ま
で
頻
繁
に
利
用
し
て
い
た
の
だ

が
、
テ
ロ
の
影
響
に
よ
り
、
貨
物
と
し

て
の
刀
剣
の
取
り
扱
い
を
中
止
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
に
は
多
く
の
業
者
が
頭

を
抱
え
た
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
の
輸
出
品
目
詳
細
に
、

刀
剣
で
は
な
く
美
術
品
で
あ
る
と
か
の

内
容
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
と
か

送
る
（
当
然
、
輸
出
鑑
査
証
明
書
の
処

理
は
す
る
）
と
い
う
苦
し
い
回
避
策
を

講
じ
て
い
た
業
者
も
あ
っ
た
と
思
う

が
、
決
し
て
安
全
と
言
え
る
方
で
は
な

く
、し
ば
ら
く
は
暗
中
模
索
が
続
い
た
。

　
Ｆ
社
が
刀
剣
貨
物
の
取
り
扱
い
中
止

に
な
っ
て
か
ら
は
Ｄ
社
を
何
度
か
利
用

し
て
い
た
が
、
Ｆ
社
の
後
に
続
く
形
と

な
り
、
同
じ
く
利
用
回
数
が
減
っ
て

い
っ
た
。

　
あ
る
時
、
鎧
の
注
文
が
あ
り
、
一
般

的
な
鎧
櫃
の
大
き
さ
で
あ
れ
ば
何
と
か

送
れ
る
の
だ
が
、
横
長
の
鎧
櫃
に
駕
籠

付
き
、
さ
ら
に
は
屋
根
・
天
秤
棒
付
き

と
大
変
立
派
な
造
り
で
あ
っ
た
た
め
、

大
き
さ
の
都
合
で
航
空
便
で
は
受
け
付

け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
致
し
方
な
く

費
用
対
効
果
が
高
か
っ
た
Ｄ
社
の
船
便

を
利
用
し
た
。何
と
か
届
い
た
も
の
の
、

残
念
な
が
ら
脚
部
に
一
部
ダ
メ
ー
ジ
を

負
っ
て
し
ま
っ
た
。
船
便
は
航
空
便
に

比
べ
て
安
全
性
に
欠
け
る
と
思
っ
て
い

た
方
が
賢
明
で
あ
る
。

　
な
お
、
船
便
は
荷
物
紛
失
率
も
航
空

便
に
比
べ
高
い
の
で
、
よ
ほ
ど
の
こ
と

で
な
い
限
り
お
勧
め
は
で
き
か
ね
る
。

◎
Ｄ
Ｈ
Ｌ
の
場
合

　
二
〇
二
〇
年
初
頭
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
が
流
通
業
界
に
出
始
め

た
。
頼
み
の
綱
で
あ
る
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
ア
メ

リ
カ
宛
て
の
輸
出
を
、
四
月
二
十
日
か

ら
一
斉
に
休
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
刀
剣
に
限
ら
ず
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
一
切
の

サ
ー
ビ
ス
休
止
で
あ
っ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
行
き
の
旅
客
機
の
本
数
が

極
端
に
減
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
は
日
本
か
ら
の
刀
剣
輸
出
国
第
一
位

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う

が
、
こ
れ
で
い
よ
い
よ
ア
メ
リ
カ
宛
て

の
輸
出
は
八
方
塞
が
り
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
年
六
月
ご
ろ
、
顧
客
の
要
望
で
ア

メ
リ
カ
宛
て
に
早
急
に
発
送
し
た
い
物

件
が
あ
っ
た
、
あ
ま
り
利
用
の
な
か
っ

た
Ｄ
社
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
に
は
も
ち
ろ
ん
刀
剣
と

明
記
し
て
集
荷
を
頼
ん
だ
所
、
わ
ず
か

三
日
で
届
い
て
し
ま
っ
た
。
筆
者
の
知

ら
な
い
間
に
刀
剣
の
取
り
扱
い
が
解
禁

さ
れ
た
の
か
と
喜
び
、
そ
の
三
日
後
、

同
じ
宛
先
に
別
の
刀
剣
を
発
送
し
た
。

　
そ
の
晩
、Ｄ
社
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。

刀
剣
は
取
り
扱
い
で
き
な
い
の
で
、
荷

物
を
返
却
す
る
と
言
う
。
三
日
前
は
一

体
な
ぜ
送
れ
た
の
か
と
聞
い
た
と
こ

ろ
、
集
荷
し
た
ド
ラ
イ
バ
ー
が
知
識
不

足
で
、
取
り
扱
い
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
今
回
は
、

営
業
所
か
ら
空
港
の
倉
庫
に
荷
物
を
移

動
さ
せ
る
前
に
事
態
が
発
覚
し
た
の
だ

と
い
う
。

　
担
当
者
が
言
う
に
は
、
刀
剣
の
よ
う

な
特
殊
な
品
物
の
場
合
、
Ｄ
社
に
限
ら

ず
、
こ
う
し
た
行
き
違
い
は
し
ば
し
ば

発
生
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

◎
中
国
経
由
が
不
可
の
Ｕ
Ｐ
Ｓ

　
こ
の
年
の
夏
ご
ろ
、
業
者
間
で
Ｕ
社

が
使
え
る
と
い
う
話
が
上
が
っ
た
。
筆

者
は
そ
れ
ま
で
Ｕ
社
の
利
用
は
な
か
っ

た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
宛
て
の
刀
剣
輸
出

に
利
用
可
能
か
ど
う
か
調
べ
た
。

　
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
輸
出
規
制

品
目
の
中
に
刀
剣
が
含
ま
れ
て
い
た

が
、
特
殊
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
を
取
り
扱
い
可
能
と
す
る
文
言
が

明
記
さ
れ
て
い
た
。

　
早
速
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
電
話
す
る

と
、
た
ま
た
ま
応
対
し
た
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
が
悪
か
っ
た
の
か
、
刀
剣
は
扱
え

な
い
だ
の
、
そ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
あ

る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
な
い
だ
の
、
滅
茶

苦
茶
だ
っ
た
。

　
あ
ら
た
め
て
営
業
所
に
電
話
す
る

と
、
先
ほ
ど
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
言
い

分
と
は
全
く
異
な
り
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

に
書
い
て
あ
る
通
り
で
、
ア
メ
リ
カ
宛

て
に
刀
剣
の
輸
出
は
可
能
だ
が
、
特
殊

契
約
が
必
要
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
こ
こ
で
要
求
さ
れ
た
の
が
、
過
去
に

輸
出
し
た
サ
ン
プ
ル
二
、三
件
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
①
イ
ン
ボ
イ
ス
、
②
輸

出
し
た
登
録
証
、③
輸
出
鑑
査
証
明
書
、

で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
特
殊
契
約
は
送
り
先
の

国
ご
と
に
別
途
契
約
が
必
要
に
な
る
た

め
、
ア
メ
リ
カ
以
外
に
も
希
望
が
あ
れ

ば
先
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
。
輸

出
の
予
定
が
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
・
ド
イ
ツ
・

ス
イ
ス
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ス
ト

リ
ア
も
併
せ
て
申
請
し
た
。

　
担
当
者
の
話
で
は
、
Ｕ
社
の
ア
メ
リ

カ
本
社
へ
掛
け
合
い
、
こ
れ
が
可
能
か

ど
う
か
決
定
さ
れ
る
ま
で
に
早
く
て
二

週
間
、
遅
い
と
三
カ
月
か
か
る
時
も
あ

る
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
三
週
間
か
か

ら
な
い
う
ち
に
返
事
が
も
ら
え
た
。
結

果
は
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
み
が
可
能

だ
と
い
う
。

　
二
国
以
外
は
な
ぜ
ダ
メ
な
の
か
と
聞

く
と
、
中
国
が
原
因
だ
っ
た
。
Ｕ
社
の

飛
行
機
便
は
、
日
本
か
ら
西
に
飛
ぶ
便

は
全
て
中
国
を
経
由
す
る
の
で
、
一
時

的
と
は
い
え
刀
剣
の
受
け
入
れ
が
許
可

さ
れ
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
特
殊
契
約
用
の
契
約
書
が

用
意
さ
れ
、
サ
イ
ン
を
し
、
程
な
く
し

て
出
荷
可
能
な
状
態
と
な
っ
た
。

◎
刀
剣
の
輸
出
状
況
は
流
動
的

　
出
荷
の
際
に
は
、
Ｕ
社
公
式
ウ
ェ
ブ

上
か
ら
送
り
先
の
住
所
や
イ
ン
ボ
イ
ス

の
入
力
を
し
、
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
し

た
ラ
ベ
ル
な
ど
を
発
送
物
に
貼
り
付
け

る
。
こ
の
際
注
意
し
た
い
の
が
オ
プ

シ
ョ
ン
設
定
と
保
険
で
あ
る
。

　
昨
今
で
は
国
内
で
も
置
き
配
（
荷
物

を
届
け
る
際
に
、
ポ
ス
ト
に
入
ら
な
い

も
の
で
あ
っ
て
も
ド
ア
ホ
ン
で
呼
び
出

し
せ
ず
に
玄
関
に
荷
物
を
置
い
て
配
送

完
了
と
す
る
）
が
普
及
し
て
き
た
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
ご
く
一
般
的
で
あ
り
、

オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
対
面
配
達
、
受
取

人
署
名
を
選
択
し
て
お
か
な
い
と
、
い

く
ら
高
額
商
品
、
ワ
レ
モ
ノ
貨
物
で
も

無
惨
に
置
き
配
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
要

注
意
で
あ
る
。

　
保
険
は
、
他
社
に
比
べ
る
と
非
常
に

割
高
で
あ
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
の
表
記
額

を
上
限
に
、
任
意
の
金
額
の
補
償
額
を

設
定
で
き
る
が
、
保
険
料
率
は
約
一･

一
八
％
で
あ
る
。
十
万
円
の
商
品
で
あ

れ
ば
千
円
強
だ
が
、
百
万
円
を
超
え
る

保
険
だ
け
で
一
万
円
以
上
か
か
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
一
つ
の
荷
物

に
対
し
て
、
最
高
設
定
額
は
約
五
百
万

円
ま
で
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
後
か
ら
知
っ
た
こ
と
だ
が
、

こ
の
特
殊
契
約
は
法
人
専
用
で
あ
る
。

筆
者
同
様
に
ア
メ
リ
カ
宛
て
で
困
っ
て

い
た
同
業
Ｍ
氏
に
Ｕ
社
の
詳
細
を
伝
え

た
が
、
特
殊
契
約
を
し
よ
う
と
し
た
ら

個
人
事
業
主
だ
っ
た
た
め
に
断
ら
れ
た

と
い
う
。

　
こ
れ
で
過
日
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で

の
一
悶
着
も
納
得
で
あ
る
。
送
り
主
が

個
人
扱
い
に
な
る
と
営
業
所
が
付
か
な

い
た
め
、
特
殊
契
約
も
結
べ
な
い
と
い

う
仕
組
み
で
あ
る
。

　
こ
の
事
実
を
知
り
、
も
し
か
す
る
と

Ｆ
社
で
も
法
人
契
約
し
て
営
業
所
が
付

け
ば
刀
剣
輸
出
可
能
で
は
？
と
考
え
、

久
々
に
Ｆ
社
に
問
い
合
わ
せ
を
し
た

が
、
社
内
で
情
報
が
統
一
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
、
後
日
は
っ
き
り
と
決
ま
り

次
第
あ
ら
た
め
て
お
知
ら
せ
し
た
い
。

　
こ
の
三
月
時
点
で
、
い
ま
だ
に
ア
メ

リ
カ
宛
て
Ｅ
Ｍ
Ｓ
再
開
の
目
処
は
立
っ

て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
も
刀
剣
に
関
す

る
輸
出
案
件
は
変
更
が
予
想
さ
れ
る
の

で
、情
報
の
共
有
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

有
益
な
情
報
が
あ
れ
ば
、
本
紙
編
集
委

員
会
ま
で
ぜ
ひ
ご
一
報
頂
き
た
い
。

　
な
お
、
本
年
一
月
一
日
か
ら
Ｅ
Ｍ
Ｓ

の
ラ
ベ
ル
作
成
は
手
書
き
禁
止
と
な
っ

た
の
で
、
そ
の
点
も
留
意
さ
れ
た
い
。

刀
剣
類
の

輸
出
入

に
つ
い
て

輸
出
編�

大
平�

将
広

第
一
回

古美術品輸出鑑査証明の申請記入例
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関
ヶ
原
の
合
戦
に
つ
い
て
は
、
皆
さ

ま
ご
存
じ
の
通
り
、
家
康
が
一
日
で
決

着
を
付
け
て
し
ま
っ
た
わ
け
な
の
だ

が
、
こ
れ
は
大
半
の
人
々
に
と
っ
て
予

想
外
の
こ
と
で
あ
り
、
戦
の
長
期
化
を

見
込
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
作
戦
を

立
て
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
奥
州
関
ヶ
原
と
も
慶
長
出
羽
合
戦
と

も
言
わ
れ
る
戦
も
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ

る
。
太
閤
豊
臣
秀
吉
亡
き
後
、
五
大
老

の
一
人
、
陸
奥
会
津
百
二
十
万
石
に
封

ぜ
ら
れ
て
い
た
上
杉
景
勝
に
、
家
康
は

再
三
上
洛
を
求
め
る
が
、
景
勝
は
こ
れ

を
拒
み
続
け
て
い
た
。
家
康
は
幼
主
秀

頼
を
戴
く
豊
臣
家
へ
の
謀
反
と
し
、
自

ら
秀
頼
の
名
代
と
し
て
、
豊
臣
家
に
従

う
天
下
の
諸
大
名
を
率
い
、
景
勝
を
討

つ
と
決
し
た
。
会
津
征
伐
で
あ
る
。

　
出
羽
・
陸
奥
地
方
で
は
、
会
津
・
米

沢
百
二
十
万
石
の
上
杉
景
勝
・
直
江
兼

続
と
、
そ
の
北
側
に
位
置
す
る
伊
達
政

宗
五
十
八
万
石
、
最
上
義よ

し

光あ
き

二
十
四
万

石
が
注
目
さ
れ
る
。

　
最
初
に
申
し
上
げ
る
が
、
伊
達
政
宗

と
最
上
義
光
は
甥
・
伯
父
の
関
係
で
あ

り
、
両
家
は
戦
と
和
議
を
繰
り
返
し
て

き
た
家
な
の
だ
。

　
政
宗
の
旧
領
地
は
福
島
の
中
通
地
方

と
会
津
地
方
、
お
よ
び
山
形
県
の
置
賜

地
方
（
米
沢
を
含
む
）、
宮
城
県
の
南

部
を
領
し
、
百
万
石
格
で
あ
っ
た
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
何
し
ろ
政
宗
は
米
沢
生

ま
れ
、
米
沢
育
ち
で
、
そ
こ
か
ら
前
記

の
領
地
を
奪
っ
て
き
た
の
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
天
正
十
八
年
（
一

五
九
〇
）、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
中
に

服
属
し
、
伊
達
家
の
本
領
七
十
二
万
石
は

安
堵
さ
れ
た
が
、
会
津
領
は
没
収
さ
れ
て

し
ま
う
。
翌
天
正
十
九
年
に
は
一
揆
の
扇

動
者
と
疑
わ
れ
、本
拠
地
で
あ
っ
た
長
井
・

信
夫
・
伊
達
を
含
む
六
郡
の
代
わ
り
に
、

一
揆
で
荒
廃
し
た
葛
西
・
大
崎
十
三
郡
を

与
え
ら
れ
、
米
沢
城
七
十
二
万
石
か
ら
玉

造
郡
・
岩
出
山
城
五
十
八
万
石
に
減
転
封

さ
れ
た
。

　
個
人
的
感
想
で
す
が
、
こ
れ
で
や
っ
と

福
島
県
に
伊
達
郡
が
あ
る
訳
が
わ
か
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
で
は
仙
台
と

い
う
地
名
も
な
く
、
青
葉
山
と
い
う
険
し

い
場
所
が
あ
る
だ
け
と
い
う
状
態
で
し

た
。

　
最
上
義
光
は
若
い
こ
ろ
か
ら
出
羽
地
方

を
統
一
し
よ
う
と
し
、
戦
や
謀
略
の
日
々

を
送
っ
て
き
た
。
天
正
十
六
年
に
は
政
宗

と
戦
っ
た
大
崎
合
戦
に
お
い
て
、
義
光
が

伊
達
を
破
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

義
光
の
妹
に
し
て
政
宗
の
母
で
あ
る
保
春

院
が
自
ら
乗
っ
た
駕
籠
を
両
軍
の
間
に
置

か
せ
て
停
戦
を
懇
願
し
た
た
め
、
両
者
は

和
議
を
結
ん
だ
。

　
天
下
広
し
と
い
え
ど
も
、
城
を
抜
け
出

し
、
戦
場
に
現
れ
る
大
名
の
奥
方
は
保
春

院
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
義
光
は
天
正
十
八
年
、
秀
吉
の
小
田
原

征
伐
に
参
陣
し
、
出
羽
二
十
四
万
石
を
安

堵
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、そ
の
最
上
家
に
文
禄
四
年（
一

五
九
五
）、
大
き
な
悲
劇
が
訪
れ
る
。
次

女
の
駒
姫
を
側
室
と
し
て
秀
吉
の
甥
、
関

白
秀
次
に
差
し
出
す
よ
う
迫
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
秀
次
は
十
五
歳
に
な
っ
た
駒
姫
を

