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常
に
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
現
在
に

比
べ
る
と
参
加
す
る
側
に
と
っ
て
も

結
構
な
負
担
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

当
時
の
実
行
委
員
会
は
こ
の
問
題

を
打
開
す
べ
く
、
少
し
で
も
多
く
の

組
合
員
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
出
店
費
を
で
き
る
限
り
安
く
す

る
策
と
し
て
一
時
期
カ
タ
ロ
グ
制
作

を
中
止
し
た
り
、
ブ
ー
ス
形
式
を
や

め
て
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
だ
け
で
会
場
を

仕
切
っ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫

も
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

一
方
、
よ
り
魅
力
的
な
展
示
会
に

す
る
た
め
に
特
別
企
画
や
刀
職
に
よ

る
実
演
コ
ー
ナ
ー
、
無
料
鑑
定
よ
ろ

ず
相
談
（
我
が
家
の
お
宝
鑑
定
）
な

ど
を
設
け
、
内
容
の
充
実
を
図
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
努
力
と
工
夫

が
相
ま
っ
て
、
毎
年
大
勢
の
来
場
者

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
近
年
は
特
に
海
外
か
ら

の
お
客
さ
ま
が
非
常
に
多
く
な
り
、

今
で
は
世
界
中
の
日
本
刀
愛
好
家
や

日
本
刀
デ
ィ
ー
ラ
ー
か
ら
、
大
刀

剣
市
は
年
に
一
度
の
大
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

四
半
世
紀
も
の
長
き
に
わ
た
り
、

こ
の
大
刀
剣
市
と
い
う
共
同
販
売
事

業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

ご
支
持
い
た
だ
い
て
き
た
全
国
の
愛

刀
家
の
皆
さ
ま
、
そ
し
て
初
回
よ
り

後
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
産
経
新
聞

社
、
フ
ジ
サ
ン
ケ
イ 

ビ
ジ
ネ
ス
ア

イ
、
協
賛
を
い
た
だ
い
て
い
る
全
日

本
刀
匠
会
、
そ
の
他
関
係
各
位
の
温

か
い
ご
支
援
の
た
ま
も
の
で
も
あ
り

ま
す
。

　
『
刀
剣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
』
の
巻

頭
挨
拶
文
で
初
代
理
事
長
の
柴
田
光

男
氏
は
「
一
歩
一
歩
の
尊
さ
」
に
つ

い
て
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
歩
一

歩
地
道
に
歩
む
こ
と
で
、
そ
の
一
つ

一
つ
の
小
さ
な
つ
な
が
り
が
大
き
な

結
果
を
生
む
、
と
い
う
思
い
を
込
め

た
こ
の
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
肝
に
銘

じ
、
こ
の
事
業
が
今
後
さ
ら
に
発
展

す
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

　

大
刀
剣
市
に
は
日
本
の
伝
統
文
化

で
あ
る
刀
剣
・
刀
装
・
甲
冑
・
武
具

な
ど
へ
の
関
心
を
高
め
る
場
と
し
、

新
た
な
愛
好
者
を
開
拓
す
る
こ
と
を

目
的
に
し
た
啓
蒙
活
動
の
ほ
か
に
も

う
一
つ
、
こ
の
機
会
を
社
会
福
祉
活

動
と
す
る
意
義
づ
け
が
あ
り
ま
す
。

　

大
刀
剣
市
で
は
、
難
病
を
抱
え
る

子
供
た
ち
に
手
を
差
し
伸
べ
る
「
明

美
ち
ゃ
ん
基
金
」
に
賛
同
し
、
毎
年

浄
財
を
募
っ
て
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
昨
年
の
大

刀
剣
市
で
は
、
深
海
理
事
長
の
理
念

の
一
つ
で
も
あ
る
社
会
へ
の
貢
献
と

い
う
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
わ
れ
わ

れ
刀
剣
商
が
社
会
に
ど
の
よ
う
に
貢

献
で
き
る
か
を
あ
ら
た
め
て
考
え
、

平
成
十
二
年
の
「
三
宅
島
噴
火
義
援

金
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」

以
来
九
年
ぶ
り
と
な
る
チ
ャ
リ
テ
ィ

ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
「
東
日
本
大
震
災

復
興
支
援
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
し
て

昨
年
の
大
刀
剣
市
は
こ
の
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
と
も
ど
も
、
大

変
な
盛
況
の
う
ち
に
無
事
閉
幕
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
年
は
昨
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
特
別
な
企
画

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
三
階
重
文
室
に

お
い
て「
清
盛
と
頼
朝
の
時
代
の
刀
」

と
題
し
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期

に
至
る
古
名
刀
や
こ
の
時
代
に
ゆ
か

り
の
品
物
を
一
堂
に
並
べ
る
特
別
展

を
併
催
し
ま
す
。
ま
た
四
階
で
恒
例

の
「
我
が
家
の
お
宝
鑑
定
」、
全
日

本
刀
匠
会
の
協
賛
で
現
代
刀
匠
に
よ

る
銘
切
り
の
実
演
も
行
い
ま
す
。

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
ギ
リ
シ
ャ
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
危
機

