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▲受賞作「純篤」（中央）

　

東
京
都
美
術
館
で
3
月
12

日
ま
で
開
か
れ
て
い
た
、
第

26
回
日
本
刻
字
展
で
小お

川が
わ

剛つ
よ
し（

三
ノ
分
目
）
さ
ん
が
無

鑑
査
部
門
で
最
高
賞
と
な

る
、
日
本
中
国
文
化
交
流
協

会
賞
に
輝
き
ま
し
た
。

　

受
賞
作
は
「
純
じ
ゅ
ん

篤と
く

」
の
2

文
字
を
浮
き
彫
り
に
し
、
刻

字
の
魅
力
を
伝
え
ま
し
た
。

受
賞
し
た
小
川
さ
ん
は
「
刻

字
は
、
彫
り
方
以
上
に
字
の

良
さ
が
評
価
さ
れ
る
。
字
を

い
か
に
表
現
す
る
か
に
苦
労

し
ま
し
た
」
と
話
し
て
い
ま

し
た
。

軽
で
低
コ
ス
ト
に
利
用
で
き
る
決
済

方
法
を
紹
介
。
決
済
の
仕
組
み
や
検

討
ポ
イ
ン
ト
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
決
済
会
社
と
そ
れ
ら

を
選
択
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

解
説
。

く
わ
ず
に
ょ
う
ぼ
う稲

田
和
子
／
再
話

赤
羽
末
吉
／
画

　
「
よ
く
働
き
、
飯
を
食
わ
な
い
女

房
が
欲
し
い
」
そ
ん
な
欲
張
り
な
男

の
と
こ
ろ
へ
美
し
い
娘
が
嫁
に
来
ま

し
た
。
し
か
し
、
蔵
の
米
俵
は
少
な

く
な
る
ば
か
り
…
。
不
思
議
に
思
っ

た
男
が
こ
っ
そ
り
天
井
裏
か
ら
覗
い

て
み
る
と
な
ん
と
嫁
は
鬼
婆
だ
っ
た

の
で
す
。
昔
話
の
語
り
口
調
と
思
わ

ず
「
怖
い
」
と
声
が
出
て
し
ま
い
そ

う
な
絵
は
圧
巻
。

▲宇井市長と高校生が、それぞれの思い描く香取市を熱く語る

日
本
中
国
文
化
交
流
協
会
賞
を
受
賞

字
で
最
高
賞

刻

石
いしまくら

枕と立
りっか

花

　

古
墳
は
、
3
世
紀
後
半
か
ら

7
世
紀
に
か
け
て
全
国
各
地
で

盛
ん
に
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

香
取
市
に
お
い
て
も
、
前
方

後
円
墳
を
は
じ
め
円
墳
や
方
墳

な
ど
多
数
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
、

現
在
の
と
こ
ろ
約
5
0
0
基
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、

三
ノ
分
目
の
大
塚
山
古
墳
は
、

県
内
屈
指
の
規
模
を
誇
る
、
5

世
紀
中
頃
の
代
表
的
な
大
型
前

方
後
円
墳
で
す
。
古
墳
の
内
部

に
は
、
武
器
・
武
具
・
装
身
具

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
副ふ
く
そ
う
ひ
ん

葬
品
が

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

当
地
域
の
5
世
紀
か
ら
6
世
紀

前
半
に
特
徴
的
な
副
葬
品
で
あ

る
、石
枕
と
立
花
を
紹
介
し
ま
す
。

　

石
枕
は
、
文
字
ど
お
り
石
で

▲石枕と立花

▲大戸宮作1号墳　石枕・立花出土状態

作
っ
た
枕
の
こ
と
で
す
が
、
私

た
ち
が
日
常
使
う
よ
う
な
枕
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
者
の
頭
を

載の

せ
る
葬
儀
用
の
枕
で
す
。
通

常
、
平
面
形
を
円
形
や
馬ば

蹄て
い

形

に
成
形
し
、
中
央
部
は
頭
を
載

せ
る
よ
う
に
窪く
ぼ

め
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
千
葉
県
内

で
約
70
個
の
石
枕
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
国
の

6
割
近
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
大
半
は
旧
下
総
町
、

神
崎
町
、
旧
佐
原
市
の
利
根
川

流
域
に
集
中
し
、
千
葉
市
や
成

田
市
、
対
岸
の
茨
城
県
鹿
嶋
市
、

稲
敷
市
な
ど
に
も
一
部
分
布
し

て
い
ま
す
。

　

立
花
は
、
2
個
の
勾
玉
を
背

中
合
わ
せ
に
し
て
軸
に
縛し
ば

っ
た

形
状
を
模
し
た
石
製
品
で
、
石

枕
の
外
周
に
穿う
が

た
れ
た
小
孔（
立

花
受う
け
あ
な孔

）
に
立
て
並
べ
た
も
の

で
す
。

　

上
の
写
真
は
、
昭
和
62
年
に

発
掘
調
査
し
た
大
戸
宮
作
1
号

墳
か
ら
、
石
枕
や
立
花
が
出
土

し
た
状
況
を
撮
影
し
た
も
の
で

す
。

　

石
枕
は
、
縦
25
㎝
・
横
29
㎝

で
、
馬
蹄
形
に
成
形
さ
れ
、
外

周
に
は
7
個
の
立
花
受
孔
が
あ

り
ま
す
。
立
花
は
計
8
本
出
土

し
て
い
ま
す
が
、
石
枕
に
は
1

本
も
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
す

べ
て
石
枕
の
周
囲
に
ば
ら
撒ま

か

れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
大
戸
宮
作
1
号
墳

に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
調
査
さ

れ
た
他
の
古
墳
に
お
い
て
も
同

様
で
す
。
古
墳
に
埋
葬
す
る
時

点
で
は
、
石
枕
に
立
花
を
立
て

る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
石
枕
に
立

花
を
立
て
て
使
用
し
た
の
は
、

埋
葬
前
に
行
わ
れ
た
葬
送
儀
礼

の
段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
の
葬
送
儀
礼
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ

た
の
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、「
殯
も
が
り」
と
呼
ば
れ
る
儀

礼
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
有
力

で
す
。
殯
と
は
、
死
者
を
埋
葬

す
る
ま
で
の
一
定
期
間
、
殯
も
が
り
の
み
や宮

に
安
置
し
、
そ
こ
で
「
魂た
ま
し
ず鎮
め
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
儀
式

を
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

石
枕
と
立
花
は
、
殯
の
期
間

中
に
そ
の
役
目
を
果
た
し
、
そ

の
後
、
死
者
と
と
も
に
古
墳
に

埋
納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
石

枕
と
立
花
を
媒
介
と
し
た
共
通

の
葬
送
観
を
持
つ
地
域
で
あ
っ

た
と
言
え
ま
す
。

　

一
方
、
利
根
川
下
流
域
最
大

の
古
墳
で
あ
る
大
塚
山
古
墳
を

築
造
し
、
ま
た
、
後
の
下
し
も
つ
う
な
か
み
の

海
上

国く
に
の
み
や
っ
こ

造
の
勢
力
基
盤
と
考
え
ら
れ

る
旧
小
見
川
町
域
か
ら
は
、
石

枕
や
立
花
が
ひ
と
つ
も
発
見
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
事
実
が

何
を
意
味
す
る
の
か
、
大
変
興

味
深
い
こ
と
で
す
。

「古墳時代の葬送儀礼を物語る遺物」

葬
送
儀
礼
に
使
用

石
枕
と
立
花
と
は


