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表
面
の
艶
と
な
る
の
で
す
。

　

美
術
館
で
大
学
の
博
物
館
実
習
を
行
う
際
に

は
、
実
習
生
に
廊
下
や
柱
、
畳
を
ぞ
う
き
ん
掛

け
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
は
不
満
顔
で

す
が
、
乾
拭
き
を
す
る
と
輝
き
は
じ
め
、
気
持

ち
が
よ
く
な
り
ま
す
。
最
後
に
は
畳
に
寝
転
ん

で
頬
ず
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。こ
ん
な
に
美
し
い
。

だ
か
ら
最
後
に
実
習
生
に
は
、
一
生
懸
命
自
分

を
磨
く
と
美
し
く
な
り
ま
す
と
伝
え
ま
す
。

　

逆
に
言
え
ば
、
磨
か
な
い
と
美
し
く
な
ら
な

い
。磨
く
と
内
面
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
の
で
す
。

外
を
飾
って
美
し
く
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
内
面

を
磨
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
為
に
は
他
か

ら
の
情
報
を
得
て
、
そ
の
情
報
を
自
分
の
中
で

醸
成
し
て
い
く
と
思
慮
深
く
な
る
の
で
す
。

―
―　

三
島
の
環
境
や
文
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
す
か
？

　

私
が
最
初
に
東
京
か
ら
三
島
に
来
た
の
は
昭

和
41
年
の
こ
と
で
す
。
街
の
中
に
流
れ
が
あ
り
、

水
が
澄
ん
で
い
て
、
道
路
に
溢
れ
ん
ば
か
り
に
流

れ
る
中
に
梅
花
藻
が
た
ゆ
た
っ
て
い
て
な
ん
と
美

し
い
街
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
期
に
水
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
り
泥
沼
化
し
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
努
力
と
協
力
に
よ
っ
て
、
今
で
は
美
し
い

清
流
の
流
れ
る
街
を
取
り
戻
し
て
い
ま
す
。

　

裏
道
で
も
各
家
が
花
を
いっ
ぱ
い
に
飾
っ
て
お

り
、
そ
の
周
り
を
掃
除
し
て
い
ま
す
。
市
民
が

美
し
い
街
を
つ
く
る
た
め
に
協
力
し
て
い
る
姿
は

と
て
も
素
敵
だ
と
思
い
ま
す
。

と
に
よ
っ
て
弾
力
性
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
同
じ
鉄
に
、
刀
工
が
技
を
加
え
る
こ
と
に

よ
って
鉄
の
性
質
が
変
わ
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
形
を
つ
く
り
、
焼
き
入
れ
を
す
る
と
、

鉄
は
瞬
時
に
刃
物
に
変
わ
り
ま
す
。
温
度
を
上

げ
て
か
ら
水
の
中
に
入
れ
て
急
冷
し
た
途
端
、

マ
ル
テ
ン
サ
イ
ト
と
い
う
極
め
て
硬
い
組
織
に
変

化
す
る
か
ら
で
す
。

日
本
の
風
土
が
育
ん
だ

刀
づ
く
り
の
技
術

　

日
本
刀
は
世
界
一
切
れ
る
刃
物
で
す
。
良
い

鉄
を
選
び一連
の
技
術
を
完
璧
に
こ
な
し
た
と
き

に
名
刀
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

現
在
の
様
に
計
器
が
な
か
っ
た
昔
の
刀
工
は
、

刀
づ
く
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
色
で
判
断
し
て
い
ま

し
た
。
炎
や
鉄
の
色
か
ら
、
そ
の
時
の
温
度
な

ど
を
判
断
す
る
の
で
す
。
瞬
時
に
判
断
し
な
け

れ
ば
名
刀
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
神
業
で
す
。

　

焼
き
入
れ
し
鍛
冶
研
ぎ
さ
れ
た
後
に
、
研
師

が
刀
の
表
面
を
十
数
種
類
の
砥
石
を
使
っ
て
研

磨
し
ま
す
。

　

日
本
は
世
界
の
中
で
も
、
火
山
活
動
や
隆
起
・

沈
降
と
い
う
地
殻
変
動
の
激
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
様
々
な
砥
石
が
で
き
ま
す
。