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

影
響
で
、
今
度
は
ス
ペ
イ
ン
国
債
の

信
用
不
安
の
広
が
り
に
伴
う
金
融
機

関
の
急
激
な
資
金
力
低
下
を
建
て
直

す
べ
く
、
大
規
模
な
金
融
支
援
策
が

今
後
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
ユ
ー
ロ
の
価
値
が
対
円

で
大
幅
に
下
落
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経

済
の
失
速
が
昨
今
の
日
本
の
経
済
の

現
状
を
引
き
起
こ
す
一
つ
の
要
因
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
わ
れ
わ

れ
の
刀
剣
界
に
も
非
常
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
大
刀
剣
市
は
初
心
に
戻

り
、
こ
の
共
同
販
売
事
業
を
地
道
に

成
功
さ
せ
る
こ
と
で
、
短
期
的
な
損

得
で
な
く
刀
剣
界
全
体
に
と
っ
て
の

後
々
の
大
き
な
利
益
に
結
び
つ
く
よ

う
、
組
合
員
各
位
の
ご
協
力
を
心
よ

り
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
例
年
以
上
に
た
く
さ
ん
の

お
客
さ
ま
を
お
迎
え
し
、
大
い
に
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

�

（
朝
倉
忠
史
）

う
名
称
の
展
示
即
売
会
で
、
こ
れ
が

'89
年
で
し
た
。
ち
な
み
に
前
年
、
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
形
式
に
よ
り
行
わ
れ
た

「
全
刀
商
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
が
最
初

の
共
同
販
売
事
業
で
、
翌
年
に
は
現

在
の
大
刀
剣
市
の
原
型
と
な
る
ブ
ー

ス
形
式
の
展
示
即
売
会
へ
と
姿
を
変

え
る
の
で
す
。

　

当
時
は
今
の
よ
う
な
大
規
模
な
展

示
即
売
会
で
は
な
く
、
出
店
数
は
わ

ず
か
二
十
一
と
い
う
、
現
在
か
ら
比

較
す
る
と
か
な
り
小
規
模
な
形
で
開

始
さ
れ
ま
し
た
。

　

'91
年
の
第
三
回
か
ら
名
称
を
「
大

刀
剣
市
」
に
変
更
し
、
'94
年
の
第
六

回
か
ら
は
会
場
を
現
在
の
東
京
美
術

倶
楽
部
に
移
し
て
開
催
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
当
初
と
比
べ
る
と
少

し
ず
つ
様
変
わ
り
し
、
出
店
希
望
数

も
毎
年
増
え
続
け
て
現
在
で
は
七
十

を
上
回
る
規
模
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
至
る
に
は
、
こ
の
共
同

販
売
事
業
に
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た

多
く
の
役
員
や
委
員
、
組
合
員
の

並
々
な
ら
ぬ
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
と

思
い
ま
す
。
特
に
共
同
販
売
事
業
を

始
め
て
間
も
な
く
の
こ
ろ
は
す
べ
て

が
手
探
り
の
状
態
で
あ
り
、
か
な
り

の
苦
労
と
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
当
時
は
出
店
数
が
非

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
の
最
大

の
共
同
事
業
で
あ
る
恒
例
の
大
刀
剣

市
を
、
今
年
も
新
橋
の
東
京
美
術
倶

楽
部
で
十
月
二
十
六
日
㈮
～
二
十
八

日
㈰
の
三
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま

す
。
会
場
は
例
年
同
様
に
東
京
美
術

倶
楽
部
の
三
階
と
四
階
の
二
つ
の
フ

ロ
ア
を
使
い
、
受
付
は
四
階
で
す
。

両
階
は
各
組
合
員
の
展
示
ス
ペ
ー
ス

の
ほ
か
、
組
合
展
示
ス
ペ
ー
ス
、
特

別
展
示
の
重
文
室
、
お
宝
鑑
定
の
ブ

ー
ス
、
現
代
刀
匠
銘
切
り
実
演
コ
ー

ナ
ー
、食
堂
な
ど
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

入
場
料
は
三
日
間
の
共
通
券
と
カ
タ

ロ
グ
代
込
み
で
二
千
円
で
す
。

　

さ
て
、
今
年
で
第
二
十
五
回
を
迎

え
る
大
刀
剣
市
で
す
が
、
ス
タ
ー
ト

は
東
京
大
手
町
の
サ
ン
ケ
イ
会
館
で

の
「
刀
剣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と
い
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「
大
刀
剣
市
２
０
１
２
」の
開
催
迫
る

今年も東京美術倶楽部で開催

多くのお客さまで賑わった昨年の大刀剣市

美
術
刀
剣
、
小
道
具
、
武
具
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の

売
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、
加
工
及
び
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承
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ま
す
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写真入り新組合員証・メンバーズ
カードならびに従業者証を作成

　組合員の皆さまのご協力で新規メンバー

ズカードが８月末に完成、申し込まれた方

に順次発送しています。

　今後は新組合員証が身分証明ともなり、

日本刀売買などの取り扱いや飛行機の搭乗

手続き時の簡素化に今まで以上に効力を発

揮するものと考えられます。

　組合事務局では、随時更新手続きを行っ

ています。必要書類は、本人カラー写真２

枚（横２センチ×縦2.5センチ）、古物営業

許可証のコピー。費用は組合員無料、従業

員は2,000円となります。詳細は組合事務局

までお問い合わせください。
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還
暦
過
ぎ
て
も
高
額
な
保
険
金
な

