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六
人

　
「
今
度
、
大
三
島
に
あ
る
国
宝
、
紺こ

ん

糸い
と

威お
ど
し

大お
お

鎧よ
ろ
い

を
復
元
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

後
を
継
ぐ
気
が
あ
る
な
ら
、
い
い
機
会
だ  

ら
帰
っ
て
こ
な
い
か
」

　

僕
に
と
っ
て
、
父
か
ら
の
こ
の
一
言
が

甲
冑
師
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

た
。

　

一
九
〇
二
年（
明
治
三
十
五
年
）に
祖
父
が

創
業
し
て
以
来
、
父
、
叔
父
、
親
戚
も
甲

冑
師
の
家
庭
で
育
ち
、
二
十
六
歳
ま
で
東

京
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
て
い
ま
し
た
。

後
を
継
ぐ
こ
と
は
ど
こ
か
で
考
え
て
い
た

もりさき　たてき
昭和三十九年岡山県生まれ。明治三十五年創業
の甲冑・武具「森崎」　三代目当主。多くの美術
館・博物館等の甲冑・武具修復や国宝の復元、
修復製作を行う。国宝、重要文化財の復元、修
復製作を手がけているのは全国でわずか六人。
最年少ながら二領の国宝（紺糸威大鎧、赤韋威
大鎧）の復元製作という偉業を達成する。現在
では活躍の場を海外に広げ、国内外から注目さ
れる日本屈指の甲冑師。

死
す
る
覚
悟
で
戦
場
に
赴お

も
む

い
た
武
士
に
と
っ
て
死
装
束

で
も
あ
っ
た
甲
冑
。
武
士
の
想
い
と
卓
越
し
た
甲
冑
師
の

技
術
が
織
り
な
す
総
合
芸
術
品
だ
。
甲
冑
師 

森
崎
干
城

が
初
め
て
語
る「
武
将
と
甲
冑
の
美
学
」

 
甲
冑
師 

森
崎
干
城
が
語
る

武
将
と
甲
冑
の
美
学

北条家伝来
本小札紫糸裾濃威丸胴丸具足 
安土桃山時代の甲冑を江戸時代後期
に仕立て直し。替え袖や采配・毛靴・足
袋・わらじまで揃った皆具である。

安土・桃山期
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の
で
す
が
、
自
分
一
人
の
力
で
ど
こ
ま
で

出
来
る
か
試
し
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
。

　

こ
の
世
界
に
入
っ
て
今
年
で
十
九
年

目
。
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
修
復
や
復
元

を
手
が
け
る
甲
冑
師
は
僕
を
含
め
て
全
国

で
わ
ず
か
六
人
し
か
お
ら
ず
、
そ
の
中
で

最
年
少
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
甲
冑
師
に
は

資
格
も
免
許
も
あ
り
ま
せ
ん
。
お
祭
り
な

ど
で
着
る
鎧
を
修
復
す
る
、
自
称
甲
冑
師

の
方
は
大
勢
い
ま
す
が
、
国
宝
や
重
要
文

化
財
を
手
が
け
て
い
る
の
は
現
在
、
こ
の

六
人
だ
け
で
す
。

　

僕
の
年
代
は
、
ヤ
ン
キ
ー
世
代
で
す
が
、

そ
れ
に
は
あ
ま
り
影
響
さ
れ
ず
、
ご
く
普

通
の
少
年
で
し
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
家
に

甲
冑
が
あ
る
こ
と
は
普
通
だ
と
思
っ
て
お

り
、
友
人
の
家
に「
な
ん
で
鎧
が
な
い
の

か
」と
不
思
議
に
思
っ
た
ほ
ど
で
す
。

　

甲
冑
に
相
当
馴
染
ん
で
い
ま
し
た
の

で
、
後
を
継
ぐ
際
も
と
く
に
変
わ
っ
た
仕

事
の
よ
う
に
は
感
じ
ず
、
ご
く
自
然
に

入
っ
て
ゆ
け
ま
し
た
。

　

岡
山
県
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
で

あ
っ
た
父
に
弟
子
入
り
し
て
か
ら
の
三
年

間
は
休
み
も
、
給
料
も
な
く
働
き
詰
め
の

毎
日
で
し
た
。
お
金
が
な
い
か
ら
仕
事
を

す
る
し
か
な
い
ん
で
す
。
今
考
え
る
と
良

い
循
環
だ
っ
た
な
と
思
い
ま
す（
笑
）。

　

父
は
技
術
を
教
え
る
こ
と
を
全
く
し
ま

せ
ん
。
自
分
で
技
を
見
て
、
盗
ん
で
は
覚

え
、
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
父
の
知
ら

な
い
と
こ
ろ
で
書
物
を
読
ん
で
勉
強
し
ま

し
た
。
と
に
か
く
毎
日
必
死
で
し
た
ね
。

た
だ
書
物
を
読
ん
だ
の
は
、
技
術
を
習
得

す
る
目
的
よ
り
も
、
父
に
認
め
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
い

つ
も
ヒ
ヨ
ッ
子
扱
い
さ
れ
て
い
ま
し
た
か

ら
、
せ
め
て
半
人
前
に
で
も
認
め
て
も
ら

い
た
い
。「
あ
い
つ
、
教
え
て
も
い
な
い
の

に
ど
こ
で
勉
強
し
た
ん
だ
」と
父
を
驚
か

せ
た
か
っ
た
ん
で
す
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
二
〇
〇
二
年（
平
成

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る江戸中期

金小札紅糸裾濃威大鎧 江戸時代中期（兜鉢・鎌倉時代中期）　備後福山藩三代藩主阿部正右所用
明和四年（一七六七年）に明珍宗政・宗益父子に命じて製作

『全江戸期甲冑十傑の一つであると称えられてきた名物甲冑』
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十
四
年
）、
三
十
八
歳
の
と
き
で
す
。
二
度