最
初
の
荒
砥
か
ら
中
名
倉
砥
、
内
曇
砥
ま
で
、

い
ろ
い
ろ
な
砥
石
を
駆
使
し
て
日
本
刀
を
磨
き

上
げ
ま
す
。
最
後
に
、
薄
く
剥
い
だ
仕
上
げ
砥

石
で
、
宝
石
を
磨
く
よ
う
に
磨
く
と
、
日
本
刀

は
輝
き
ま
す
。
砥
石
を
使
っ
て
き
ら
き
ら
と
輝

か
せ
る
技
術
は
日
本
だ
け
の
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。磨

き
続
け
る
こ
と
で

内
面
か
ら
美
し
く
な
る

　
「
名
刀
は
語
る　

磨
き
の
文
化
」
展
（
〜
２

／
19
）
で
展
示
し
て
い
る
日
本
刀
に
平
安
時
代

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
鉄
は
手
入
れ
を
し
な
け

れ
ば
錆
び
ま
す
の
で
、
平
安
時
代
か
ら
８
０
０

年
も
の
間
、
刀
が
錆
び
な
い
よ
う
に
日
本
人
は

ず
っ
と
手
入
れ
を
し
磨
き
続
け
て
き
た
の
で
す
。

当
館
で
は
年
に
1
度
は
刀
の
手
入
れ
を
し
て
い

ま
す
。
大
切
に
手
入
れ
を
す
る
ほ
ど
刀
は
よ
く

な
り
ま
す
。
輝
き
が
増
す
の
で
す
。

　

美
術
館
の
敷
地
に
、
隆
泉
苑
の
日
本
家
屋
が

あ
り
ま
す
が
、
木
造
な
の
で
木
の
表
面
に
い
ろ
い

ろ
な
汚
れ
が
付
着
し
ま
す
。
そ
れ
を
雑
巾
で
取
っ

て
、
乾
か
し
て
乾
拭
き
を
す
る
と
、
き
ら
き
ら

輝
い
て
き
ま
す
。
木
の
中
の
樹
脂
が
出
て
き
て
、

―
―　

文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
民
が
同
じ
目
線
で
集
え
る
、
フ
ラ
ッ
ト
で

大
き
な
ホ
ー
ル
が
あ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
異

業
種
に
携
わ
る
人
が
一
緒
に
集
う
こ
と
に
よ
っ
て

今
ま
で
考
え
た
事
も
な
い
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が

生
ま
れ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

１
０
０
人
と
か
５
０
０
人
と
か
１
０
０
０
人
と

か
、
大
勢
で
集
え
る
場
が
あ
る
と
、
三
島
に
も

う
少
し
開
か
れ
た
活
気
の
あ
る
文
化
が
生
ま
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
で
は
夕
方
に
な
る
と
商
店
街
の

シ
ャ
ッ
タ
ー
が
閉
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ド

イ
ツ
で
は
、
夜
も
店
舗
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
は
美
し
く

飾
ら
れ
て
照
明
が
明
る
く
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
シ
ョッ

ピ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歩
く
こ
と

が
楽
し
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
取
り
組
み
が
進

ん
で
い
く
と
、
三
島
も
更
に
歩
い
て
楽
し
い
街
に

な
って
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

佐
野
美
術
館
は
、
昭
和
41
年
、
佐
野
隆
一
氏

が
ふ
る
さ
と
三
島
の
地
に
設
立
し
た
美
術
館
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
日
本
の
美
術
品
を
中
心
に
、

陶
磁
器
や
彫
刻
、
日
本
画
、
能
面
な
ど
約
２
５

０
０
点
に
の
ぼ
り
、
と
り
わ
け
日
本
刀
は
国
宝

を
は
じ
め
多
く
の
名
品
を
所
蔵
し
て
い
る
。
設

立
当
時
か
ら
学
芸
員
を
務
め
、
平
成
12
年
に
館

長
に
就
任
し
た
渡
邉
妙
子
氏
に
話
を
伺
っ
た
。

―
―　

美
術
館
と
日
本
刀
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

日
本
の
化
学
工
業
界
に
大
き
な
功
績
を
残
し

た
佐
野
隆
一
氏
が
、
自
ら
収
集
し
た
美
術
品
を

寄
付
す
る
た
め
に
、
三
島
の
地
に
設
立
し
た
美

術
館
で
す
。
刀
剣
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
佐
野
氏
が

収
集
し
た
作
品
が
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
収
蔵

品
の一
部
を
常
設
展
示
室
な
ど
で
公
開
し
て
い
ま

す
。
毎
年
開
催
し
て
い
る
刀
剣
展
は
、
全
国
よ

り
名
刀
を
集
め
独
自
性
の
高
い
企
画
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

