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書
状
の
数
量

　

約
三
九
〇
〇
通
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
実
物
が
遺
存

し
て
い
た
り
、
文
面
が
筆
写
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
政

宗
書
状
の
総
数
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
半
数
以
上
の

一
九
〇
〇
通
近
く
は
実
物
（
原
本
）
が
残
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
の
一
三
〇
〇
通
以
上
、
約

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
自
筆
で
す
。

　

い
ず
れ
の
数
も
た
い
へ
ん
多
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
五
〇

年
以
上
大
名
の
座
に
あ
っ
た
政
宗
で
す
。
実
際
に
差

し
出
し
た
書
状
の
総
数
は
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

江
戸
幕
府
初
期
の
外
交
・
宗
教
政
策
に
関
わ
っ
た

禅
僧
金こ

ん

地ち

院い
ん

崇す
う
で
ん伝
の
『
本ほ
ん
こ
う光
国こ
く

師し

日に
っ
き記
』
か
ら
は
、

政
宗
が
崇
伝
に
宛
て
た
書
状
が
少
な
く
と
も
三
一
通

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
実
物
が

現
存
す
る
の
は
一
通
の
み
で
す
。
崇
伝
宛
書
状
の
現

存
物
は
、
右
の
一
通
の
ほ
か
に
も
三
通
（
計
四
通
）

が
確
認
さ
れ
ま
す
か
ら
、
記
録
に
も
残
ら
な
か
っ
た

崇
伝
宛
書
状
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
政
宗
書
状
の
な
か
に
は
、
案あ
ん
ぶ
ん文
（
下
書
き
、

あ
る
い
は
控
え
）
が
記
録
さ
れ
、
文
面
が
書
き
残
さ

れ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
数
は
、
約
一
一
〇
〇
通
で

す
。
こ
れ
ら
案
文
は
、
政
宗
を
敬
し
て
「
御ご

案あ
ん
も
ん文

」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
書
状
の
実
物
の

現
存
が
知
ら
れ
る
の
は
八
通
の
み
で
す
。
残
存
率
は

わ
ず
か
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
実
際
の
数
量
が
導

き
出
せ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
政
宗

書
状
の
総
数
が
、
と
て
も
千
の
単
位
で
お
さ
ま
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
そ
う
で

す
。自

筆
書
状
と
右
筆
書
状

　

さ
て
、
大
名
の
書
状
は
右ゆ
う
ひ
つ筆

（
書
記
役
）
が
筆
を

執
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
政
宗

の
自
筆
の
多
さ
は
際
立
っ
て
お
り
、
大
き
な
特
徴
を

な
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
政
宗
が
相
手
と
の
信
頼

関
係
を
築
く
の
に
、
自
筆
こ
そ
最
高
の
礼
と
考
え
、

特
に
親
し
い
相
手
に
は
自
筆
の
書
状
に
こ
だ
わ
っ
た

か
ら
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
自
筆
書
状
と
右
筆
に
よ
る
書
状
の
数
量

比
率
が
七
対
三
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
そ
う
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
自
筆
書
状

は
大
事
に
さ
れ
た
た
め
、
残
り
や
す
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

政
宗
晩
年
の
寛か

ん
え
い永
九
年
（
一
六
三
二
）
の
こ
と
で

す
が
、
江
戸
を
訪
れ
て
い
た
公く

げ家
の
土つ
ち
み
か
ど

御
門
泰や
す
し
げ重
が

饗
応
を
受
け
て
い
た
家
宅
に
、
政
宗
か
ら
の
書
状
が

届
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
た
主
人
が
、
政
宗
の
自
筆

だ
か
ら
と
所
望
し
た
の
で
、
泰
重
は
与
え
て
や
っ
た

と
い
い
ま
す
。
政
宗
の
生
前
す
で
に
、
そ
の
自
筆
が

収
集
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

話
で
す
。

　

ま
た
、
先
に
触
れ
た
「
御
案
文
」
は
、
現
存
す
る

八
通
の
書
状
や
文
面
な
ど
か
ら
、
右
筆
に
よ
る
書
状

の
案
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
自
筆
書
状
が

多
く
残
る
宛
先
の
人
物
は
、「
御
案
文
」
に
も
多
い
と

い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
兵
法
家
と
し

て
著
名
な
柳や
ぎ
ゅ
う生

宗む
ね
の
り矩

宛
は
、
自
筆
二
七
通
、
右
筆
四

通
が
現
存
し
、「
御
案
文
」
に
は
二
九
通
見
え
ま
す
。

四
通
の
右
筆
書
状
と
「
御
案
文
」
は
一
通
も
重
な
り

ま
せ
ん
。
今
で
は
知
ら
れ
な
い
宗
矩
宛
の
右
筆
書
状

が
多
数
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。「
御
案
文
」
書
状

に
お
い
て
、
実
物
の
残
存
率
が
き
わ
め
て
低
い
こ
と

は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
す
。

　

政
宗
は
、
礼
式
上
な
ど
状
況
に
応
じ
て
自
筆
と
右

筆
を
使
い
分
け
て
い
て
、
右
筆
書
状
を
自
筆
書
状
現

存
数
で
の
対
比
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
り
は
、
ず
っ
と

多
く
差
し
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

自
筆
書
状
は
、
そ
こ
に
政
宗
の
人
格
が
感
じ
ら
れ

る
趣
が
あ
り
、
書
跡
と
し
て
の
価
値
も
相
ま
っ
て
、

よ
り
選
択
的
に
残
さ
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

※
本
稿
で
は
仙
台
市
博
物
館
の
学
術
研
究
機
関
た
る
立
場
か

　

ら
歴
史
上
の
人
物
名
に
敬
称
を
付
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

柳生宗矩に宛てた伊達政宗の自筆書状（仙台市博物館所蔵）
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第4回

観覧料：常設展料金でご覧いただけます。
一般・大学生：460円（360円）
高校生　　 ：230円（180円）
小・中学生　：110円（90円）

　　　　　※（　）内は30名以上の団体料金
◇休館日：5月1日をのぞく毎週月曜日
◇開館時間：9時～16時45分
　　　　　　　 （入館～16時15分）

〒980-0862 仙台市青葉区川内26番地〈仙台城三の丸跡〉▶ツイッター  ＠sendai_shihaku

仙台市博物館 検 索⬅

［左］仙台領分名所手鑑のうち「山榴岡」伊達宗村書・狩野典信筆(前期展示)、［右］白糸威二枚胴具足(通期展示) いずれも仙台市博物館蔵

2007年以降に収蔵した絵画や書状、甲冑、陶磁器など
バラエティに富んだ仙台市博物館の新たな優品の数々を
紹介します。

TEL:022-225-3074
※期間中、展示替えを行います。
　前期：4月21日（金）～5月14日（日）、後期：5月16日（火）～6月4日（日）

４月２１日（金）～６月４日（日）