目
の
国
宝
の
復
元
製
作
と
し
て
岡
山
県
立

博
物
館
所
蔵
の
赤あ

か

韋が
わ

威お
ど
し

大お
お

鎧よ
ろ
い

に
使
用
す

る
材
料
を
集
め
て
い
る
と
き
、
父
が
病
に

倒
れ
た
ん
で
す
。

覚
悟

　

ま
だ
作
業
の
一
割
程
度
し
か
進
ん
で
お

ら
ず
、
そ
こ
か
ら
先
は
一
人
で
や
ら
ざ
る

を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
で
は
あ
の
時

の
経
験
が
と
て
も
大
き
く
感
じ
ま
す
し
、

自
分
に
と
っ
て
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
一
人
で
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

覚
悟
が
決
ま
り
ま
し
た
か
ら
。

　

た
だ
一
方
で
は
動
揺
も
し
ま
し
た
し
、

完
成
す
る
ま
で
に
何
度
も「
も
う
出
来
な

い
」と
落
ち
込
ん
だ
も
の
で
す
。「
こ
ん
な

に
大
変
だ
っ
た
ら
、
も
う
甲
冑
師
は
無
理

だ
」と
心
底
思
い
ま
し
た
。
そ
の
都つ

度ど

、「
神

様
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
試
練
は
与
え
な

い
ん
だ
」と
自
分
を
奮
い
立
た
せ
な
が
ら
、

な
ん
と
か
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
が
、
本

当
に
大
変
な
作
業
で
し
た
。

　

病
に
倒
れ
た
父
が
、
あ
る
日
、
病
院
か

ら
一
日
だ
け
許
可
を
も
ら
い「
一
つ
だ
け

教
え
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
今
日

は
付
き
合
え
」と
言
っ
て
、
漆
の
溶
き
加

減
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
直
接
、
父
か
ら
伝
授
し
て
も
ら
っ
た

の
は
後
に
も
先
に
も
こ
の
と
き
が
最
後

で
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
大
切
な
思
い

出
で
す
。

　

僕
の
仕
事
を
見
守
り
、
父
は
他
界
し
ま

し
た
。
鎧
が
完
成
し
た
と
き
、
博
物
館
か

ら
は
一
日
で
も
早
く
納
め
て
ほ
し
い
と
言

わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
一
日
だ
け
父
の

仏
壇
の
前
に
飾
り「
出
来
た
よ
」っ
て
見
せ

て
あ
げ
た
ん
で
す
。

　

甲
冑
師
に
と
っ
て
、
国
宝
の
復
元
製
作

は
一
生
に
一
度
出
来
る
か
ど
う
か
の
大
仕

事
な
ん
で
す
。
僕
の
場
合
は
紺
糸
威
大
鎧

と
赤
韋
威
大
鎧
の
二
領
の
国
宝
に
携た

ず
さ

わ
れ

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る鎌倉〜室町期

鉄十二枚張星兜鉢
鎌倉時代初期
当時の形を残した兜鉢として、民間の
中では最も古いものの一つである。
平安時代から鎌倉時代までは、兜鉢の
頭頂部に天辺の穴（てへんのあな）と
呼ばれる大きな穴があいていた。当時
は髪を結い髷（まげ）をつくって烏帽子
を被り、天辺の穴から髻（もとどり）を出
していた。『平家物語』にはこの穴より
矢を射られぬよう注意を促す一文があ
る。時代とともに穴は小さくなっていく。

鉄黒漆塗二十四間二方白星兜鉢
鎌倉時代中期
江戸時代に明珍系の甲冑師によって改補
されたと推測されるが、鉢自体は典型的な鎌
倉時代の兜鉢である。

鉄黒漆三十二間四方白総覆輪阿古陀形兜鉢
室町時代中期
室町時代の総覆輪阿古陀形兜鉢のうち、四方白（しほうじ
ろ）として珍品に属する貴重な遺品。作風も高級感が漂う。
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た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
全
国
で
二
人
だ

け
の
こ
と
で
、
と
て
も
名
誉
な
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

復
元
製
作
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
こ
と
を

本
歌
と
呼
び
、
本
歌
と
同
じ
よ
う
に
図
面

を
作
り
、
同
じ
材
料
を
調
達
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

　

そ
し
て
古
来
と
同
じ
手
法
で
製
作
し
て

ゆ
く
ん
で
す
。
こ
の
と
き
、
本
歌
の
歪
み

や
凹
み
、
不
揃
い
、
重
量
ま
で
全
て
忠
実

に
復
元
し
て
ゆ
き
ま
す
。
当
然
、
歪
み
や

凹
み
な
ど
作
ら
ず
真
っ
直
ぐ
に
作
る
方
が

簡
単
な
ん
で
す
が
、
全
て
厳
密
に
本
歌
通

り
作
る
作
業
が
復
元
製
作
な
ん
で
す
。

　

赤
韋
威
大
鎧
の
場
合
は
最
初
の
図
面
作

成
に
一
ヶ
月
程
か
か
り
ま
し
た
。
博
物
館

に
九
時
か
ら
五
時
ま
で
毎
日
通
い
、
国
宝

で
す
か
ら
素
手
で
触
れ
な
い
よ
う
に
、
上

か
ら
布
を
被か

ぶ

せ
て
慎
重
に
寸
法
を
測
っ
て

ゆ
く
ん
で
す
。

　