ど
一
度
も
受
け
取
っ
た
こ
と
が
な
い

も
の
で
、
今
ま
で
支
払
っ
た
掛
け
金

を
考
慮
す
る
と
、
何
か
え
ら
い
損
を

し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
す

が
、
実
際
は
そ
う
い
う
高
額
な
保
険

金
を
受
け
取
る
よ
う
な
局
面
に
遭
遇

し
な
か
っ
た
こ
と
に
、
感
謝
す
べ
き

な
の
で
し
ょ
う
。

　

組
合
主
催
の
大
刀
剣
市
も
十
年
ほ

ど
前
か
ら
損
害
保
険
に
加
入
し
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
高
額
の
刀
装
具
の

窃
盗
被
害
が
発
端
で
す
。

　

大
刀
剣
市
が
回
を
重
ね
て
広
く
認

知
さ
れ
る
に
従
い
、
入
場
者
が
増
加

し
、
特
に
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
直
後
は

お
客
様
が
怒
濤
の
ご
と
く
入
っ
て
こ

ら
れ
、
通
路
は
身
動
き
が
取
れ
な
い

状
態
に
な
り
ま
す
。
不
届
き
者
に
と

っ
て
は
格
好
の
舞
台
で
す
。

　

鐔
・
小
柄
・
目
貫
な
ど
の
刀
装
具

は
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
こ
と
も
あ
り
、

「
な
く
な
っ
た
」「
盗
ま
れ
た
」
と
い

う
声
は
初
期
の
こ
ろ
か
ら
聞
い
て
い

ま
し
た
。
対
策
と
し
て
入
場
料
を
頂

き
、
混
雑
の
緩
和
を
期
し
、
保
険
加

入
で
被
害
の
補
て
ん
を
目
論
見
ま
し

た
。

　

古
美
術
品
は
、
保
険
会
社
に
と
っ

て
と
て
も
扱
い
に
く
い
も
の
と
推
測

で
き
ま
す
。
盗
ま
れ
や
す
い
、
傷
つ

き
や
す
い
、
評
価
が
曖
昧
で
あ
る
、

盗
ま
れ
た
の
か
な
く
し
た
の
か
店
主

も
判
断
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
、
そ

し
て
狂
言
の
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

私
の
店
で
も
動
産
保
険
に
入
ろ
う

と
保
険
屋
さ
ん
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、

で
き
る
も
の
な
ら
か
か
わ
り
た
く
な

い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
保
険
料
の
提

示
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
が
保
険
に
入
る

動
機
は
、
家
や
店
の
火
事
、
車
で
の

事
故
、
ガ
ン
な
ど
の
大
病
ほ
か
、
人

生
の
危
機
的
状
況
の
際
の
金
銭
的
負

担
の
軽
減
が
目
的
で
す
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
に
観
点
を
置
く
と
、
店

舗
の
火
災
、
賠
償
し
き
れ
な
い
ほ
ど

の
高
額
な
品
物
の
預
か
り
、
こ
の
商

品
が
紛
失
・
盗
難
に
遭
っ
た
ら
店
の

屋
台
骨
が
揺
ら
ぐ
―
こ
う
い
う
と
き

保
険
の
二
文
字
を
思
い
浮
か
べ
ま

す
。
し
か
し
、
保
険
の
契
約
の
段
に

な
る
と
、
免
責
条
項
の
多
さ
と
複
雑

さ
に
と
ま
ど
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

先
般
、
大
刀
剣
市
の
開
催
期
間
中

に
加
入
す
る
損
害
保
険
の
説
明
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
気
に
な
る
免
責
事

項
で
す
が
、
通
常
、
立
証
が
難
し
い

「
万
引
き
」
は
不
担
保
に
な
る
そ
う

で
す
が
、
大
刀
剣
市
の
性
格
上
、
こ

の
不
担
保
を
外
し
、
会
期
中
は
万
引

き
も
補
償
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

　

気
に
な
る
の
は
、
今
ま
で
の
契
約

で
は
、
簿
価
が
百
万
円
以
上
は
保
険

金
支
払
い
対
象
外
と
い
う
こ
と
で

か
、
個
別
に
高
額
の
損
害
保
険
を
選

択
す
る
か
、
そ
れ
も
自
己
責
任
と
い

す
。
こ
の
こ
と
を
正
確
に
認
識
し
て

い
た
大
刀
剣
市
実
行
委
員
は
、
果
た

し
て
ど
れ
だ
け
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

と
な
る
と
、
該
当
の
高
額
商
品
は

三
日
間
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
か
ら
出
す

わ
け
に
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
な
。
特
に
刀
装
具
は
絶
対
出

せ
な
い
！ 

で
も
、
ケ
ー
ス
か
ら
出

し
て
見
せ
な
け
れ
ば
売
れ
な
い
し

…
。

　

ホ
ン
ネ
は
、
高
額
品
を
保
険
金
支

払
い
対
象
に
し
て
、
と
言
い
た
い
と

こ
ろ
。
同
じ
保
険
で
も
、
長
い
人
生

に
対
応
す
る
も
の
と
、
三
日
間
の
美

術
イ
ベ
ン
ト
対
象
で
は
ず
い
ぶ
ん
違

う
ん
だ
な
ぁ
、
と
。「
何
を
今
に
な

っ
て
悟
っ
て
」
と
、
出
店
者
各
位
に

は
叱
ら
れ
そ
う
。

　

コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か
ら

す
れ
ば
こ
ん
な
も
の
と
割
り
切
る

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

�

（
服
部
暁
治
）

大
刀
剣
市
の
保
険
シ
ス
テ
ム

組合こよみ （平成24年7月～8月）

7 月 1 日

13日
13日
17日

17日

17日

17日

18日
24日

26日
8 月 1 日

2 日
3 日
7 日

9 日

23日

23日

23日

30日

銀座・ルノアールにて『刀剣界』『全刀商』編集委員会を開催（校
正）。出席者、深海理事長・清水専務理事・嶋田理事・綱取理事・
服部理事・持田監事・飯田慶雄氏・大平将広氏・齋藤隆久氏・
生野正氏・新堀賀将氏・藤岡弘之氏・松本義行氏・宮澤琢氏・
土子民夫氏。
深海理事長が町村信孝衆議院議員の勉強会に出席。

『刀剣界』第６号、『全刀商』第21号が入荷。
東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加67名、出来高
17,146,500円。
組合交換会会場にて「大刀剣市」図録掲載品を集荷（第１回）。
担当清水専務理事・嶋田理事。
理事会を開催。出席者、深海理事長・猿田副理事長・土肥副
理事長・川島副理事長・清水専務理事・伊波常務理事・嶋田
理事・新堀理事・髙橋理事・服部理事・冥賀理事。

『刀剣界』第７号編集委員会を開催。出席者、深海理事長・
綱取理事・服部理事・冥賀理事・持田監事・大平氏・齋藤氏・
生野氏・新堀氏・藤岡氏・松本氏・宮澤氏・土子氏。

「大刀剣市」図録掲載品を撮影（第１回）。
名刀会会場にて「大刀剣市」図録掲載品を集荷（第２回）。
担当清水専務理事・嶋田理事。

「大刀剣市」図録掲載品を撮影（第２回）。
銀座刀剣倶楽部会場にて「大刀剣市」図録掲載品を集荷（第
３回）。担当清水専務理事・嶋田理事・服部理事。

「大刀剣市」図録掲載品を撮影（第３回）。
「大刀剣市」図録掲載品を撮影（第４回）。
組合事務所にて「大刀剣市」図録編集委員会を開催。出席者、
清水専務理事（実行委員長）・嶋田理事・髙橋理事・服部理事・
冥賀理事・持田監事・飯田氏・齋藤氏・藤岡氏・松本氏・宮
澤氏・土子氏。
清水専務理事・伊波常務理事・嶋田理事が産経新聞社を訪問、

「大刀剣市」の後援を依頼。
東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加60名。出来高
13,526,500円。
理事懇談会を開催。出席者、深海理事長・猿田副理事長・土
肥副理事長・清水専務理事・朝倉理事・新堀理事・綱取理事・
服部理事・冥賀理事。
義援金配分理事懇談会を開催。出席者、深海理事長・猿田副
理事長・土肥副理事長・川島副理事長・清水専務理事・高橋
理事・服部理事・冥賀理事。
同美印刷にて「大刀剣市」図録編集委員会を開催（初校）。
出席者、清水専務理事・嶋田理事・服部理事・持田監事・飯
田氏・齋藤氏・生野氏・松本氏・宮澤氏・冥賀亮典氏・土子氏。

　

今
年
も
大
刀
剣
市
の
季
節
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
準
備
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
容

が
あ
り
、
閉
幕
し
た
途
端
に
着
手
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
が
、
今
回
は
図
録
の
制
作
に
か
か

わ
る
通
称
「
図
録
編
集
委
員
会
」
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

掲
載
す
る
作
品
の
集
荷
は
交
換
会

の
折
と
決
め
、
今
年
は
七
月
十
七
日

の
組
合
交
換
会
、
同
二
十
四
日
の
名

刀
会
、
八
月
一
日
の
銀
座
刀
剣
倶
楽

部
の
三
日
間
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
交
換
会
に
出
席
で
き
な
い

方
の
た
め
に
送
付
受
付
の
窓
口
を
設

け
ま
し
た
。
そ
の
労
を
銀
座
長
州
屋

さ
ん
と
飯
田
高
遠
堂
さ
ん
の
二
店
に

お
願
い
し
ま
し
た
。

　

委
員
は
交
換
会
当
日
、
持
参
さ
れ

た
刀
や
刀
装
具
な
ど
の
受
付
を
し
、

申
込
書
の
記
入
内
容
や
鑑
定
書
の
コ

ピ
ー
の
有
無
な
ど
を
よ
く
確
認
し
、

作
品
を
撮
影
場
所
ま
で
運
び
ま
す
。

こ
の
日
の
委
員
は
刀
剣
商
と
し
て
交

換
会
に
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

撮
影
の
立
ち
会
い
を
経
て
所
蔵
店
に

作
品
を
返
却
す
る
ま
で
、
気
の
休
ま

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
刀
剣
市
の
出
展
者
が
確
定
す
る

と
、
編
集
委
員
会
を
開
い
て
図
録
の

ペ
ー
ジ
固
め
を
行
い
、原
稿
を
作
成
、

さ
ら
に
写
真
が
上
が
っ
て
く
る
の
を

待
っ
て
レ
イ
ア
ウ
ト
、
そ
し
て
印
刷

所
へ
の
入
稿
と
な
り
ま
す
。

　