京
に
呼
び
寄
せ
た
が
、
嫁
い
で
間
も
な
い

駒
姫
を
悲
運
が
見
舞
う
。

　
秀
吉
は
こ
の
こ
ろ
、
既
に
実

子
秀
頼
を
得
て
い
て
、
秀
次
の

立
場
は
揺
ら
い
で
い
た
。

　
秀
次
は
高
野
山
に
赴
き
、
そ

の
ま
ま
自
害
を
遂
げ
て
し
ま
っ

た
。
生
前
、
謀
反
を
企
ん
で
い

た
と
さ
れ
、
そ
の
首
は
三
条
川

原
に
さ
ら
さ
れ
た
。
累
は
駒
姫
ら
眷
属
に

及
び
、
秀
次
の
首
を
前
に
し
て
斬
ら
れ
、

弔
い
も
許
さ
れ
ぬ
ま
ま
そ
の
地
に
埋
め
ら

れ
た
。
義
光
は
家
康
の
取
り
な
し
も
頼
み

必
死
で
助
命
嘆
願
し
た
が
、
か
な
わ
な

か
っ
た
。

　
駒
姫
の
生
母
、
大
崎
の
方
の
悲
嘆
は
深

く
、
駒
姫
の
二
七
日
の
後
に
喉
を
突
き
、

後
を
追
っ
た
。
こ
の
事
件
以
後
、
秀
吉
に

対
す
る
義
光
の
憎
悪
は
決
定
的
と
な
り
、

家
康
ら
徳
川
方
に
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
方
、
上
杉
の
会
津
・
米
沢
勢
だ
が
、

筆
頭
家
老
の
直
江
兼
続
が
米
沢
を
支
配
し

て
お
り
、
彼
は
伊
達
・
最
上
を
従
え
、
徳

川
家
康
と
戦
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

　
し
か
し
、
兼
続
は
伊
達
政
宗
と
い
う
男

が
大
嫌
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
政
宗
に
和
を

請
う
の
は
い
や
だ
が
、
伊
達
と
最
上
に
和

睦
を
申
し
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
家
を

競
わ
せ
れ
ば
、
親
族
と
い
え
ど
も
一
枚
岩

で
は
な
く
、
抜
け
駆
け
は
許
さ
じ
と
、
話

に
乗
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
大
義
の

前
に
は
や
む
を
得
ま
い
⋮
⋮
。

　
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
行
き
交
う

中
、
奥
羽
関
ヶ
原
が
起
こ
る
わ
け
だ
が
、

結
果
は
ご
存
じ
の
通
り
、
最
上
義
光
が
直

江
兼
続
に
勝
利
し
、
庄
内
地
方
も
手
中
に

収
め
、
二
十
四
万
石
か
ら
五
十
七
万
石
に

出
世
。
上
杉
景
勝
・
直
江
兼
続
は
、
会
津
・

米
沢
百
二
十
万
石
か
ら
米
沢
三
十
万
石
に

減
転
封
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
江
兼
続
の

撤
退
戦
は
後
世
ま
で
語
り
草
と
な
っ
て
い

る
。
本
書
に
は
、
前
田
慶
次
郎
も
登
場
し

て
活
躍
す
る
サ
ー
ビ
ス
シ
ー
ン
も
あ
る
。

　
伊
達
は
上
杉
と
の
合
戦
で
結
果
を
出
せ

ず
、
お
ま
け
に
南
部
領
で
一
揆
を
扇
動
し

た
こ
と
が
露
見
し
、
結
局
、
自
力
で
落
と

し
た
白
石
郡
・
刈
田
郡
二
万
石
を
追
認
さ

れ
た
に
す
ぎ
ず
、
六
十
万
石
。

　
と
に
か
く
、
一
度
こ
の
小
説
を
読
ん
で

く
だ
さ
い
。
小
生
が
書
い
た
こ
と
な
ど
、

ほ
ん
の
前
段
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
と
面
白
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
ら
け
の
本
で
す
。

（
持
田
具
宏
）

東
北
の
戦
国
武
将
た
ち
の
個
性
的
な
戦
い
方・生
き
方

『
奥
羽
関
ケ
原
―
政
宗
の
謀
、
兼
続
の
知
、
義
光
の
勇
』

松
永
弘
高
著

　定
価
一
六
五
〇
円
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今
回
は
、
今
年
の
二
月
に
マ
ー
ル
社

か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
イ
ラ
ス
ト
で
わ
か

る
日
本
の
甲
冑
﹄
と
い
う
本
を
紹
介
し

ま
す
。

　
同
書
は
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武

具
研
究
保
存
会
（
以
下
、
日
甲
研
）
の

会
員
が
、
文
中
の
語
句
や
説
明
文
、
描

写
な
ど
の
監
修
を
し
ま
し
た
。
監
修
し

た
会
員
は
皆
二
十
～
三
十
代
と
年
齢
が

若
く
、当
会
の
ホ
ー
プ
た
ち
で
す
（
笑
）

　
こ
の
本
は
同
社
の
他
の
書
籍
と
同
じ

く
、
絵
画
や
イ
ラ
ス
ト
の
手
引
き
と
し

て
、
甲
冑
や
武
具
の
絵
を
描
く
上
で
必

要
な
情
報
や
知
識
を
紹
介
す
る
と
い
う

点
に
力
が
注
が
れ
て
い
ま
す
。
甲
冑
を

は
じ
め
、
刀
剣
や
馬
具
な
ど
に
つ
い
て

も
、
各
部
品
の
基
本
構
造
や
種
類
別
の

特
徴
を
線
描
で
読
者
に
わ
か
り
や
す
く

伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
置
か
れ

て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
大
鎧
を
着
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
絵
を
描
き
た
い
け
れ
ど
も
、
札さ

ね

板
の

形
状
は
皆
目
わ
か
ら
ず
、
栴せ

ん

檀だ
ん

板
と
鳩

き
ゅ
う

尾び

板
の
名
称
も
位
置
も
覚
束
な
い
、
甲

冑
の
威お

ど
し

毛げ

の
構
造
や
組
紐
の
通
し
方
も

想
像
し
難
い
、
調
査
す
る
た
め
の
時
間

的
金
銭
的
余
裕
も
少
な
い
、
と
い
う
方

に
は
大
変
有
用
な
本
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
著
者
の
渡
辺
信
吾
氏
に
よ
る

中
世
か
ら
近
世
の
代
表
的
な

甲
冑
（
絵
画
や
文
献
の
み
に

そ
の
存
在
を
伝
え
る
幻
の
一

領
や
、
文
化
財
指
定
を
受
け

て
実
際
の
着
用
が
困
難
な
名

品
）
を
人
物
に
着
せ
た
解
説

イ
ラ
ス
ト
の
ほ
か
、
日
甲
研

の
有
志
や
西
岡
甲
房
様
な
ど

の
ご
協
力
も
頂
戴
し
て
掲
載
が
か
な
っ

た
本
歌
資
料
の
写
真
も
あ
り
ま
す
。

　
監
修
に
際
し
て
も
、
な
る
べ
く
現
段

階
で
の
研
究
成
果
を
盛
り
込
み
な
が
ら

平
易
に
な
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
の

で
、
絵
を
描
く
つ
も
り
が
な
い
方
で
も

お
読
み
に
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
三
月
と
五
月
に
日
本
の
甲
冑
の

入
門
書
と
し
て
お
薦
め
の
書
籍
を
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中

に
本
書
も
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
理
事
・
佐
々
木
亮
、
同
評
議
員
・

山
田
怜
門
）

甲
冑
の
話
題
│
│
│
11

︵
一
社
︶日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

　
加
藤
左
馬
助
嘉
明
取
締
役
社
長「
皆
、

見
て
く
れ
。
次
に
被
る
僕
の
兜
の
デ
ザ

イ
ン
画
だ
」

　
一
同
「
︰
⋮
」

　
副
社
長
「
イ
カ
で
す
か
？
」

　
加
藤
社
長
「
富
士
山
だ
よ
！
」

　
企
画
部
チ
ー
フ
デ
ザ
イ
ナ
ー
「
銀
色

の
兜
か
ら
下
、
色
は
ど
う
い
う
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
を
お
考
え
で
す
か
？
」

　
技
術
部
長「
騎
乗
な
さ
い
ま
す
よ
ね
。

材
質
は
？
　
重
量
を
考
え
て
み
ま
し
た

か
？
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
値
は
？
　
投
影
面

積
っ
て
ご
存
じ
で
す
よ
ね
」

　
総
務
部
長
「
コ
ス
ト
は
？
　
ほ
か
の

社
員
の
使
用
す
る
も
の
と
大
き
く
差
が

出
ま
す
」

　
加
藤
社
長
「
ト
ホ
ホ
、
何
だ
か
旗
色

悪
く
な
っ
て
き
た
な
」

　
こ
う
し
て
会
議
を
介
す
る
末
で
は
、

変
わ
り
兜
は
世
に
出
て
こ
な
か
っ
た
。

パ
ワ
ハ
ラ
、
ワ
ン
マ
ン
当
た
り
前
の
社

会
で
生
ま
れ
て
き
た
の
が
奇
想
天
外
の

兜
た
ち
だ
。
何
千
も
の
軍
勢
の
中
だ
と

し
て
も
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
よ
う
に
し
て
い

れ
ば
、
目
立
っ
て
敵
か
ら
狙
わ
れ
る
リ

ス
ク
だ
っ
て
高
い
。
そ
こ
を
も
押
し
て

大
袈
裟
な
デ
ザ
イ
ン
の
兜
を
被
っ
た
理

由
は
実
は
、
目
撃
証
言
を
引
き
出
す
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
今
日
、
ス
ポ
ー
ツ
中
継
で
は
映