漆
を
塗
り
重
ね
た
小こ

札ざ
ね

と
呼
ば
れ
る
牛

皮
の
板
を
編
ん
で
ゆ
く
作
業
が
あ
る
ん
で

す
が
、
本
歌
の
牛
皮
が
三
ミ
リ
で
、
現
在

の
牛
舎
で
育
っ
た
牛
の
皮
は
二
ミ
リ
し
か

な
い
ん
で
す
。
非
常
に
困
難
な
作
業
で
し

た
。
兜
の
内
側
に
あ
る
和わ

裁さ
い

も
摘
ま
み
な

が
ら
球
体
に
な
る
よ
う
に
縫
っ
て
ゆ
く
。

一
日
が
終
わ
っ
て
も
思
っ
た
ほ
ど
作
業
が

進
ま
な
い
の
で「
今
日
、
自
分
は
一
体
何

を
し
た
ん
だ
ろ
う
」と
思
っ
た
り
も
し
ま

す
。
た
だ
鎧
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
の

積
み
重
ね
で
出
来
て
い
ま
す
の
で
、
根
気

強
く
こ
な
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
ん
で
す
。

　

よ
く
何
が
一
番
難
し
い
で
す
か
、
ど
ん

な
こ
と
に
苦
労
し
ま
す
か
と
聞
か
れ
る
ん

で
す
が
全
部
な
ん
で
す（
笑
）。
全
部
大
変

で
、
全
部
難
し
い
。

　

鉄
を
自
在
に
形
作
る
打
ち
出
し
の
技

術
、
彫
金
、
漆
工
芸
、
溶
接
、
鍍と

金き
ん

、
箔

押
し
、
組
紐
、
染
色
、
和
裁
、
威お

ど

し（
糸
を

通
す
）…
…
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
技
術
が

甲
冑
師
に
は
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
今

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る室町〜江戸期

朱漆塗六十二間筋兜（銘・高義）
室町時代後期
名工、高義により作られた兜。
高義の卓越した技量が窺える傑作である。

鉄錆地縦矧板二十八間筋立桃形兜鉢
江戸時代中期
正面には漢字（漢文）をデザイン化した切金が付
いている。

鉄錆地沢瀉形兜鉢
安土桃山時代〜江戸時代初期
沢瀉（おもだか）の葉の形に鉄を
打ち出した変わり兜。
植物をモチーフとした兜には朝顔
形や馬藺（ばりん）形などがある。
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日
は
鉄
の
打
ち
出
し
、
明
日
は
彫
金
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
漆
が
乾
い
て
い
る

間
に
染
色
を
し
て
、
彫
金
が
終
わ
っ
た
ら

威
し
を
す
る
。
一
日
に
色
々
な
職
人
の
仕

事
を
全
部
一
人
で
こ
な
さ
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

金
工
家
な
ら
金
工
だ
け
、
漆し

つ

芸げ
い

家か

も
漆

を
塗
る
こ
と
に
長た

け
て
い
れ
ば
食
べ
て
は

い
け
る
の
で
す
が
、
甲
冑
師
は
全
て
の
こ

と
を
マ
ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
そ
の
分
お
金
を
貰
え
る
か
と
い
う

と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す（
笑
）。

　

甲
冑
師
が
非
常
に
少
な
い
理
由
は
簡
単

で
す
。

　

仕
事
が
大
変
な
割
に
身
入
り
が
な
い
か

ら
で
す
。
結
局
、
身
入
り
が
よ
か
っ
た
ら

大
変
な
仕
事
で
も
若
い
人
が
育
ち
ま
す
。

や
る
こ
と
が
沢
山
あ
る
の
に
身
入
り
が
な

く
仕
事
も
な
い
。
こ
れ
で
は
後
を
継
ぐ
人

も
育
ち
ま
せ
ん
。

　

無
形
文
化
財
に
な
る
と
国
か
ら
い
く
ら

か
援
助
は
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
公

的
な
援
助
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金
の
援
助

も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、

技
術
を
発
揮
す
る
場
を
多
く
与
え
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　

伊
勢
神
宮
は
二
十
年
に
一
度
、
神
宮
の

本
殿
な
ど
が
建
て
直
し
さ
れ
ま
す
が
、
あ

れ
は
技
術
の
伝
承
の
た
め
に
建
て
替
え
る

意
味
も
あ
る
ん
で
す
。
十
年
に
一
度
で
も

国
宝
の
復
元
依
頼
が
あ
る
な
ど
、
需
要
の

面
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す

ね
。

海
外

　

甲
冑
は
す
ぐ
壊
れ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
、
父
の
代
ま
で
は
生
活
の
糧
と
し
て
五

月
人
形
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
僕
は
あ
く

ま
で
も
本
物
を
作
っ
て
い
た
か
っ
た
の
で

今
は
お
こ
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

僕
は
海
外
で
の
仕
事
が
中
心
で
す
か

ら
、
お
客
様
も
海
外
の
方
が
と
て
も
多
く

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る安土・桃山期

鉄黒漆塗錐形兜
安土桃山時代
左右に描かれた「大」「小」の文
字は大きいものから小さいもの
まで、全てを錐のごとく貫き通
す想いを表している。

鉄打出黒漆塗木菟形兜
安土桃山時代
木菟（ミミズク）、フクロウ科の鳥を
イメージした変わり兜。ミミズクの語
原は「耳付く」や「耳突く」など「耳」
を主とした説が多い。
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い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

甲
冑
の
保
存
の
仕
方
な
ど
、
海
外
で
は

方
法
が
わ
か
ら
ず
に
困
っ
て
い
る
方
が
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
修
復
の
方
法

を
博
物
館
の
人
に
指
導
し
て
い
ま
す
。
漆

は
乾
燥
し
て
い
る
と
ヒ
ビ
が
入
り
、
鉄
は

湿
気
が
あ
る
と
錆さ

び
ま
す
か
ら
ね
。
悪
い

赤
錆
び
を
防
ぐ
た
め
に
小
さ
い
錆
び
を
わ

ざ
と
作
る
な
ど
、
そ
の
方
法
は
多
岐
に
渡

り
ま
す
。

　