校
正
は
八
月
末
の
初
校
作
業
に
始

ま
り
、
一
月
後
の
完
成
ま
で
に
少
な

く
と
も
五
回
を
数
え
ま
す
。
そ
れ
で

も
誤
植
は
な
い
か
、
作
品
の
カ
ラ
ー

は
う
ま
く
出
て
い
る
か
と
、
神
経
を

使
い
ま
す
。

　

た
だ
今
、
編
集
委
員
は
フ
ル
稼
働

し
て
い
ま
す
の
で
、
十
月
初
め
に
は

美
麗
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
感
い
っ
ぱ
い
の

図
録
を
皆
さ
ま
に
お
届
け
で
き
ま

す
。
な
お
、委
員
は
次
の
方
々
で
す
。

　

朝
倉
忠
史
・
飯
田
慶
雄
・
齋
藤
隆

久
・
齋
藤
恒
・
嶋
田
伸
夫
・
清
水
儀

孝
・
生
野
正
・
新
堀
賀
将
・
髙
橋
正

法
・
綱
取
譲
一
・
服
部
暁
治
・
深
津

尚
樹
・
深
海
信
彦
・
宮
澤
琢
・
冥
賀

吉
也
・
持
田
具
宏
・
青
年
部
（
大
平

将
広
・
齋
藤
隆
洋
・
新
堀
徹
・
服
部

一
隆
・
松
本
義
行
・
冥
賀
亮
典
）

�

（
藤
岡
弘
之
）
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何
業
に
限
ら
ず
、
そ
の
業
界
の

好
・
不
況
の
景
気
診
断
は
、
世
界
の

経
済
や
政
治
の
状
況
と
、
そ
れ
ら
に

敏
感
に
影
響
さ
れ
る
日
本
経
済
の
動

向
を
見
極
め
な
が
ら
の
も
の
と
な
る

が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
各
業
界
個
々

の
事
情
も
重
要
な
診
断
材
料
と
な
り

得
る
。

　

世
の
中
が
好
況
に
沸
い
て
い
る
と

き
に
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
企
業

も
あ
れ
ば
、
不
況
下
に
も
業
績
を
伸

ば
す
会
社
も
あ
る
よ
う
に
、
必
ず
し

も
す
べ
て
が
世
界
や
日
本
の
経
済
の

動
き
と
比
例
し
て
い
る
と
は
言
い
得

な
い
が
、
自
身
の
力
の
及
ば
な
い
絶

対
的
な
大
き
な
力
に
左
右
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ

う
。

　

そ
れ
は
太
陽
の
周
り
を
回
り
、
し

か
も
自
ら
も
回
転
し
て
い
る
地
球
に

も
例
え
ら
れ
よ
う
。
日
本
を
含
む
世

界
的
規
模
の
政
治
・
経
済
の
核
と
な

る
と
こ
ろ
の
も
の
が
太
陽
、
各
種
業

界
が
太
陽
系
の
一
つ
で
あ
る
地
球
だ

と
す
れ
ば
、
地
球
は
太
陽
の
影
響
を

ま
と
も
に
受
け
な
が
ら
も
一
方
で
自

転
も
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
太
陽
を
巡
る
公
転
の
部
分
は

日
々
の
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
に
詳
し

く
、
日
本
中
の
誰
も
が
現
状
を
把
握

し
得
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
特
殊

事
情
に
よ
る
業
界
の
自
転
部
分
は
報

道
さ
れ
ず
、
現
況
判
断
と
先
行
き
の

見
通
し
は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、

ま
た
一
致
指
数
が
表
さ
れ
て
い
な
い

業
種
も
多
く
、
全
く
先
が
読
め
な
い

と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
り
得
る
で
あ

ろ
う
。

　

さ
て
、
翻
っ
て
わ
が
業
界
の
公
転

と
自
転
と
を
眺
め
て
み
る
と
、
業
界

自
体
に
も
二
面
性
が
あ
り
、
し
か
も

双
方
は
関
連
し
合
っ
て
動
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
小
売
り
主
体
の
業
態

と
交
換
市
場
な
ど
が
中
心
の
商
い
と

で
あ
る
。
愛
好
家
・
収
集
家
を
対
象

と
す
る
店
頭
な
ど
で
の
小
売
り
活
動

の
売
れ
行
き
や
値
動
き
は
、
世
の
中

の
景
気
・
不
景
気
が
購
入
動
機
の
有

無
に
直
結
す
る
公
転
の
影
響
を
強
く

受
け
、
業
界
内
で
行
わ
れ
る
交
換
会

な
ど
の
取
引
相
場
は
自
転
の
も
た
ら

す
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

い
ず
れ
も
現
在
は
最
低
ラ
イ
ン
ま

で
落
ち
込
み
、
悲
観
的
な
見
方
が
蔓

延
し
て
い
る
が
、
結
論
的
に
言
っ
て

そ
れ
ほ
ど
の
心
配
は
な
く
、
既
に
底

は
脱
し
た
と
も
言
い
得
る
。
最
近
の

報
道
に
よ
れ
ば
、
外
需
が
ブ
レ
ー
キ

に
な
り
景
気
回
復
の
足
を
引
っ
張
っ

て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国

自
体
は
大
震
災
か
ら
の
復
興
需
要
を

背
景
に
、
緩
や
か
で
は
あ
る
が
回
復

し
つ
つ
あ
り
、
依
然
と
し
て
厳
し
い

環
境
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
内
閣
府

な
ど
の
発
表
に
よ
る
景
気
動
向
指
数

は
強
気
に
推
移
し
て
い
る
。

　