「
も
の
」に
込
め
ら
れ
た
情
報

が
感
動
を
呼
び
起
こ
す

　

現
在
、
世
界
の
情
報
は
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
、
新
聞
等
に
溢
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
情

報
は
瞬
時
に
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
博
物
館
の

仕
事
は
、
私
た
ち
人
間
が
長
い
時
間
を
か
け
て

つ
く
り
だ
し
た
実
際
の
も
の
、
消
え
な
い
も
の
を

扱
う
こ
と
で
す
。「
も
の
」
は
言
葉
を
発
し
ま
せ

ん
が
、
非
常
に
多
く
の
情
報
を
有
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
素
材
は
地
球
の
ど
こ
か
ら
き
た
も
の

な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
間
の
技
術
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

同
じ
刀
で
も
、
世
界
各
国
で
形
状
が
異
な
り

ま
す
。
同
じ
用
途
で
、
同
じ
素
材
で
作
っ
て
も
、

そ
の
形
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
民
族
が
作
り
上
げ

た
セ
ン
ス
が
現
れ
る
の
で
す
。

　

博
物
館
に
展
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
も
の
」

の
情
報
を
一般
の
人
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、
見

る
人
が
そ
の
「
も
の
」
か
ら
様
々
な
こ
と
を
感

じ
取
る
こ
と
で
す
。
広
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、

学
び
、
感
じ
、
そ
こ
に
感
動
を
呼
び
起
こ
す
、

そ
れ
が
博
物
館
で
あ
る
と
思
って
い
ま
す
。

―
―　

刀
剣
の
魅
力
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

佐
野
美
術
館
へ
刀
剣
を
ご
覧
に
な
り
に
、
国

内
外
か
ら
毎
日
た
く
さ
ん
の
お
客
様
が
お
見
え

に
な
り
ま
す
。
外
国
の
お
客
様
に
聞
く
と
、「
日

本
刀
って
素
敵
！
」「
格
好
い
い
！
」
と
言
い
ま
す
。

日
本
人
が
つ
く
り
だ
し
た
日
本
の
芸
術
への
関
心

か
ら
、
そ
れ
が
作
り
出
さ
れ
た
背
景
の
情
報
へ

と
興
味
が
広
が
って
い
き
ま
す
。

　

日
本
刀
で一
番
大
事
な
こ
と
は
「
鍛
え
る
」
こ

と
で
す
。
鉄
は
何
回
も
折
り
返
し
鍛
錬
す
る
こ

公
益
財
団
法
人 
佐
野
美
術
館

館
長
　

渡
邉 
妙
子  
氏
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「
三
島
企
業
の
考
え
る
三
島
カ
ル
チ
ャ
ー
」
は
、「
三
島
の
文
化
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
、
三
島
周
辺
に
拠
点
を
置
く
企
業
の
方
々
に
、
三
島
の
文
化
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
シ
リ
ー
ズ
企
画
で
す
。

配
布
場
所
╱
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
三
島
市
民
文
化
会
館
、
市
内
文
化
施
設
等
、
詳
し
く
は
下
記
のw

eb

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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三
島
企
業
の
考
え
る

三
島
カ
ル
チ
ャ
ー

静岡県三島市中田町1-43
http://www.sanobi.or.jp/

国宝をはじめ充実した刀剣コレクション
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昭和 12 年生まれ、静岡県沼津市在住。佐野美術館開館時（昭和 41 年）に学芸員になり、平成 12 年
に館長に就任。日本刀は本間薫山のもとで学び、現在日本美術刀剣保存協会の評議員。佐野美術館で開
講している「日本刀初心者講座」（平成 8 年～）の講師を務める。主な著書は『日本刀は素敵』（平成
20 年　静岡新聞社、改版平成 28 年　ワック）、『名刀と日本人』（平成 24 年　東京堂出版）、『日本刀
の教科書』（平成26年　東京堂出版、住麻紀との共著）。その他展覧会図録も数多く手がける。

佐野美術館

磨
き
続
け
る
こ
と
で

内
面
か
ら
輝
く
人
が
生
ま
れ
る