修
復
以
外
に
も
甲
冑
を
譲
っ
て
ほ
し
い

と
の
依
頼
も
多
く
、
海
外
の
方
に
は
と
く

に
変
わ
り
兜
と
い
う
の
が
人
気
で
す
。
お

客
様
は
フ
ラ
ン
ス
、イ
タ
リ
ア
、ベ
ル
ギ
ー

と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
か
ら
、
ロ
シ

ア
や
ア
メ
リ
カ
の
方
な
ど
幅
広
く
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
海
外
で
は
若
い
方
も
甲
冑

が
大
好
き
な
ん
で
す
。
友
人
も
い
て「
い

つ
で
も
遊
び
に
来
て
ほ
し
い
」と
誘
い
を

受
け
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
日
本
よ

り
も
海
外
の
方
が
僕
の
知
名
度
は
高
い
で

す
ね（
笑
）。

　

海
外
へ
行
く
と
感
じ
る
こ
と
で
す
が
、

文
化
に
対
し
て
国
の
考
え
方
が
全
く
違
い

ま
す
。
国
家
予
算
か
ら
文
化
財
に
割さ

く
予

算
の
割
合
は
、
日
本
は
フ
ラ
ン
ス
の
十
分

の
一
な
ん
で
す
。
日
本
の
場
合
は
博
物
館

な
ど
か
ら
修
理
の
依
頼
が
来
て
も
、
ま
ず

見
積
り
を
取
り
、
値
段
の
安
い
方
に
決
定

す
る
。
な
ぜ
美
術
品
や
芸
術
品
を
金
額
の

安
い
方
で
決
め
る
の
か
理
解
出
来
ま
せ

ん
。
予
算
や
納
期
の
こ
と
ば
か
り
で
、
技

で
競
う
と
い
う
意
識
が
低
い
ん
で
す
。

　

一
方
、
海
外
で
は
き
ち
ん
と
し
た
仕
事

を
す
る
人
に
対
し
て
は
、
き
ち
ん
と
し
た

評
価
を
し
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
仕
事
に

は
ち
ゃ
ん
と
し
た
報
酬
も
払
う
。
日
本
に

は
職
人
の
一
億
円
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
な
か
な

か
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
海
外
に
行

く
と
普
通
に
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
お
金
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る江戸期

鉄錆地置手拭雑賀兜
江戸時代初期
あたかも手拭を頭に載せたよう
な形から置手拭形と呼ばれる。
雑賀（さいが）衆が好んで用い
たとされている。

鉄錆地菊形兜（銘・明珍宗廣） 江戸時代後期
菊の花弁を兜鉢に、菊の葉を脇立てにした斬新なデザインである。

割蛤形兜 江戸時代初期
割った蛤の貝を裏返した形がモチーフとされている。魚介類では
この他に大地の信仰と結びついた鯰（なまず）をモチーフとした
鯰尾形、縁起の良い鯱（しゃち）をモチーフとした鯱形もある。
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「
こ
れ
だ
け
の
予
算
し
か
な
い
が
、
森

崎
さ
ん
に
し
か
出
来
な
い
か
ら
、
な
ん
と

か
や
っ
て
ほ
し
い
」と
言
わ
れ
た
ら
引
き

受
け
ま
す
。

　

赤あ
か

韋が
わ

威お
ど
し

大お
お

鎧よ
ろ
い

は
二
千
百
万
円
で
復
元

製
作
を
受
け
た
ん
で
す
が
、
二
年
が
か
り

で
大
赤
字
。
日
本
で
は
昔
か
ら
宵
越
し
の

金
は
持
た
な
い
と
い
う
職
人
気か

た
ぎ質
が
続
い

て
い
ま
す
が
、
国
の
文
化
に
対
す
る
考
え

方
が
違
い
過
ぎ
ま
す
。

感
性

　

そ
れ
と
教
育
で
す
。
例
え
ば
外
国
で
は

公
立
の
博
物
館
は
ほ
と
ん
ど
無
料
で
す
。

写
真
も
撮
れ
て
、
椅
子
を
持
っ
て
行
っ
て

ス
ケ
ッ
チ
も
自
由
に
描
け
る
。
好
き
な
子

は
毎
日
の
よ
う
に
通
う
こ
と
が
出
来
る
ん

で
す
。
博
物
館
を
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の

た
め
に
作
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
る

ん
で
す
。

　

日
本
は
課
外
授
業
で
博
物
館
へ
行
く
と
、

た
だ
一
列
に
な
っ
て
順
番
に
見
る
だ
け
で

す
。
気
に
な
っ
た
絵
を
立
ち
止
ま
っ
て
見

て
い
る
と
、先
生
か
ら「
早
く
進
み
な
さ
い
」

と
注
意
さ
れ
る
。
あ
ん
な
画
一
的
な
教
育

で
は
感
性
も
な
に
も
育
ち
ま
せ
ん
。

　

岡
山
の
博
物
館
で
は
、
年
に
二
回
、
文

化
の
日
と
こ
ど
も
の
日
に
、
子
ど
も
た
ち

に
鎧
を
着
せ
る
催
し
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
す
る
と
応
募
が
殺
到
す
る
ん
で
す
。

実
際
に
鎧
を
着
せ
て
あ
げ
、
昔
の
武
士
が

ど
の
く
ら
い
の
も
の
を
着
て
い
た
の
か
重

さ
を
実
感
し
て
も
ら
う
。
子
ど
も
た
ち
は

す
ご
く
感
性
が
鋭
い
の
で
実
物
に
触
れ
さ

せ
て
あ
げ
る
と
感
じ
る
も
の
が
あ
る
ん
で

し
ょ
う
。
甲
冑
に
と
て
も
興
味
を
持
っ
て

く
れ
る
ん
で
す
。
日
本
人
は
伝
統
的
な
も

の
に
対
す
る
思
い
入
れ
を
遺
伝
的
に
持
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