像
を
ス
ロ
ー
再
生
し
選
手
の
技
術

に
息
を
飲
む
が
、
戦
国
時
代
に
そ

ん
な
便
利
な
も
の
は
な
い
。「
あ
の

す
ご
い
兜
を
被
っ
た
や
つ
が
敵
将

を
仕
留
め
た
ぞ
」
と
い
う
目
撃
証

言
が
、
主
君
の
耳
に
届
く
よ
う
目

立
つ
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
古
老
聞
き
書

き
だ
が
、
平
成
二
十
年
代
に
他
界

し
た
Ｍ
さ
ん
は
腕
利
き
の
甲
冑

師
。
氏
曰
く
「
変
わ
り
兜
？
　
あ

ん
な
も
の
は
買
っ
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
、
偽

物
だ
ら
け
だ
か
ら
ね
」
と
、
こ
こ
ま
で

は
若
か
っ
た
俺
に
対
す
る
父
親
と
同
じ

忠
告
。
し
か
し
、
次
の
言
葉
に
俺
は
言

葉
を
失
っ
た
。「
僕
が
作
っ
た
も
の
が

相
当
あ
る
か
ら
ね
」

　
そ
し
て
氏
は
、
著
名
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
中
に
あ
る
も
の
、
某
博
物
館
に
あ
る

も
の
を
、自
分
の
作
品
、ま
た
は
携
わ
っ

た
も
の
と
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
て
く
れ

た
。
こ
の
話
の
続
き
は
ま
た
い
つ
の
日

か
⋮
⋮
。

変
わ
り
兜

綱
取
譲
一

古老に
聴く
第
二
回

加藤左馬助所用の富士山形兜を写した
三浦公法氏の作品

渡辺信吾著
『イラストでわかる日本の甲冑』
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　近年、江戸絵画人気は高く、さまざまな画家が紹介
されていますが、江戸絵画史の本流を形成した江戸狩
野派は、最も活躍した数人の画家を除いて、ほとんど
知られていません。江戸狩野派は巨大な組織で、江戸
時代に将軍家や大名の注文を受け、江戸画壇の中心で
活躍した主要な画家だけでも、100人を優に超えます。
　本展では、個人コレクターの所蔵する江戸狩野派作
品を選りすぐり、彼らの知られざる魅力をご紹介しま
す。展示では、江戸狩野派の基本的なスタイルを築い
た奥絵師の作品だけでなく、民間画壇に接触し、江戸
狩野派の画風に多様性をもたらした表絵師の作品にも注目し、江戸狩野派の
幅広い展開をご覧いただきます。
会期：5月22日㈯～6月27日㈰

■静岡県立美術館
　〒422-8002�静岡市駿河区谷田53-2　☎054-263-5755
　http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/

忘れられた江戸絵画史の本流─江戸狩野派の250年

　古代の飛鳥時代から奈良時代には、上町台地の北端に難波宮が設けられま
した。天皇の住まいであり、政治の中心である宮の周囲には、関係する人々
が住む地域―京が広がります。難波宮の周りにも難波京という京がありまし
た。この古代の都は現在では市街地の地下に埋もれ、その痕跡はほとんど残っ
ていません。
　大阪市内での発掘調査が進むにつれ、難波京に関わる資料も増えてきまし
た。いずれも小面積の発掘調査ですが、その成果を積み上げることで、よう
やく難波京の具体的な姿が見えてきました。
　今回の展示では、難波京に関わる主な発掘調査の成果を紹介するとともに、
これまでの難波京のさまざまな復元案を紹介し、古代の都の探索の過程を振
り返ります。1000年以上前の古代大阪の姿に思いをはせていただければと思
います。
会期：5月19日㈬～7月12日㈪

■大阪歴史博物館
　〒540-0008�大阪市中央区大手前4-1-32　☎06-6946-5728

古代の都�難波京

　令和3年（2021）3月4日、熊本県立美術館は昭和51年
（1976）の開館から45年を迎えます。これを記念して、
当館を支援いただき、育てていただいた方々への感謝
をこめて、美術館コレクションえりすぐりの美術品を
展示します。
　当館は、古今東西の美術を網羅する総合美術館を目
指して、コレクションの形成に取り組んできました。
本展覧会では、それぞれの美術品に見られる「物語」
や「構図」「色」「形」などのいくつかの要素を「魅（み）
どころ」として取り上げ、コレクションの魅力に迫り
ます。
　さらに、細川コレクションを所蔵する永青文庫からは、特別に国宝《太刀�
銘�豊後国行平作》（通称「古今伝授の太刀」）と、国の重要文化財である菱
田春草《落葉》、松岡映丘《室君》、平福百穂《豫譲》が登場します。
　本展覧会が、45年にわたる美術館へのご支援に対する感謝の気持ちをお届け
する場となれば幸いです。これからも熊本県立美術館をよろしくお願いします！
会期：4月3日㈯～6月27日㈰

■熊本県立美術館
　〒860-0008�熊本市中央区二の丸2　☎096-352-2111
　https://www.pref.kumamoto.jp/site/museum/81018.html

開館45周年�感謝をこめて魅せます！美術館コレクション

■毛利博物館
　〒747-0023�山口県防府市多々良1-15-1　☎0835-22-0001　https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

令和3年度展覧会開催予定
区分 企画名 会期 企画の概要

企画展
武者の美
|毛利家伝来の武具|

令和3年4月24日㈯
～5月23日㈰

“端午の節句”にちなみ、少年用の甲冑を中心にした「端午
飾り」ほか、毛利家伝来の刀剣や具足をはじめ、大名家の男
性たちが大切にした武具の名品を展示します。

企画展 幕末の萩藩主 毛利敬親 5月29日㈯～7月11日㈰
毛利敬親の没後150年を迎えるに当たり、敬親が萩（長州）
藩主として、いかに藩政を担い、幕末の動乱を切り抜けたか、
毛利家に残された敬親ゆかりの遺品などから紹介します。

企画展
毛利元就没後450年記念
毛利元就と戦国の動乱

7月17日㈯～9月5日㈰
毛利元就の没後450年を迎えるに当たり、戦国きっての智将
として、動乱の渦中に、毛利家を西国最強の大名に育てた足
跡を、毛利家伝来の元就自筆の書状などから紹介します。

企画展 廃藩置県と公爵毛利家の誕生 9月11日㈯～10月24日㈰
廃藩置県から150年を迎えるに当たり、廃藩置県において毛
利家がどのような役割を果たしたか、廃藩置県後の公爵とし
ての毛利家が、どのような役割を果たしたか紹介します。

特別展 国宝 10月30日㈯～12月5日㈰
国宝の雪舟筆「四季山水図」や「古今和歌集（高野切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも歴史
的にも優れたことで知られる毛利家伝来の逸品を一堂に公開します。

企画展
祝いの美
|毛利家の正月飾り|

12月11日㈯
～令和4年1月23日㈰

毛利家伝来の「正月飾り」をはじめ、正月にちなんで、福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品など、毛利家伝
来の祝いを願う品々を展示します（12月22日～31日は休館）。

企画展
姫君ゆかりの美
|毛利家のお雛さま|

2月5日㈯～4月10日㈰
“ひなまつり”にちなんで、華麗な「次郎左衛門雛」の段飾りをはじめ、毛利家伝来の雛道具や姫君ゆかりの華麗な衣裳・
装身具・調度品など、女性にまつわる品々を展示します。

　林原美術館（岡山）、鉄の展示館（長野）、横浜髙島
屋（神奈川）と各所で展示された全日本刀匠会主催「お
守り刀特別展|願いを込めて」の凱旋展示です。今回
販売も致します。
　〈ごあいさつ〉古来より私たち日本人は、刀剣の中に
多くのものを求めてまいりました。武器であることはもちろんのこと、刀身
の中に現れた現象を自然界にある景色に見立て、その美しさを愛でたり、また、
家族や一族の安寧や繁栄など、多くの思いを託す祈りの象徴のようなもので
ありました。この「お守り刀展」で現代の刀剣作家が祈りの思いを具現化し
た作品をご覧いただき、会場に足を運んでくださる方々の健やかな人生を願
いたいと存じます。
会期：5月19日㈬～5月25日㈫　最終日は午後3時閉場

■岡山タカシマヤ（7階美術画廊）
　〒700-8520岡山市北区本町6-40　☎086-232-1111
　https://www.takashimaya.co.jp/okayama/

お守り刀特別展「願いを込めて」

　関ケ原の戦いや大坂の陣が起こった慶長期という時
代に着目し、その時代の関鍛冶の動向について、刀剣
や資料32点から紹介します。すべて写真撮影可能とな
りますので、ぜひご覧ください。
会期：4月28日㈬～6月20日㈰

■関鍛冶伝承館
　〒501-3857�岐阜県関市南春日町9-1　☎0575-23-3825
　https://www.city.seki.lg.jp/kanko/0000001558.html

企画展「慶長期と美濃刀
～他国移住に見る関鍛冶の動向～」

　上山藩ゆかりの刀剣・甲冑のほか、五月人形の展示
も行います。期間中はさまざまなイベントも開催。「甲
冑着用体験」や「刀剣にさわってみよう」など、普段
なかなかできない体験ができる人気の企画など、子ど
もから大人まで楽しめます。
会期：5月1日㈯～6月20日㈰