一
方
、
業
界
内
に
お
け
る
自
転
作

用
の
影
響
は
、
五
カ
月
前
に
起
こ
っ

た
不
払
い
事
故
に
よ
り
急
速
に
市
場

が
縮
小
し
、
出
来
高
も
相
場
も
落
ち

込
ん
だ
が
、
現
在
は
実
需
に
基
づ
く

健
全
相
場
が
確
立
さ
れ
、
下
落
は
底

を
打
っ
て
い
る
。
業
界
内
で
は
実
は

公
転
に
よ
る
影
響
よ
り
も
こ
の
自
転

に
よ
る
作
用
の
方
が
数
字
に
も
表
れ

て
理
解
し
や
す
く
、
ま
た
実
感
と
し

て
も
各
人
の
マ
イ
ン
ド
に
深
く
刻
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
個
々
の
業
者
も
、
後
ろ

を
振
り
向
い
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な

い
と
い
う
の
が
共
通
認
識
で
、
こ
れ

か
ら
秋
、
年
末
・
年
始
に
か
け
て
新

た
な
戦
略
を
立
て
た
い
と
こ
ろ
で
も

あ
り
、
市
場
も
次
第
に
活
況
を
呈
し

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

公
転
の
影
響
は
避
け
ら
れ
な
く
て

も
、
自
転
こ
そ
は
自
ら
の
努
力
で
改

善
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
自
転

な
ら
ぬ
自
転
車
操
業
の
売
買
で
一
時

的
に
膨
張
し
た
後
に
大
き
な
被
害
を

被
る
よ
り
も
、
安
全
・
確
実
な
取
引

相
場
の
方
が
永
続
性
が
あ
り
、
ま
た

計
算
も
立
ち
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

　

太
陽
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
四
季

を
織
り
成
し
つ
つ
、
刀
剣
業
界
自
身

も
昼
夜
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
遅
ま

き
な
が
ら
よ
う
や
く
業
界
は
、
不
払

い
事
故
の
勇
気
あ
る
事
前
抑
止
が
景

気
安
定
の
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
り
良
い

自
転
の
た
め
に
、
知
恵
を
出
し
合
う

時
が
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

風
向
計
深 

海  

信 

彦

其之三

第
７
回

　

研
師
の
小お

こ
の
ぎ

此
木
光こ

う
が
く岳（
本
名
岳
志
）

さ
ん
は
、
昭
和
三
十
八
年
生
ま
れ
の

四
十
九
歳
。
こ
の
道
に
入
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、中
学
生
の
と
き
、

人
間
国
宝
・
故
大
隅
俊
平
刀
匠
の
鍛

錬
所
を
見
学
に
訪
れ
、
初
め
て
日
本

刀
の
魅
力
に
接
し
た
こ
と
だ
そ
う
で

す
。

　

そ
の
後
、
刀
鍛
冶
を
志
し
た
時
期

も
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
刀
に
か
か

わ
る
「
職
人
」
に
な
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
強
く
、
縁
あ
っ
て
人
間
国

宝
・
故
永
山
光
幹
先
生
に
入
門
さ
れ

ま
し
た
。
独
立
後
は
、
刀
剣
研
磨
・

外
装
技
術
発
表
会
に
お
い
て
特
賞
や

優
秀
賞
、
努
力
賞
な
ど
を
数
々
受
賞

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
此
木
さ
ん
は
、
刀
を
研
ぐ
際
に

刀
の
時
代
や
特
徴
、
持
ち
味
を
最
大

限
に
引
き
出
す
よ
う
に
心
掛
け
て
努

め
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
故
永
山

先
生
に
言
わ
れ
続
け
た
「
研
ぎ
と
は

非
常
に
根
気
の
要
る
仕
事
で
あ
り
、

思
い
通
り
に
い
か
ず
、
時
に
は
め
げ

そ
う
に
な
る
気
持
ち
に
鞭
を
打
っ

て
、
日
々
精
進
す
る
こ
と
を
忘
れ
る

べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
胸
に
刻

み
、
日
々
研
磨
に
臨
ん
で
お
ら
れ
ま

す
。

　

研
磨
代
金
は
、
御
刀
を
拝
見
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
上
で
、
状
態
に
よ
り

ご
相
談
と
な
り
ま
す
が
、
目
安
と
し

て
定
寸
で
刀
は
二
十
五
万
円
前
後
、

脇
指
は
二
十
万
円
前
後
、
短
刀
は

十
五
万
円
前
後
と
な
り
ま
す
。

　

連
絡
先
＝
〒
３
７
０
―

０
４
２
６

群
馬
県
太
田
市
世
良
田
一
一
三
〇　

☎
〇
二
七
六
―

五
二
―

三
四
五
九

刀
職
紹
介

　