実
用
性
だ
け
を
見
る
と
西
洋
の
鎧
が
優

れ
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
甲

冑
は
武
士
の
美
意
識
、
精
神
性
、
心
意
気
、

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る安土・桃山期

朱漆塗二枚胴具足 安土桃山時代
真田の赤備えを連想させる赤具足である。
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思
い
入
れ
が
全
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま

す
。
な
お
か
つ
身
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、

死
す
る
覚
悟
で
戦
場
に
行
く
死
装
束
で
も

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
武
士
が
各
々
の
想
い

を
込
め
て
依
頼
し
、
卓
越
し
た
技
術
を
持

つ
甲
冑
師
が
製
作
す
る
総
合
美
術
品
で

す
。
間
違
い
な
く
日
本
の
甲
冑
は
世
界
一

で
す
。

　

材
料
も
、
鉄
・
金
・
銀
・
胴
・
真し

ん

鍮ち
ゅ
う

、

牛
革
・
鹿
革
・
絹
・
綿
・
漆
・
染
料
…
…

と
実
に
様
々
で
す
。
甲
冑
ひ
と
つ
見
れ
ば

当
時
の
技
術
レ
ベ
ル
が
全
て
わ
か
る
と
さ

え
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

　

赤
韋
威
大
鎧
に
は
胴
の
部
分
に「
撫な

で
し
こ子
」

の
花
を
図
案
化
し
た
も
の
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
撫
子
は
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

花
で
す
が
、
実
は
武
士
を
象
徴
し
た
花
な

ん
で
す
。
一
つ
の
茎
に
一
つ
の
花
し
か
咲

か
な
い
と
い
う
意
味
で
、
古
来
わ
が
国
で

は
一い

っ

茎け
い

一い
っ

花か

、
つ
ま
り
二ふ

た

心ご
こ
ろ

を
持
た
な
い

代
表
の
花
で
し
た
。
一
度
仕
え
た
人
を
決

し
て
裏
切
ら
な
い
、
武
士
道
の
精
神
で
す
。

　

こ
の
鎧
を
身
に
纏ま

と

っ
て
い
た
武
士
は
そ

れ
を
全
面
に
表
現
し
、
そ
う
い
う
武
士
で

あ
り
た
い
と
願
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

撫
子
の
花
の
ほ
か
に
、
パ
ッ
と
咲
い
て

パ
ッ
と
散
る
と
こ
ろ
か
ら
潔
さ
の
象
徴
と

し
て
桜
、
勇ゆ

う

猛も
う

果か

敢か
ん

な
獅
子
、
勝
負
と
の

語
呂
合
わ
せ
か
ら
菖
蒲
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
精
神
的
な
も
の
や
心
意
気
が
色
々
と

表
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
美
意
識
を
追
求

し
て
い
る
。

国宝・赤韋威大鎧（平安時代末期）=復元製作

赤韋威大鎧（あかがわおどしおおよろい）　※高梁市歴史美術博物館蔵
本歌の国宝は、承久の乱（一二二一年)後、備中穴田郷(高梁市宇治町)に新補の地頭と
して来住した赤木氏の伝来品で、製作当時の姿をほぼ維持する全国唯一のものである。
鎧を構成する小札は三目札（みつめざね）という大型のもので、その総数は千八百枚を超
える。日本の工芸史上、極めて貴重な遺品である。
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昔
は
戦い

く
さ

の
後
、
無
事
を
感
謝
し
、
鎧
や

太た

刀ち

を
神
社
に
奉
納
し
て
い
ま
し
た
。
武

士
に
と
っ
て
命
の
次
に
大
切
な
も
の
と

い
っ
た
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

鍬く
わ

型が
た

　

そ
の
気
持
ち
は
鎧
の
数
え
方
に
も
込
め

ら
れ
て
お
り
、
鎧
は
領
土
の「
領
」と
い
う

数
え
方
を
し
ま
す
。
昔
は
領
土
を
求
め
る

た
め
に
命
懸
け
で
戦
っ
て
い
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
、
物
の
数
で
は
一
番
大
き
な
単
位
か

と
思
い
ま
す
。
唯
一
、「
土
佐
一
国
に
も
代

え
難
し
」と
山
内
家
二
代
藩
主
忠
義
が
将

軍
家
へ
の
献
上
を
断
っ
た
名
刀
、
備
前
国

長お
さ

船ふ
ね

兼か
ね

光み
つ

が
一
国
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

基
本
は
刀
が
一
振
り
で
、
鎧
は
一
領
で
す
。

　

ま
た
、
兜
前
頭
部
に
は「
つ
の
」が
つ
い

て
い
て
、
こ
れ
を
鍬
型
と
呼
び
ま
す
。
鍬

と
は
百
姓
が
畑
を
耕
す
際
に
使
っ
て
い
る

あ
の
鍬
で
す
。
百
姓
の
代
表
的
な
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
鍬
を
兜
の
天
辺
に
付
け
て
常
に

彼
等
を
忘
れ
ず
戦
い
に
行
く
。
我
々
は
百

姓
あ
っ
て
の
武
士
だ
、
と
い
う
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
つ
の
」な
ど
兜
の
装
飾
品
は
非
常
に
合

理
的
に
作
ら
れ
て
お
り
、
か
り
に
枝
に

ひ
っ
か
か
っ
て
も
す
ぐ
に
抜
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
り
、
折
れ
て
身
が
助
か
る
よ

う
に
紙
や
革
、
木
な
ど
で
出
来
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
の
末
期
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け

て
徐
々
に
形
も
変
わ
っ
て
モ
チ
ー
フ
が
造

形
的
に
な
り
ま
す
。　

　