■上山城郷土資料館
　〒999-3154�山形県上山市元城内3-7　☎023-673-3660
　http://kaminoyama-castle.info/

企画展「上山城の刀剣・甲冑展」

　岐阜関ケ原古戦場記念館では、開館以来初の本格的
な企画展「物語る戦国合戦―美濃の刀剣―」を開催し
ます。
　合戦とはいかなるものであったのか、また、戦国時
代の合戦に使われた刀剣はその後どのように伝えられ
てきたのか。関ケ原の戦いから420年を経た現代にまで
残る美濃刀や武器に関する古文書等を紹介し、その物
語を読み解きます。
会期：4月27日㈫～5月30日㈰

■岐阜関ケ原古戦場記念館
　〒503-1501�岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原894-55　☎0584-47-6070
　https://sekigahara.pref.gifu.lg.jp/

企画展「物語る戦国合戦─美濃の刀剣─」
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一
般
社
団
法
人
菊
池
観
光
協
会
（
熊

本
県
菊
池
市
）
は
、
昨
年
三
月
に
「
第

四
回
菊
池
一
族
と
延
寿
鍛
冶
展
」
の
開

催
を
予
定
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
や
む
な

く
取
り
や
め
と
な
っ
た
。
地
元
熊
本
の

み
な
ら
ず
、
九
州
の
愛
好
家
か
ら
も
好

評
で
、
こ
れ
ま
で
三
回
を
重
ね
て
き
た

も
の
の
、
現
在
は
開
催
が
不
定
期
延
期

と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
菊
池
一
族
と
延
寿
鍛
冶
展

を
よ
り
多
く
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、

菊
池
一
族
ま
つ
り
実
行
委
員
会
制
作
の

熊
本
ゆ
か
り
の
刀
剣
を
紹
介
し
た
映
像

作
品
﹃DEVICE

日
本
刀
﹄と﹃
同
田

貫
﹄
の
二
作
品
を
、﹃
特
別
上
映
預
か

る
⋮
。﹄と
題
し
てDenkikan

（
熊
本

市
）
に
て
四
月
二
～
八
日
、上
映
し
た
。

　
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
熊
本
城
ホ
ー
ル
で

は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄
の
公

演
が
あ
り
、
市
内
は
突
然
の
刀
剣
熱
に

見
舞
わ
れ
て
い
た
。

　
上
映
作
品
の
内
容
は
次
の
通
り
。

︻DEVICE

日
本
刀
︼上
映
時
間
三
十
分

　
日
本
刀
。
そ
の
強
靭
さ
と
鋭
さ
は
、

戦
の
歴
史
と
と
も
に
進
化
し
た
。

　
蒙
古
襲
来
の
折
に
活
躍
し
た
菊
池
一

族
。
そ
の
戦
い
を
支
え
た
延
寿
・
同
田

貫
の
刀
剣
を
解
説
し
、
そ
の
ル
ー
ツ
と

な
る
来
の
刀
も
紹
介
。
ま
た
妖
刀
で
名

高
い
村
正
や
、
新
々
刀
の
祖
、
水
心
子

の
一
腰
も
収
録
。
紹
介
刀
剣
は
十
振
。

︻
同
田
貫
︼
上
映
時
間
三
十
五
分

　
明
治
の
天
覧
兜
割
り
で
、
そ
の
名
を

天
下
に
知
ら
し
め
た
同
田
貫
。
肥
州
菊

池
住
同
田
貫
正
国
の
銘
が
切
ら
れ
、
同

田
貫
が
菊
池
で
打
た
れ
た
こ
と
を
伝
え

る
一
振
り
の
刀
を
ス
タ
ー
ト
に
、
そ
の

ル
ー
ツ
を
探
る
物
語
。

　
菊
池
一
族
第
十
代
の
菊
池
武
房
公
が

京
都
の
鍛
冶
集
団
来
派
を
菊
池
に
招
聘

し
、
延
寿
か
ら
同
田
貫
へ
と
つ
な
が
る

歴
史
を
時
代
背
景
と
と
も
に
紹
介
す

る
。
そ
し
て
物
語
は
、
菊
池
川
流
域
の

古
代
史
へ
と
遡
っ
て
い
く
。

　
高
感
度
カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ
た
十
六

振
の
刀
剣
が
、
美
し
い
映
像
と
解
説
で

紹
介
さ
れ
る
。

延
寿･同
田
貫
ら
の

映
像
作
品
が
お
披
露
目

　
井
垣
謙
三
先
生
は
、
法
隆
寺
の
昭
和

の
解
体
修
理
で
出
た
古
代
の
鉄
釘
が
非

常
に
健
全
で
、
そ
の
ま
ま
再
使
用
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
中
学
生
の
こ
ろ

に
知
り
、
朽
ち
果
て
ぬ
古
代
鉄
に
魅
せ

ら
れ
、「
和
鉄
は
な
ぜ
錆
び
に
く
い
の

か
」
を
研
究
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
。

　
私
が
面
識
を
得
た
の
は
、
先
生
が
東

北
大
学
を
退
官
さ
れ
て
し
ば
ら
く
後

だ
っ
た
が
、
和
鉄
へ
の
情
熱
は
青
年
研

究
者
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

　
同
じ
こ
ろ
、
武
蔵
工
大
（
現
東
京
都

市
大
学
）

の
平
井
昭

司
教
授
が

京
都
・
西

本
願
寺
御ご

影え
い

堂ど
う

の
瓦

鉄
釘
に
つ

い
て
発
表

さ
れ
た
。

　
御
影
堂
は
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三

六
）
年
の
再
建
だ
が
、
世
界
最
大
級
の

木
造
建
築
物
で
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
寛
政
か
ら
文
化
に
か
け
て
屋
根
瓦

の
葺
き
替
え
を
伴
う
大
修
理
が
行
わ

れ
、
約
二
百
年
後
の
平
成
十
年
（
一
九

九
八
）
か
ら
の
十
年
間
に
も
、
再
び
大

が
か
り
な
修
復
工
事
が
な
さ
れ
た
。
そ

の
機
会
に
、
使
用
さ
れ
て
い
た
瓦
用
鉄

釘
の
材
質
や
特
性
が
調
査
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
釘
は
丸
瓦
の
上
か
ら
粘
土
を
貫
き
、

土
台
の
垂
木
に
打
ち
込
ん
で
瓦
を
固
定

す
る
。
そ
の
形
状
は
、
頭
部
が
お
椀
を

伏
せ
た
よ
う
な
半
円
形
で
、
軸
部
は
四

角
錘
を
な
し
、
頭
部
に
近
い
と
こ
ろ
は

多
少
角
を
取
っ
て
瓦
を
傷
め
な
い
工
夫

が
見
ら
れ
る
。

　
長
さ
は
四
〇
セ
ン
チ
前
後
、
中
央
部

約
一
セ
ン
チ
角
、
重
さ
は
四
〇
〇
グ
ラ

ム
前
後
と
い
う
か
ら
、
釘
と
し
て
は
最

大
級
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
千
本
以
上
も

使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
平
井
教
授
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
材
質

は
砂
鉄
を
原
料
と
し
た
炭
素
量
〇
・
四

％
以
下
の
軟
鉄
～
低
炭
素
鋼
に
分
類
さ

れ
、
か
つ
不
純
物
の
き
わ
め
て
少
な
い

純
鉄
で
、
そ
れ
は
、
出
雲
の
包
丁
鉄
を

使
用
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
な
お
、
西
本
願
寺
境
内
か
ら
大
量
の

鉄
滓
が
出
土
し
て
お
り
、
出
雲
地
方
で

生
産
さ
れ
た
鉄
が
運
ば
れ
、
境
内
で

種
々
の
用
途
に
加
工
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
と
す
る
。

　
不
思
議
な
の
は
、
釘
全
体
の
炭
素
濃

度
は
均
一
で
な
く
、
頭
部
と
先
端
部
だ

け
が
高
く
、
つ
ま
り
そ
こ
は
硬
く
作
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
焼
き
入
れ
は