金
工
の
川
島
義
之
さ
ん
は
、
昭

和
二
十
二
年
生
ま
れ
の
六
十
五
歳
。

三
十
代
の
初
め
に
、
縁
あ
っ
て
購
入

し
た
現
代
刀
に
付
い
て
い
た
拵
の
鐔

が
刀
匠
鐔
で
、
当
時
は
そ
の
良
さ
も

わ
か
ら
ず
、「
現
代
刀
に
は
現
代
の

鐔
が
合
う
の
で
は
」と
思
っ
た
の
が
、

趣
味
の
鐔
作
り
と
刀
を
勉
強
す
る
き

っ
か
け
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

五
十
三
歳
の
と
き
、
勤
め
て
い
た

会
社
が
合
併
、
早
期
退
職
し
た
の
を

機
に
本
格
的
に
刀
職
仕
事
に
打
ち
込

み
、
特
に
文
字
透
鐔
の
製
作
に
没
頭

さ
れ
ま
し
た
。
特
定
の
師
に
つ
い
て

修
業
し
た
わ
け
で
は
な
く
独
学
で
学

ば
れ
た
た
め
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返

し
な
が
ら
も
楽
し
ん
で
鐔
や
刀
装
具

な
ど
の
製
作
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
作
名
刀
展
彫
金
の
部
で
は
、
優

秀
賞
や
努
力
賞
を
幾
度
も
受
賞
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

川
島
さ
ん
は
、
鐔
作
り
を
行
う
上

で
、
輝
き
の
あ
る
黒
錆
に
す
る
こ
と

を
心
掛
け
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

　

製
作
代
金
は
特
に
決
め
て
い
な
い

の
で
、
注
文
さ
れ
る
方
と
の
話
し
合

い
の
上
で
と
の
こ
と
。

　

現
在
は
、
静
岡
県
銃
砲
刀
剣
類
登

録
審
査
員
や
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協

会
静
岡
県
支
部
副
支
部
長
兼
事
務
局

の
役
職
の
ほ
か
、
愛
好
家
の
集
ま
り

で
あ
る
草
薙
刀
剣
会
の
事
務
局
も
務

め
る
な
ど
刀
剣
界
の
発
展
に
尽
く
し

て
お
ら
れ
ま
す
。

　

連
絡
先
＝
〒
４
２
４
―

０
８
４
１

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
追
分
三
―

五
―

四
一　

☎
〇
五
四
―

三
六
三
―

〇
二
五
五�

（
川
島
貴
敏
）

〈
研
師
〉
小
此
木
光
岳
さ
ん

〈
金
工
〉
川
島
義
之
さ
ん

連絡先 090-8845-2222

www.premi.co.jp

代表者　髙 島 吉 童
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「会津十一代 和泉守兼定展」のご案内

　福島県の郷土刀工「会津十一代 和泉守兼
定」の展覧会を、10月26日㈮～28日㈰、銀座
泰文堂店内において開催します。
　初期作から
晩年作までの
約40振を展示
し、27日㈯午
後のみ、土方
歳三資料館館
長・土方愛様
のご好意によ
り、通常は土
方歳三の命日
前後のみ資料
館で展示して
いる新撰組副
長土方歳三の
佩刀「和泉守
兼定　慶應三
年二月日」を
特別展示します。また、27日午後３時より、
今回の展覧会開催にご協力いただいた十一代
兼定の研究家・外山登氏によるギャラリー
トークも予定しています。
　大刀剣市開催中の展示ですので、ご来場の
際にはぜひ併せてお立ち寄りください。
　なお、和泉守兼定の図録を、１部2,000円
で販売します。会場で行われる募金や図録に
よる収益は、すべて十一代兼定の故郷である
福島県に直接寄付させていただきます。被災
された方々が、悲しみを乗り越え、一日も早
く復旧・復興されますことを祈念します。
　会期：10月26日㈮～28日㈰
　　　　午前10時～午後７時
　会場：銀座泰文堂
　　　　東京都中央区銀座4-3-11
　　　　松崎ビル４階
　　　　☎03-3563-2551
　　　　地下鉄銀座駅Ｂ４出口すぐ
　　　　ＪＲ有楽町駅銀座口より徒歩３分
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刀
剣
商
リ
レ
ー
訪
問
❼	

菊
一
純
平
さ
ん

　

今
回
の
リ
レ
ー
訪
問
で
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
神
奈
川
県
鎌

倉
市
の
「
菊き

く
い
ち一
伊
助
商
店
」
の
菊
一

純じ
ゅ
ん
ぺ
い平
さ
ん
で
す
。

　

歴
史
あ
る
鎌
倉
駅
の
西
口
か
ら
、

店
舗
が
連
な
る
御
成
通
り
を
過
ぎ
、

県
道
を
右
に
長
谷
寺
方
面
に
向
か
う

と
、
す
ぐ
に
「
菊
一
」
と
看
板
が
か

か
っ
た
雰
囲
気
の
良
い
店
舗
が
あ
り

ま
す
。
ガ
ラ
ス
の
引
き
戸
を
開
け
る

と
、
刀
や
小
道
具
、
さ
ま
ざ
ま
な
種

類
の
包
丁
・
ハ
サ
ミ
・
刃
物
、
そ
し

て
た
く
さ
ん
の
砥
石
が
並
ん
だ
包
丁

研
磨
の
仕
事
場
が
あ
り
、
匠
の
空
間

に
包
ま
れ
ま
す
。

　

