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古河にしかない歴史や文化を

「篆刻という文化が古河に根付くために」

普
段
は
見
ら
れ
な
い

企
画
展
の
裏
側

　
博
物
館
で
い
つ
も
見
て
い
る

展
示
物
が
ど
の
よ
う
に
展
示
さ

れ
て
い
る
か
知
っ
て
い
ま
す

か
。
そ
こ
に
は
、
学
芸
員
の
知

識
と
経
験
、
そ
し
て
文
化
財
に

か
け
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
今
回
は
、
普
段
は
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
古
河
歴
史
博
物
館

の
企
画
展
示
の
裏
側
を
紹
介
し

ま
す
。

▲国指定重要文化財の取り扱いは慎重に ▲文化財を汚さぬようマスクを着用しての作業 ▲作品のキャプションを展覧会ごとに製作▲虫・カビなどの生物被害がないように掃除

守り、次代へつなげていきたい

篆
刻
に
興
味
を
持
っ
た
人
た
ち
が
体
験
を

通
し
て
よ
り
好
き
に
な
る
よ
う
に
、
丁
寧

な
指
導
を
心
掛
け
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　
「
や
っ
て
み
た
ら
楽
し
か
っ
た
」「
今
度

は
講
座
で
し
っ
か
り
と
勉
強
し
て
み
た

い
」
と
話
す
体
験
者
が
数
多
く
い
る
の

は
、
北
野
さ
ん
を
含
め
た
桃
城
印
会
の
仲

間
の
思
い
が
し
っ
か
り
伝
わ
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
篆
刻
の
指
導
員
を
し
て
い
る
と
、
た
く

さ
ん
の
人
と
出
会
え
る
か
ら
そ
れ
だ
け
で

も
楽
し
い
よ
と
笑
い
な
が
ら
話
す
北
野
さ

ん
。
穏
や
か
に
話
す
言
葉
に
は
、
生
井
子

華
を
超
え
る
よ
う
な
天
才
が
再
び
古
河
か

ら
生
ま
れ
る
よ
う
、
篆
刻
の
文
化
を
継
承

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
、
誰
よ
り
も
熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

篆
刻
は
、
決
め
ら
れ
た
方ほ

う
す
ん寸(

四

角)

の
中
で
自
己
表
現
を
す
る
芸

術
で
あ
り
、
た
だ
印
章
を
作
る
だ
け
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
方
寸
の
世
界
に

遊
ぶ
」
と
い
っ
た
篆
刻
な
ら
で
は
の
奥
深

さ
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
篆
刻
が
ま
ち
の
文
化
と
し
て
息
づ
く
古

河
。
そ
こ
に
は
、
日
本
で
唯
一
の
篆
刻
美

術
館
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
篆
刻
の
第

一
人
者
で
あ
る
生い

く

井い

し

か

子
華
の
出
身
地
で
あ

る
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

　
生
井
子
華
の
ま
な
弟
子
で
あ
る
故
河か

わ

野の

隆た
か
し

氏(

大
東
文
化
大
学
書
道
学
科
名
誉
教

授)