戦
国
時
代
に
な
る
と
戦
い
方
が
集
団
戦

法
に
変
わ
り
、
同
じ
兜
を
被
っ
て
い
る
と

誰
だ
か
認
識
で
き
ず
、
手
柄
を
立
て
た
と

き
に
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
直
江
兼

続
の「
愛
」の
文
字
が
有
名
で
す
が
、
慈く

わ
い姑

の
葉
の
よ
う
な
植
物
で
あ
っ
た
り
、
鹿
の

角
と
い
っ
た
動
物
が
モ
チ
ー
フ
に
な
る
な

ど
奇
抜
な
デ
ザ
イ
ン
の
兜
を
被
っ
て
自
己

主
張
を
す
る
ん
で
す
。

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る江戸期

総髪形兜（慈姑葉脇立付き）
江戸時代初期
大きな慈姑葉をイメージした脇立
が付属している。

鉄黒漆塗和冠形兜 江戸時代中期
冠に似せて作られた美しさの際立つ兜である。

鉄錆地塗三十二間総覆輪兜 江戸時代中期
鹿の角をモチーフとされた脇立は紙と漆で出来ている。
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兜
以
外
で
も
鎧
に
筋
肉
隆
々
の
模
様
を

描
い
た
仁に

王お
う

胴ど
う

、
顔
に
着
け
る
面め

ん

頬ぼ
お

な
ど

全
身
で
個
性
を
表
現
し
ま
し
た
。
面
頬
は

顔
の
防
具
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
ん
で

す
が
、
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
年
齢
や
性
別

を
分
り
に
く
く
す
る
効
果
も
あ
っ
た
。
厳い

か

め
し
い
面
頬
を
つ
け
、
強
さ
を
ア
ピ
ー
ル

し
て
相
手
を
寄
せ
付
け
な
い
。
強
い
人
は

美び

女じ
ょ

頬ぼ
お

、
翁お

き
な

面め
ん

を
つ
け
て
相
手
を
油
断
さ

せ
る
狙
い
も
あ
り
ま
し
た
。
筋
肉
隆
々
の

仁
王
胴
や
厳
め
し
い
面
頬
は
華き

ゃ

奢し
ゃ

な
人
が

身
に
着
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
も
人
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
る
よ
う

に
、
昔
も
武
士
一
人
ひ
と
り
に
個
性
が

あ
っ
た
ん
で
す
。
時
代
ご
と
に
様
々
な
人

間
模
様
が
伺
え
て
面
白
い
で
す
。

　

僕
は
特
定
の
好
き
な
武
将
が
い
る
と
い

う
よ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
将
に
好
き
な

と
こ
ろ
を
感
じ
ま
す
。

　

昔
の
武
将
は
決
し
て
弱
音
を
吐
か
な
い

イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
三み

方か
た

ヶが

原は
ら

の
戦
い
で

武
田
信
玄
に
敗
れ
た
徳
川
家
康
は
お
も
ら

し
を
し
な
が
ら
浜
松
城
に
戻
り
、
苦
渋
の

表
情
を
し
た
肖
像
画
を
描
か
せ
、
自
分
に

対
す
る
戒い

ま
し

め
と
し
た
。

　

上
杉
謙
信
は
片
方
で
は
人
を
切
り
、
片

方
で
は
仏
門
に
入
っ
て
い
た
。
家
康
は
自

分
の
弱
さ
を
み
せ
、
謙
信
は
精
神
的
に
上

手
く
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
す
ご
く
人
間
味
を
感
じ

ま
す
。

　

僕
も
手
は
真
っ
黒
に
な
り
、
汗
だ
く
に

な
っ
て
仕
事
に
没
頭
す
る
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で
は
普
段
の
生
活
が
非
常
に
地
味
な

ん
で
す
。
普
段
が
地
味
な
分
、プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
で
は
華
や
か
な
こ
と
が
好
き
な
ん
で

す
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
好
き
で
す
し
、
謙

信
と
同
じ
よ
う
に
ど
こ
か
で
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い（
笑
）。

　

今
で
こ
そ
一
番
の
趣
味
が
甲
冑
と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
最
初
か
ら
こ
の
仕
事
が
す

ご
く
好
き
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ん
で

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る室町期・江戸期

一枚打出錆地塗総面（銘・明珍紀義久作）
江戸時代末期
面頬は大きく分類すると総面・目の下頬・半頬に
分けられる。

烏天狗形兜
室町時代後期
素材は、鉄・革・乾漆で出来ている。
奇抜な意匠の兜の中でも、圧倒的
な存在感を持つ不気味な兜である。
頭と顔をすっぽりと覆うフルフェイス
式の兜でとても珍しい。同様のフル
フェイス式は、兵庫県豊岡市の出石
神社にある猿形兜が有名。

鳶頬
江戸時代後期
鳶の嘴（くちばし）のように、下顎まで鼻が伸びている。



歴史通 09-autumn ¦148 149 ¦ 歴史通 09-autumn

す
。
こ
の
仕
事
に
の
め
り
込
む
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
昔
の
技
術
に
直
接
触
れ
た

こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

昔
の
甲
冑
師
の
仕
事
か
ら
は
本
当
に
手

を
抜
い
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
全

く
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
一
切
手
を
抜
か

ず
正
確
に
仕
上
げ
て
い
る
。
見
え
な
い
と

こ
ろ
に
手
を
抜
か
な
い
の
が
、
甲
冑
師
で

あ
り
職
人
で
す
。

足
跡

　

今
は
建
造
物
で
も
蓋
を
あ
け
た
ら
手
抜

き
工
事
だ
っ
た
り「
誰
も
見
て
い
な
い
か

ら
い
い
ん
だ
」と
い
っ
た
よ
う
に
杜ず

さ
ん撰
な

設
計
を
し
て
い
ま
す
が
、
昔
の
物
を
見
て

い
る
と
そ
ん
な
考
え
は
出
来
な
く
な
り
ま

す
。
や
は
り
も
の
づ
く
り
は
正
直
で
す
。

手
を
抜
け
ば
す
ぐ
わ
か
る
。
手
を
抜
い
て

い
な
い
か
ら
こ
そ
何
百
年
も
残
っ
て
い
る

ん
で
す
。
僕
が
作
っ
た
作
品
も
何
百
年

経
っ
て
も
残
る
こ
と
を
考
え
る
と
感
慨
深

い
も
の
が
あ
る
。
自
分
の
足
跡
を
残
せ
る

こ
と
に
大
変
な
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

　