施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。そ
の
結
果
、

頭
部
は
金
鎚
で
叩
い
て
も
変
形
し
に
く

く
、
先
は
刺
さ
り
や
す
く
、
そ
れ
で
い

て
瓦
を
支
え
る
中
央
部
は
柔
軟
な
、
誠

に
具
合
の
い
い
構
造
で
あ
る
。

　
今
や
包
丁
鉄
を
生
産
す
る
大
鍛
冶
の

技
も
失
わ
れ
、
往
時
の
釘
鍛
冶
を
偲
ぶ

こ
と
さ
え
難
し
い
。

　
西
本
願
寺
で
は
、
屋
根
瓦
の
総
数
十

一
万
五
千
枚
の
う
ち
、
損
傷
の
な
い
七

万
五
千
枚
を
再
利
用
し
た
と
い
う
が
、

四
百
年
乃
至
二
百
年
前
の
瓦
釘
に
つ
い

て
も
防
錆
処
理
を
施
し
、
使
用
し
た
。

　
さ
て
、
掲
示
の
瓦
釘
で
あ
る
。
御
影

堂
の
も
の
に
比
べ
る
と
頭
部
な
ど
の
形

土
子
民
夫

瓦
釘
二
本

長
さ
三
三
〇
／
三
二
〇
ミ
リ

径
一
〇
／
八
ミ
リ

　先
折
れ

西本願寺御影堂の瓦釘

若
葉
の
頃

4

石
井 

理
子

筆
者
は
奈
良
県
在
住

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
が
明
け
た
若

葉
の
頃
、
私
は
い
つ
も
「
外
で
遊
び
た

い
病
」
を
発
症
す
る
。

　
花
粉
症
か
ら
解
放
さ
れ
、
Ｔ
シ
ャ
ツ

一
枚
で
過
ご
せ
る
こ
の
伸
び
や
か
さ
。

家
に
居
る
場
合
じ
ゃ
な
い
！
仕
事
を

し
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
！

　
さ
ぼ
り
気
味
だ
っ
た
ジ
ョ
ギ
ン
グ

も
、
重
く
な
っ
た
身
体
に
喝
を
入
れ
る

が
如
く
走
り
出
し
た
く
な
る
。

　「
ど
こ
に
行
こ
う
か
な
？
」

　
夫
や
友
達
を
誘
っ
て
気
楽
に
行
け
る

所
。「
そ
う
だ
、
明あ

日す

香か

に
行
こ
う
！
」

　
そ
う
な
る
と
話
は
早
い
。
車
や
電
車

で
三
十
分
ほ
ど
で
行
け
る
、
古
代
史
の

宝
庫
だ
。
石
舞
台
古
墳
、高
松
塚
古
墳
、

飛
鳥
寺
、
橘
寺
、
蘇
我
入
鹿
の
首
塚
、

そ
し
て
甘あ

ま
か
し
の
お
か

樫
丘
。
日
本
史
で
お
馴
染
み

の
場
所
ば
か
り
だ
。

　
こ
れ
ら
の
場
所
を
ゆ
っ
く
り
走
り
、

お
し
ゃ
べ
り
を
し
つ
つ
巡
る
マ
ラ
ニ
ッ

ク
（
マ
ラ
ソ
ン
＋
ピ
ク
ニ
ッ
ク
）
が
最

高
に
楽
し
い
。
た
い
て
い
十
～
十
五
キ

ロ
に
設
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
途
中

に
美
味
し
い
お
店
を
忘
れ
ず
に
。

　
こ
の
コ
ー
ス
の
中
で
一
番
好
き
な
の

が
、
甘
樫
丘
か
ら
眺
め
る
風
景
だ
。
登

り
が
苦
手
な
の
で
、
い
つ
も
ヒ
ー
ヒ
ー

い
い
な
が
ら
登
る
。
必
死
に
登
り
切
る

と
、
新
緑
の
フ
レ
ー
ム
に
囲
ま
れ
た
よ

う
な
明
日
香
に
大
和
三
山
（
畝う

ね

傍び

山や
ま

、

耳み
み

成な
し

山や
ま

、
香か

具ぐ

山や
ま

）
を
見
渡
す
こ
と
が

で
き
る
。

　
風
が
吹
き
抜
け
て
、
汗
だ
く
の
身
体

を
冷
ま
し
て
く
れ
る
。
そ
の
瞬
間
の
た

め
に
登
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
ば
し
の
休
憩
の
後
、
丘
を
降
り
て

ま
た
走
り
始
め
る
。
と
、
そ
ろ
そ
ろ
小

腹
が
減
っ
て
く
る
。「
ぼ
ち
ぼ
ち
ジ
ェ

ラ
ー
ト
食
べ
へ
ん
？
」

　
丘
登
り
の
後
の
ご
褒
美
だ
。
い
つ
も

明
日
香
村
名
産
の
苺「
あ
す
か
ル
ビ
ー
」

の
フ
レ
ー
バ
ー
と
決
め
て
い
る
。

　
さ
あ
、
久
し
振
り
に
ゆ
っ
く
り
明
日

香
に
行
こ
う
。
ジ
ェ
ラ
ー
ト
屋
さ
ん
で

油
を
売
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
。

（
注
）
明
日
香
と
飛
鳥
の
違
い
に
つ
い
て
、
明

確
な
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

甘樫丘から大和三山を望む

状
も
異
な
り
、
一
回
り
小
さ
く
、
華
奢

に
感
じ
ら
れ
る
。
桐
箱
が
付
き
、
表
に

「
大
仏
殿
回
廊
瓦
釘
」
と
あ
る
。

　
東
大
寺
大
仏
殿
の
建
立
は
天
平
に
さ

か
の
ぼ
る
が
、
永
禄

十
年
（
一
五
六
七
）

に
三
好
三
人
衆
・
松

永
久
秀
の
乱
に
よ
っ

て
焼
け
落
ち
、
再
建

さ
れ
た
の
は
宝
永
に

至
っ
て
の
こ
と
と
い

う
。

　
こ
れ
に
従
え
ば
、
釘
は
三
百
年
の
星

霜
を
経
て
き
た
こ
と
に
な
る
（
本
物
と

信
じ
れ
ば
で
あ
る
が
）。
た
か
が
釘
、

さ
れ
ど
釘
な
の
で
あ
る
。

　
つ
く
ば
エ
キ
ス
プ
レ
ス
守
谷
駅
か
ら

東
南
に
車
で
十
分
ほ
ど
走
る
と
、
つ
く

ば
み
ら
い
市
に
入
る
。
の
ど
か
な
田
園

風
景
の
広
が
る
小
貝
川
の
ほ
と
り
に
、

間
宮
林
蔵
の
生
家
が
あ
る
。
隣
に
は
間

宮
林
蔵
記
念
館
が
併
設
さ
れ
て
い
る
。

　
林
蔵
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に

農
家
に
生
ま
れ
、
後
に
幕
府
の
役
人
と

な
り
、
探
検
家
・
測
量
家
と
し
て
偉
大

な
業
績
を
残
し
た
。
幼
少
の
こ
ろ
か
ら

神
童
と
言
わ
れ
、
い
く
つ
か
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　
十
代
の
こ
ろ
、
小
貝
川
の
堰
普
請
を

見
学
に
通
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
に

工
事
を
手
伝
う
よ
う
に
な
り
、
度
々
進

言
し
た
効
果
的
な
方
策
が

幕
臣
村
上
島
之
丞
に
認
め

ら
れ
、
江
戸
に
行
く
こ
と

に
な
る
。

　
そ
こ
で
地
理
学
・
測
量
学
を
徹
底
的

に
叩
き
込
ま
れ
、
士
分
に
取
り
立
て
ら

れ
、
十
九
歳
の
時
に
村
上
氏
に
従
っ
て

初
め
て
蝦
夷
地
に
渡
っ
た
。
当
地
に
は

松
前
奉
行
が
廃
さ
れ
る
ま
で
（
一
八
二

二
年
）二
十
四
年
間
も
と
ど
ま
り
、華
々

し
い
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
間
、

箱
館
に
滞
在
し
て
い
た
伊
能
忠
敬
に
会

い
、
測
量
技
術
な
ど
も
学
ん
で
い
る
。

　
再
度
の
蝦
夷
地
探
検
を
敢
行
し
、
樺

太
の
探
査
に
成
功
し
た
こ
と
は
あ
ま
り

に
有
名
で
あ
る
が
、
中
で
も
蝦
夷
地
全

土
を
測
量
し
、
伊
能
の
「
大
日
本
沿
海

輿
地
全
図
」
の
北
海
道
部
分
を
完
成
さ

せ
た
こ
と
は
、
最
大
の
業
績
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　
北
方
に
関
す
る
知
識
の
乏
し
い
当
時

の
日
本
に
あ
っ
て
、
幕
府
に
と
っ
て
も

避
け
て
通
れ
な
い
国
防
に
関
わ
る
重
要

な
問
題
で
あ
り
、
林
蔵
の
探
査
は
命
が

け
の
任
務
で
あ
っ
た
。

　
後
に
シ
ー
ボ
ル
ト
が
「
間
宮
海
峡
」

と
命
名
し
た
樺
太
・
大
陸
間
の
海
峡
最

狭
部
は
、
今
も
世
界
地
図
で
日
本
人
の

個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
事

例
だ
そ
う
で
あ
る
。

　
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
も
御
庭
番
と
し

て
幕
府
の
重
要
な
任
務
を
こ
な
し
、
水

戸
家
の
徳
川
斉
昭
ら
著
名
人
と
も
交
流

し
て
い
る
。

　
司
馬
遼
太
郎
は
著
書
の
中
で
林
蔵
を

「
彼
は
稀
代
の
探
検
家
と
し
て
後
世
に

知
ら
れ
る
。
測
量
も
で
き
、政
治
情
勢
、

風
俗
、
民
情
を
見
る
眼
力
も
あ
り
、
観

察
し
た
事
物
を
表
現
し
う
る
文
章
力
、

画
才
を
も
っ
て
い
た
。
ど
ん
な
環
境
で

も
眠
る
事
が
で
き
、
食
べ
物
も
自
然
の

中
か
ら
採
集
し
て
飢
え
を
し
の
ぐ
事
も

で
き
た
⋮
⋮
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
林
蔵
の
歿
は
天
保
十
五
年
（
一
八
八