は
師
の
志
を
引
き
継
ぎ
、
篆
刻
の
普

及
を
図
る
た
め
篆
刻
美
術
館
の
立
ち
上
げ

や
運
営
、
市
民
を
対
象
と
し
た
篆
刻
講
座

の
講
師
と
し
て
尽
力
し
ま
し
た
。

　
北
野
さ
ん
は
、
平
成
４
年
か
ら
始
ま
っ

篆
て ん こ く

刻体験指導員
桃
と う

城
じょう

印
い ん

会
か い

会長　北野芳男さん

▲桃城印会は、河野氏の教え子の山本晃一氏(帝京大学講師)を招き勉強会を
行っています。自身の作品をもとに指導を受ける表情は真剣そのものです

▲資料の状態を確認しながら、展示内容を検討

た
講
座
の
第
１
期
生
。
篆
刻

の
奥
深
さ
に
魅
せ
ら
れ
、
講

座
の
卒
業
メ
ン
バ
ー
と
共
に

河
野
氏
の
協
力
を
得
て
自
主

講
座
と
し
て
「
桃
城
印
会
」

を
立
ち
上
げ
、
勉
強
会
や
篆

刻
文
化
の
普
及
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
篆
刻
美
術
館
の

事
業
に
協
力
し
、
篆
刻
体
験

や
市
内
小
中
学
校
の
卒
業
篆
刻
体
験
の
指

導
を
行
う
な
ど
、
師
事
す
る
河
野
氏
に
代

わ
っ
て
奔
走
し
て
い
る
姿
が
印
象
的
で
す
。

　
そ
ん
な
北
野
さ
ん
の
行
動
を
支
え
る
原

動
力
は
、
自
分
が
教
わ
っ
て
き
た
篆
刻
と

い
う
文
化
を
絶
や
さ
ず
、
次
の
世
代
に
継

承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

責
任
感
だ
と
話
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

古
河
城
の
出で

城し
ろ

界か
い
わ
い隈
に
古
く
か
ら
あ

る
建
物
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
市

民
の
憩
い
の
場
や
観
光
客
の
回
遊
拠
点
と

し
て
活
用
し
て
い
る
お
休
み
処
坂
長
。

　
４
月
か
ら
坂
長
の
館
長
に
就
任
し
た
金

子
さ
ん
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
古
河
の
ま

ち
な
か
を
多
く
の
人
が
歩
く
に
ぎ
わ
い
あ

る
風
景
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
自
分
が
今

ま
で
培
っ
て
き
た
経
験
を
少
し
で
も
生
か

し
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
感
じ
た
こ
と

で
し
た
。

　
多
く
の
人
に
古
河
の
ま
ち
歩
き
を
し
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
、
友
人
と
一
緒
に
４

年
前
か
ら
継
続
的
に
開
催
し
て
い
る
蚤の

み

の

市
「
ト
ロ
マ
ル
」。
毎
回
、
他
県
か
ら
数

万
人
が
集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
気

が
付
い
た
の
は
、
そ
の
日
多
く
の
人
が
集

ま
っ
て
も
、
次
の
日
ま
で
そ
の
に
ぎ
わ
い

を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
現

実
で
し
た
。

　
集
客
力
の
あ
る
イ
ベ
ン
ト
は
打
ち
上
げ

花
火
の
よ
う
な
一
時
的
な
も
の
。
本
当
に

必
要
な
こ
と
は
、
一
時
的
な
集
客
で
は
な

く
、
持
続
性
の
あ
る
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
に

考
え
方
を
シ
フ
ト
す
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

お休み処　坂
さ か

長
ちょう

館長　金子典子さん
　

▲2階の和室がシェアスペースとして利用されます。歴史を感じる空間で膨
らませる創造の世界はいつも以上に広がるかもしれません

「頑張る人の背中をそっと押せる存在に」

　
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
の

人
た
ち
が
自
身
の
ま
ち
の
魅

力
に
気
付
き
、
そ
の
ま
ち
に

住
ん
で
い
る
こ
と
を
誇
り
に

思
え
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ

の
実
現
の
た
め
に
何
が
で
き

る
の
か
考
え
る
日
々
だ
っ
た

と
言
い
ま
す
。

　
解
決
の
第
一
歩
と
し
て
、

「
日
々
の
暮
ら
し
に
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
を
プ
ラ
ス
す
る
蔵
＝ 

足
す
蔵
」

=

『
＋
蔵
～
タ
ス
グ
ラ
～
』
と
題
し
、
フ

リ
ー
Ｗ
ｉ
‐
Ｆ
ｉ(

無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ) 

を
活

用
し
た
シ
ェ
ア
ス
ペ
ー
ス
の
開
設
や
市
民

の
「
や
り
た
い
」
思
い
を
実
現
す
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
企
画
・
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
ま
ず
は
、
地
域
の
人
た
ち
が
気
軽
に
集

え
る
場
所
に
な
る
よ
う
な
雰
囲
気
づ
く
り

を
し
、
集
ま
っ
た
人
た
ち
に
楽
し
ん
で
も

ら
え
る
よ
う
な
プ
レ
イ
ス
メ
イ
キ
ン
グ
を

こ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
手
掛
け
て
い
き
た
い

と
金
子
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
頑
張
る
人
の
背
中
を
後
押
し
し
、
一
緒

に
古
河
の
フ
ァ
ン
を
増
や
そ
う
と
奮
闘
す

る
姿
に
は
、
子
ど
も
を
そ
っ
と
応
援
す
る

母
親
の
よ
う
な
優
し
さ
が
同
居
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。