い
つ
も
心
掛
け
て
い
る
こ
と
は
手
を
抜

か
な
い
こ
と
で
す
。
日
々
真
面
目
に
コ
ツ

コ
ツ
と
仕
事
を
す
る
。
特
別
な
こ
と
は
何

も
し
て
い
ま
せ
ん
。
気
負
っ
て
こ
れ
を
や

る
ぞ
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
今

後
の
目
標
も
、
こ
の
甲
冑
を
ど
う
し
て
も

作
り
た
い
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
。

　

た
だ
…
…
、
父
親
が
亡
く
な
る
前
に
病

室
で
言
っ
た
の
で
す
。「
仕
事
が
し
た
い
。

こ
こ
に
道
具
と
材
料
を
持
っ
て
来
て
く
れ

な
い
か
」と
。
最
後
の
最
後
ま
で
、
父
は

甲
冑
師
だ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
そ
ん
な

誇
り
と
情
熱
を
持
ち
続
け
る
甲
冑
師
に
な

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

人
間
国
宝
の
方か

た

の
話
で
は
、
ま
ず
精
神

統
一
、
お
風
呂
に
入
り
、
そ
れ
か
ら
仕
上

げ
に
取
り
か
か
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
僕

は
そ
う
い
う
の
が
何
も
な
い
。
一
所
懸
命
、

目
の
前
に
あ
る
仕
事
を
真
面
目
に
こ
な
し

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る安土・桃山〜江戸期

鉄錆地金銀象嵌六枚張雑賀兜（蜂須賀家伝来） 安土桃山時代
装飾に贅を尽くした最も華やかで最も美しい本雑賀兜として有名な逸品である。

鉄錆地百二十間筋兜（銘・正久） 江戸時代中期
百二十枚の鉄の板を、リベットし作られた精緻な兜である。

鉄錆地六枚張筋伏茄子形兜 江戸時代初期
茄子をモチーフとした変わり兜である。
この他にも瓜形、柿形、柘榴（ざくろ）形などがある。
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て
い
く
だ
け
で
す
。
甲
冑
は
小
さ
な
部
品

の
集
合
体
な
の
で
日
々
の
積
み
重
ね
で
完

成
す
る
、
根
気
が
い
る
仕
事
で
す
。

　

甲
冑
師
に
必
要
な
資
質
も
真
面
目
で
手

を
抜
か
な
い
こ
と
で
す
。
今
ま
で「
ま
あ

こ
の
程
度
で
い
い
か
」な
ど
考
え
た
事
が

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
今
出
来
る
最
大
限

ま
で
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

一
度
で
も
僕
に
仕
事
を
依
頼
し
て
く
れ

た
方
は
、
次
回
か
ら
全
て
を
任
せ
て
く
れ

ま
す
。
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
自
信
と
誇

り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

現
代
の
人
は
時
間
や
採
算
を
考
え
過
ぎ

て
い
る
気
が
し
ま
す
。
今
で
も
命
懸
け
で

や
れ
ば
何
で
も
出
来
る
と
思
う
の
で
す
。

予
算
や
納
期
の
こ
と
ば
か
り
考
え
、
結
果

と
し
て「
ま
あ
こ
の
辺
り
で
い
い
や
」と

思
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
い
い
仕
事
な

ど
出
来
ま
せ
ん
。

　

物
を
作
る
人
は
仕
事
の
レ
ベ
ル
を
自
分

で
決
め
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

で
い
い
や
と
思
う
か
、
も
っ
と
と
思
う
か
。

依
頼
者
の
方
か
ら「
も
う
い
い
で
す
よ
」と

言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
自
分

と
し
て
は
納
得
で
き
る
レ
ベ
ル
ま
で
ゆ
か

な
い
と
作
品
と
し
て
出
し
た
く
な
い
ん
で

す
。
全
て
の
仕
事
が
渾こ

ん

身し
ん

の
作
な
の
で
す
。

　
「
出
来
な
い
」と
思
う
瞬
間
は
あ
る
ん
で

す
が
、
そ
の
都
度
、
生
前
、
父
が
よ
く
言
っ

て
い
た「
人
に
出
来
た
こ
と
は
自
分
に
も

出
来
る
」と
い
う
言
葉
に
励
ま
さ
れ
、
最

後
ま
で
や
り
通
し
て
来
れ
ま
し
た
。
父
は

先
人
が
作
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
自
分

に
も
絶
対
出
来
る
、
と
い
う
信
念
を
持
っ

て
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

父
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
、
今
度
は

僕
自
身
が
伝
え
て
行
く
立
場
に
あ
る
の
で

す
が
、
現
在
は
弟
子
を
取
っ
て
い
ま
せ
ん
。

過
去
に
は
取
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
責
任

が
あ
る
仕
事
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
厳

し
い
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

一
般
に
徒と

弟て
い

制せ
い

度ど

と
言
え
ば
厳
し
く
感

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る安土・桃山期

紋柄威二枚胴具足
安土桃山時代
集団戦においても一目で識別出来るほど、大きな白抜きの紋柄と鎌
の前立が特徴である。

破損した籠手の鎖帷子を、一つひとつ丁寧に繋ぎ合わせ
ている。非常に細かく根気のいる作業。
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じ
る
と
思
い
ま
す
が
伝
統
や
文
化
と
い
う