四
）。
四
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

■
間
宮
林
蔵
記
念
館
=
〒
３
０
０-

２

３
３
５
茨
城
県
つ
く
ば
み
ら
い
市
上

平
柳
六
四
　
☎
〇
二
九
七-

五
八-

七
七
〇
一
　
月
曜
休
館

ふ
る
さ
と
の
偉
人
・
間
宮
林
蔵

赤
荻

　稔

間宮林蔵の生家と記念館入り口

測量する姿の間宮林蔵像

東大寺大仏殿回廊瓦釘
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　近年、江戸絵画人気は高く、さまざまな画家が紹介
されていますが、江戸絵画史の本流を形成した江戸狩
野派は、最も活躍した数人の画家を除いて、ほとんど
知られていません。江戸狩野派は巨大な組織で、江戸
時代に将軍家や大名の注文を受け、江戸画壇の中心で
活躍した主要な画家だけでも、100人を優に超えます。
　本展では、個人コレクターの所蔵する江戸狩野派作
品を選りすぐり、彼らの知られざる魅力をご紹介しま
す。展示では、江戸狩野派の基本的なスタイルを築い
た奥絵師の作品だけでなく、民間画壇に接触し、江戸
狩野派の画風に多様性をもたらした表絵師の作品にも注目し、江戸狩野派の
幅広い展開をご覧いただきます。
会期：5月22日㈯～6月27日㈰

■静岡県立美術館
　〒422-8002�静岡市駿河区谷田53-2　☎054-263-5755
　http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/

忘れられた江戸絵画史の本流─江戸狩野派の250年

　古代の飛鳥時代から奈良時代には、上町台地の北端に難波宮が設けられま
した。天皇の住まいであり、政治の中心である宮の周囲には、関係する人々
が住む地域―京が広がります。難波宮の周りにも難波京という京がありまし
た。この古代の都は現在では市街地の地下に埋もれ、その痕跡はほとんど残っ
ていません。
　大阪市内での発掘調査が進むにつれ、難波京に関わる資料も増えてきまし
た。いずれも小面積の発掘調査ですが、その成果を積み上げることで、よう
やく難波京の具体的な姿が見えてきました。
　今回の展示では、難波京に関わる主な発掘調査の成果を紹介するとともに、
これまでの難波京のさまざまな復元案を紹介し、古代の都の探索の過程を振
り返ります。1000年以上前の古代大阪の姿に思いをはせていただければと思
います。
会期：5月19日㈬～7月12日㈪

■大阪歴史博物館
　〒540-0008�大阪市中央区大手前4-1-32　☎06-6946-5728

古代の都�難波京

　令和3年（2021）3月4日、熊本県立美術館は昭和51年
（1976）の開館から45年を迎えます。これを記念して、
当館を支援いただき、育てていただいた方々への感謝
をこめて、美術館コレクションえりすぐりの美術品を
展示します。
　当館は、古今東西の美術を網羅する総合美術館を目
指して、コレクションの形成に取り組んできました。
本展覧会では、それぞれの美術品に見られる「物語」
や「構図」「色」「形」などのいくつかの要素を「魅（み）
どころ」として取り上げ、コレクションの魅力に迫り
ます。
　さらに、細川コレクションを所蔵する永青文庫からは、特別に国宝《太刀�
銘�豊後国行平作》（通称「古今伝授の太刀」）と、国の重要文化財である菱
田春草《落葉》、松岡映丘《室君》、平福百穂《豫譲》が登場します。
　本展覧会が、45年にわたる美術館へのご支援に対する感謝の気持ちをお届け
する場となれば幸いです。これからも熊本県立美術館をよろしくお願いします！
会期：4月3日㈯～6月27日㈰

■熊本県立美術館
　〒860-0008�熊本市中央区二の丸2　☎096-352-2111
　https://www.pref.kumamoto.jp/site/museum/81018.html

開館45周年�感謝をこめて魅せます！美術館コレクション

■毛利博物館
　〒747-0023�山口県防府市多々良1-15-1　☎0835-22-0001　https://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

令和3年度展覧会開催予定
区分 企画名 会期 企画の概要

企画展
武者の美
|毛利家伝来の武具|

令和3年4月24日㈯
～5月23日㈰

“端午の節句”にちなみ、少年用の甲冑を中心にした「端午
飾り」ほか、毛利家伝来の刀剣や具足をはじめ、大名家の男
性たちが大切にした武具の名品を展示します。

企画展 幕末の萩藩主 毛利敬親 5月29日㈯～7月11日㈰
毛利敬親の没後150年を迎えるに当たり、敬親が萩（長州）
藩主として、いかに藩政を担い、幕末の動乱を切り抜けたか、
毛利家に残された敬親ゆかりの遺品などから紹介します。

企画展
毛利元就没後450年記念
毛利元就と戦国の動乱

7月17日㈯～9月5日㈰
毛利元就の没後450年を迎えるに当たり、戦国きっての智将
として、動乱の渦中に、毛利家を西国最強の大名に育てた足
跡を、毛利家伝来の元就自筆の書状などから紹介します。

企画展 廃藩置県と公爵毛利家の誕生 9月11日㈯～10月24日㈰
廃藩置県から150年を迎えるに当たり、廃藩置県において毛
利家がどのような役割を果たしたか、廃藩置県後の公爵とし
ての毛利家が、どのような役割を果たしたか紹介します。

特別展 国宝 10月30日㈯～12月5日㈰
国宝の雪舟筆「四季山水図」や「古今和歌集（高野切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、美術的にも歴史
的にも優れたことで知られる毛利家伝来の逸品を一堂に公開します。

企画展
祝いの美
|毛利家の正月飾り|

12月11日㈯
～令和4年1月23日㈰

毛利家伝来の「正月飾り」をはじめ、正月にちなんで、福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工芸品など、毛利家伝
来の祝いを願う品々を展示します（12月22日～31日は休館）。

企画展
姫君ゆかりの美
|毛利家のお雛さま|

2月5日㈯～4月10日㈰
“ひなまつり”にちなんで、華麗な「次郎左衛門雛」の段飾りをはじめ、毛利家伝来の雛道具や姫君ゆかりの華麗な衣裳・
装身具・調度品など、女性にまつわる品々を展示します。

　林原美術館（岡山）、鉄の展示館（長野）、横浜髙島
屋（神奈川）と各所で展示された全日本刀匠会主催「お
守り刀特別展|願いを込めて」の凱旋展示です。今回
販売も致します。
　〈ごあいさつ〉古来より私たち日本人は、刀剣の中に
多くのものを求めてまいりました。武器であることはもちろんのこと、刀身
の中に現れた現象を自然界にある景色に見立て、その美しさを愛でたり、また、
家族や一族の安寧や繁栄など、多くの思いを託す祈りの象徴のようなもので
ありました。この「お守り刀展」で現代の刀剣作家が祈りの思いを具現化し
た作品をご覧いただき、会場に足を運んでくださる方々の健やかな人生を願
いたいと存じます。
会期：5月19日㈬～5月25日㈫　最終日は午後3時閉場

■岡山タカシマヤ（7階美術画廊）
　〒700-8520岡山市北区本町6-40　☎086-232-1111
　https://www.takashimaya.co.jp/okayama/

お守り刀特別展「願いを込めて」

　関ケ原の戦いや大坂の陣が起こった慶長期という時
代に着目し、その時代の関鍛冶の動向について、刀剣
や資料32点から紹介します。すべて写真撮影可能とな
りますので、ぜひご覧ください。
会期：4月28日㈬～6月20日㈰

■関鍛冶伝承館
　〒501-3857�岐阜県関市南春日町9-1　☎0575-23-3825
　https://www.city.seki.lg.jp/kanko/0000001558.html

企画展「慶長期と美濃刀
～他国移住に見る関鍛冶の動向～」

　上山藩ゆかりの刀剣・甲冑のほか、五月人形の展示
も行います。期間中はさまざまなイベントも開催。「甲
冑着用体験」や「刀剣にさわってみよう」など、普段
なかなかできない体験ができる人気の企画など、子ど
もから大人まで楽しめます。
会期：5月1日㈯～6月20日㈰

■上山城郷土資料館
　〒999-3154�山形県上山市元城内3-7　☎023-673-3660
　http://kaminoyama-castle.info/

企画展「上山城の刀剣・甲冑展」

　岐阜関ケ原古戦場記念館では、開館以来初の本格的
な企画展「物語る戦国合戦―美濃の刀剣―」を開催し
ます。
　合戦とはいかなるものであったのか、また、戦国時
代の合戦に使われた刀剣はその後どのように伝えられ
てきたのか。関ケ原の戦いから420年を経た現代にまで
残る美濃刀や武器に関する古文書等を紹介し、その物
語を読み解きます。
会期：4月27日㈫～5月30日㈰

■岐阜関ケ原古戦場記念館
　〒503-1501�岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原894-55　☎0584-47-6070
　https://sekigahara.pref.gifu.lg.jp/

企画展「物語る戦国合戦─美濃の刀剣─」
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催 事 情 報
会場によって休館日が異なります。事前に確認の上、お出かけください。
現下の状況で入場制限もありますので、ホームページをご覧ください。

　文化薫る白壁の街並み、倉敷美観地区の「くらしき
宵待ちGARDEN」内に、2021年４月29日に開館したき
び美ミュージアムは、「吉備と出会う�吉備に恋をする」
をコンセプトに、郷土ゆかりのさまざまな文化財の展観を通して、先人たち
が遺した優れた技や知恵、美意識や世界観を今に伝えます。気持ちが塞がれ
るような時にも、吉備の文化の風に吹かれ、心潤す憩いのひとときをお過ご
しください。

■きび美ミュージアム
　〒710-0046�岡山県倉敷市中央1-4-22　☎086-434-3232
　https://kibibi.or.jp/

吉備と出会う

　故隅谷正峯師の卓越した技量を紹介するとともに、鎌倉時代を中心とし
た古作を目指し、作り上げた作品の数々を展示します。５月22日㈯には宮入
法廣氏による講演「師隅谷正峯を語る」を開催します（要事前申し込み）。
会期：4月24日㈯～6月6日㈰

■白山市立博物館
　〒924-0871�石川県白山市西新町168-1　☎076-275-8922
　http://www.hakusan-museum.jp/hakubutukan/

特別展「生誕100年記念�隅谷正峯─思いは鎌倉期に漂いて─」

　今日の遊就館では、戦歿者にまつわる遺書や遺品な
どを主たる展示品として御祭神のご遺徳を顕彰してお
りますが、明治15年開館以来の草創期から先の大戦期
までは軍事博物館としての性格が色濃く、そのほとん
どの展示品が兵器や武具甲冑・刀剣類でありました。
　一方この時期、明治から昭和初期にかけての造刀は、
時代の移り変わりとともに、徐々に変化を余儀なくさ
れたといわれています。こうした状況を改善しようと、
昭和７年には財団法人日本刀鍛錬会が結成され、翌年
には日本刀の文化保存に縁の深い靖國神社境内に鍛錬
場が建設されました。
　現在、茶室「行雲亭」となっているこの鍛錬場では、鑪製鉄の復興ととも
に、日本古来の鍛錬法により実戦にも耐えうる日本刀が打ち出されたのです。
「靖國刀」として製作された8,100振余の日本刀は、御下賜刀や靖國神社の宝
剣あるいは将校の軍刀として頒布されました。
　古来より美しさと神秘性を秘めた日本刀は、神の依り代として、また神宝
として神社に納められてきました。当神社におきましても創建以来、数多く
の宝剣や軍刀、さらにはいわゆる名刀等を所蔵してまいりました。この度の
特別展では、通常は展示空間の制約からご覧いただけないこうした刀剣類を
広く公開致します。
　国内外の多くの人々に日本文化の粋を集めた造形に触れていただくととも
に、所蔵刀に込められた大和魂と伝統文化への関心がさらに高まることを期
待して、本特別展を開催します。
会期：3月6日㈯～12月5日㈰

■靖國神社遊就館
　〒102-8246�東京都千代田区九段北3-1-1　☎03-3261-8326
　https://www.yasukuni.or.jp/yusyukan/

特別展「靖國神社と刀剣─所蔵刀にみる大和魂─」（後期展示）

　赤羽刀は、連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）が、日本国の武装解除を
目的に戦後関東一円を中心に集めた20万口とも言われる接収刀剣のうち、保
存がなされた約５千口（4,576口）のことを指します。
　赤羽刀の多くは、東京国立博物館において保管されていましたが、平成７
年（1995年）に成立した「接収刀剣類の処理に関する法律」を基に、平成11
～12年（1999～2000）にかけて活用を行うことを目的に、国から各地の公的
施設・機関へ無償譲渡されました。それは、文化庁より各都道府県教育委員
会を通じて受け入れ希望調査に基づき、配布されました。
　今回の展示では、GHQが処分を目的に接収された刀剣たちが、どのように
して、赤羽刀として保存され、どういう経緯を経て国から各地に渡ることに
なったのかなど、不死鳥のごとく甦った赤羽刀を展示するとともに、その歴
史について紹介します。
会期：4月10日㈯～6月6日㈰

■備前長船刀剣博物館
　〒701-4271�岡山県瀬戸内市長船町長船966　☎0869-66-7767
　https://www.city.setouchi.lg.jp/site/token/

テーマ展「戦後の刀剣─赤羽刀のあゆみ─」

　加州刀工の魁として知られるのが南北朝時代
に活躍した「真景」や越前から移住してきた「藤
嶋友重」です。また、室町時代中ごろから江戸
時代を通じ連綿と続いた「清光」歴代も見落と
せません。加えて、江戸時代初期には美濃から「兼若」が当地に移り、変化
の多い相州伝や華麗な備前伝を取り入れ「加賀正宗」の名声を得て一世を風
靡し人気を博し、その作風は他の刀工たちにも影響を与えました。
　本展は、古刀期から新々刀期までの加州刀を系譜別、年代別に80余点で俯瞰
し、その魅力の神髄を探る目的で開催するもので、併せて拵の逸品も公開します。
会期：7月22日㈭～9月12日㈰

■石川県立歴史博物館
　〒920-0963�石川県金沢市出羽町3-1　☎076-262-3236
　https://ishikawa-rekihaku.jp/

夏季特別展「大加州刀展」

　GWを挟む２カ月間、土佐藩主山内家ゆかりの名刀、
一国兼光・今村兼光・国時・康光を一堂に展示します。
新作の音声ガイドのナレーターは高知県出身の小野大
輔さん。刀の見方や見どころをやさしく解説します。
会期：4月16日㈮～6月14日㈪

■高知城歴史博物館
　〒780-0842�高知市追手筋2-7-5　☎088-871-1600
　https://www.kochi-johaku.jp/

特別展示「ジョーハク�刀剣�強化月間」

　町人文化が花開いたこの時代、各藩の武士を相手とする抱え工（藩工）だ
けでなく、江戸や大坂などの大都市には市井の刀工も現れるようになりまし
た。個性を競う時代の刀をお楽しみください。
会期：4月1日㈭～6月6日㈰

■星と森の詩美術館
　〒948-0101�新潟県十日町市稲葉1099-1　☎025-752-7202
　http://www.hoshi-uta-m.jp/

館蔵刀剣展　江戸時代の刀

　昨年「日本刀の見方」シリーズ第３弾の「刃文」展につきましては、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響で、会期の短縮を余儀なくされました。そこでこ
の度、一部展示品を更新して新たに開催します。各種刃文の典型的作品を示
しながら、壁面ケース全ての刀剣には原寸大の全身押形を添え、加えて、刃
文の製作方法や押形を用いた記録方法等、刃文に付随した多角的なテーマに
沿って展示します。刀匠の技の結晶である刃文の美を、どうぞご鑑賞ください。
会期：4月17日㈯～7月11日㈰

■刀剣博物館
　〒130-0015�東京都墨田区横網1-12-9　☎03-6284-1000
　https://www.touken.or.jp/museum/

日本刀の見方パートⅢ�刃文�リターンズ

　古くから日本各地で刀剣が生産されてきましたが、中でも山城・大和は都
が置かれたことから、貴族や寺院の需要に応じて作刀が盛んに行われました。
また大和の刀工たちの作風は、九州の刀工たちの作風に少なからぬ影響を及
ぼしました。山城・大和を中心とした機内の刀工の作品や、九州の刀工の作
品を紹介します。
会期：6月5日㈯～7月11日㈰

■徳川美術館
　〒461-0023��愛知県名古屋市東区徳川町1017　☎052-935-6262
　https://www.tokugawa-art-museum.jp/

特別展「名刀紀行─京･大和と九州─」

　きのくに―和歌山県においては、南北朝時代以来、刀
工が作刀するようになり、江戸時代にかけて、時代の順
に入鹿鍛冶・粉河鍛冶・文珠鍛冶・石堂鍛冶という４つ
の主要な刀工の系譜が見られます。これら紀州の刀工に
よる洗練された作品を中心に、寺社に奉納された刀剣も
含め、名刀の数々、紀州の金工が製作した刀装具類を紹介します。なお、当
館において刀剣をメインテーマにした特別展は、39年ぶりの開催となります。
Ⅰ．入鹿鍛冶と粉河鍛冶　　Ⅱ．文珠鍛冶　　　　Ⅲ．石堂鍛冶と紀州の刀工
Ⅳ．奉納された名刀　　　　Ⅴ．紀州の刀装具
会期：4月24日㈯～6月6日㈰

■和歌山県立博物館
　〒640-8137�和歌山市吹上1-4-14　☎073-436-8670
　https://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/

特別展「きのくに刀剣ワールド」

会期：3月22日㈪～5月27日㈭

■柏原美術館
　〒741-0081�山口県岩国市横山2-10-27　☎0827-41-0506
　https://www.kashiwabara-museum.jp/

激動─歴史を動かした男たち─
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