も
の
は
、
厳
し
い
環
境
の
中
で
脈
々
と
伝

え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

修
行
時
代
は
父
に
と
て
も
厳
し
く
さ
れ

ま
し
た
が
、
今
思
え
ば
優
し
さ
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
今
は
厳
し
さ
に
つ
い
て
こ
ら

れ
る
人
が
な
か
な
か
い
ま
せ
ん
。

武
士

　

若
い
人
に
対
し
て
特
に
感
じ
る
こ
と

は
、
技
術
で
は
な
く
考
え
方
の
問
題
で
す
。

作
業
の
指
示
を
出
す
と「
教
わ
っ
た
こ
と

が
な
い
も
の
は
、
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い

の
で
出
来
ま
せ
ん
」と
ま
ず
出
来
な
い
こ

と
の
言
い
訳
を
考
え
て
し
ま
う
。
普
通
は

ど
う
し
た
ら
出
来
る
か
を
考
え
ま
す
が
、

教
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
大
義
名
分
が
あ

る
た
め
平
気
で
言
い
訳
を
す
る
。
そ
れ
が

当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で

す
。

　

父
か
ら
は
、
最
後
に
漆
の
溶
き
加
減
を

教
わ
っ
た
以
外
は
、
こ
う
し
ろ
、
あ
あ
し

ろ
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕

自
身「
な
ん
で
教
え
て
く
れ
な
い
ん
だ
」と

思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
職
人
は
そ

れ
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

人
に
よ
っ
て
は
遠
回
り
を
し
な
い
よ
う

に
、
手
取
り
足
取
り
何
も
か
も
教
え
る
人

も
い
ま
す
。
当
然
、
早
く
習
得
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
は
教
え
て
も
ら
っ
た
方
だ
と

は
思
い
ま
す
。
た
だ
し
教
わ
る
習
慣
が
つ

い
て
し
ま
い
教
わ
っ
た
こ
と
し
か
で
き
な

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る室町時代後期

本小札紺糸威胴丸（大袖付き）
室町時代後期
先代の森崎昌弘が室町時代の胴丸を仕
立て直した甲冑である。

紅糸威腰取黒革胴丸
室町時代後期
（仕立直し・安土桃山時代）
仕立て直しはされているが、
室町時代の胴丸の遺品は大
変貴重である。正面に梵字

（ぼんじ）の切金がある。甲冑
は神仏混合でもあった。
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く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
す
。

　

僕
の
師
匠
は
半
分
が
父
で
す
が
、
半
分

は
物
な
ん
で
す
。
趣
味
で
買
い
集
め
た
甲

冑
も
、
実
物
を
触
っ
て
研
究
す
る
教
科
書

代
わ
り
に
使
っ
て
い
ま
す
。
物
を
分
解
し
、

先
人
が
ど
う
い
う
や
り
方
で
、
ど
ん
な
道

具
を
使
っ
て
い
た
の
か
を
と
こ
と
ん
考
え

る
。
遠
回
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
非
常
に

大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

甲
冑
を
通
し
て
、
色
々
な
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。

　

手
を
抜
か
な
い
真
面
目
さ
を
教
え
て
く

れ
た
の
も
甲
冑
で
す
し
、
武
士
の
心
意
気

を
教
え
て
く
れ
た
の
も
甲
冑
で
す
。
僕
も

武
士
の
よ
う
に
潔
い
生
き
方
が
出
来
た
ら

い
い
な
、
と
甲
冑
を
作
り
な
が
ら
い
つ
も

思
っ
て
い
ま
す
。

　

海
外
の
方
が
来
て
、
日
本
の
文
化
を

ご
っ
そ
り
買
っ
て
行
く
の
を
見
る
と
内
心

複
雑
な
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。
日
本
人

に
も
、
も
う
少
し
自
分
の
国
の
こ
と
を

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
国

の
文
化
や
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う

こ
と
は
と
て
も
嬉
し
い
で
す
し
、
そ
の

き
っ
か
け
が
甲
冑
だ
と
も
っ
と
嬉
し
い
で

す
ね（
笑
）。

　

甲
冑
は
ま
だ
ま
だ
一
部
の
愛
好
家
の
も

の
な
の
で
、
一
般
の
方
に
は
な
か
な
か
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
値
段
が
高
そ
う
と
か
、

お
店
に
も
フ
ラ
ッ
と
は
入
り
に
く
い
と
こ

ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

近
年
は
歴
史
ブ
ー
ム
と
い
う
こ
と
で

「
歴れ

き

女じ
ょ

」と
呼
ば
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

よ
う
で
す
が
、
歴
女
の
方
に
は
な
か
な
か

お
店
に
来
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん（
笑
）。

　

た
だ
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
日
本
の
歴
史

や
文
化
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
こ

と
は
大
変
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
自
分
の
国

の
文
化
の
一
つ
で
あ
る
甲
冑
に
一
人
で
も

多
く
の
方
に
触
れ
て
ほ
し
い
。
今
は
そ
の

思
い
が
強
く
あ
り
ま
す
。 

武将と甲冑の美学甲冑師 森崎干城が語る

紺糸威大鎧（こんいとおどしおおよろい）
※愛媛県歴史文化博物館蔵
本歌の国宝は、源平合戦で活躍した伊予国守
護職河野通信が戦勝御礼のため奉納した。平
安時代末期の作。平治合戦絵巻にみえる大荒
目の鎧で、日本三大鎧の一つである。

甲冑・武具 MORISAKI［森崎］  http://www.yoroikabuto.com

室町時代後期

国宝・紺糸威大鎧（平安時代末期）=復元製作

本小札色々威腹巻（大袖・喉輪付き）
室町時代後期
スタイルや色彩など現代にも通じる美意識を
感じさせる甲冑である。

撮影・佐藤英明　写真提供・森崎干城／高梁市歴史美術博物館／愛媛県歴史文化博物館