丁
寧
に
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
ご
当

主
公ひ

ろ
あ
き明
様
の
後
ろ
か
ら
、
皆
さ
ん
市

場
で
お
馴
染
み
、
素
直
で
少
し
は
に

か
ん
だ
笑
顔
の
純
平
さ
ん
が
登
場
し

ま
し
た
。

　

菊
一
家
は
、
純
平
さ
ん
の
曾
祖
父

丑
三
さ
ん
が
明
治
三
十
五
年
（
一
九

〇
二
）、
横
浜
で
本
阿
弥
系
に
よ
る

刀
剣
研
磨
・
修
理
、
軍
装
仕
立
て
を

中
心
に
創
業
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
中

央
刀
剣
会
の
横
浜
地
域
の
お
仕
事
も

さ
れ
、
多
磨
墓
地
に
あ
る
栗
原
彦
三

郎
氏
建
立
の
「
軍
刀
報
国
碑
」
に
そ

の
お
名
前
も
刻
ま
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。
そ
の
後
、
二
代
目
当
主
が
菊
一

伊
助
商
店
と
し
、
東
京
・
世
田
谷
区

の
尾
山
台
に
も
出
店
、
包
丁
研
磨
・

刃
物
販
売
へ
事
業
展
開
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
鎌
倉
へ
は
平
成
二
年
に
、

両
店
舗
を
統
合
す
る
形
で
開
店
さ
れ

た
そ
う
で
す
。

　

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
そ
の
営
業

内
容
は
少
し
ず
つ
変
わ
り
つ
つ
、
今

は
日
本
刀
・
小
道
具
類
販
売
と
、
包

丁
・
刃
物
の
研
磨
・
修
理
・
販
売
と

が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
調
和
し
て
い
る
よ

う
で
す
。

　
「
い
つ
も
市
場
で
売
買
し
て
い
る

刀
は
？
」
と
聞
く
と
、「
店
頭
に
は

あ
ま
り
出
さ
な
い
ん
で
す
」
と
笑
っ

て
答
え
ま
す
。
い
や
、
私
の
右
前
ケ

ー
ス
に
あ
っ
た
、
地
鉄
が
整
っ
て
刃

文
の
華
や
か
な
龍
彫
り
の
腰
刀
、
素

敵
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
包

丁
や
刃
物
の
研
磨
に
ど
れ
ほ
ど
の
需

要
が
あ
る
か
、
と
思
う
方
も
多
い
で

し
ょ
う
。
実
は
、
私
が
訪
問
し
た
八

月
の
月
曜
午
前
の
わ
ず
か
一
時
間

に
、
四
組
の
お
客
さ
ま
が
包
丁
や

大
き
な
裁
ち
鋏
な
ど
を
お
持
ち
に
な

り
、
研
磨
を
依
頼
し
て
い
ま
し
た
。

古
都
鎌
倉
の
匠
店

菊一伊助商店と菊一純平さん

　

今
、
包
丁
研
ぎ
を
す
る
お
店
は
全

国
的
に
も
少
な
い
そ
う
で
す
。
切
れ

味
の
良
い
包
丁
を
一
度
使
う
と
、
料

理
が
楽
し
く
な
る
の
で
リ
ピ
ー
タ
ー

が
多
く
、
ま
た
緑
に
囲
ま
れ
、
鎌
倉

彫
は
じ
め
木
彫
が
盛
ん
な
当
地
は
、

鎌
や
彫
刻
刀
の
研
磨
需
要
も
多
く
、

忙
し
い
毎
日
の
よ
う
で
す
。

　

純
平
さ
ん
が
席
を
離
れ
た
と
き
、

お
父
さ
ま
が
「
理
系
に
進
む
と
思
っ

て
い
た
ら
、
こ
の
仕
事
に
入
っ
て
く

れ
た
。
先
日
の
創
業
百
十
周
年
を
機

に
、
メ
イ
ン
は
息
子
に
シ
フ
ト
し
て

い
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
」
と
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。
親
孝
行
ぶ
り
に
も

感
心
し
た
が
、
お
父
さ
ま
の
覚
悟
も

素
晴
ら
し
い
。

　

そ
の
純
平
さ
ん
曰
く
「
修
理
を
受

け
た
も
の
を
、
ま
た
喜
ん
で
い
つ
ま

で
も
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
。
刃
物
を
通
じ
、
日
本

刀
文
化
の
窓
口
と
し
て
、
皆
さ
ん
へ

の
橋
渡
し
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
し
て
こ
の
使
命
を
、
長
く
続
け
て

い
き
た
い
」。
四
代
目
と
し
て
こ
ち

ら
も
立
派
で
す
。

　

海
ま
で
歩
い
て
も
十
分
。
皆
さ
ん

も
鎌
倉
に
お
出
か
け
の
際
は
、
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
に
な
ら
れ
て
は
い
か
が

か
と
思
い
ま
す
。

　

〒
２
４
８
―

０
０
１
４　

神
奈
川

県
鎌
倉
市
由
比
ヶ
浜
一
―

三
―

七　

☎

〇
四
六
―

七
二
三
―

〇
一
二
二　

水
曜

定
休�

（
伊
波
賢
一
）

一
葉
の
記
憶

〔
刀
剣
界
昔
話
〕

黄
金
期
を
迎
え
る
直
前
の
全
刀
会

　

全
国
美
術
刀
剣
会
（
略
称
「
全
刀

会
」）
の
前
身
で
あ
る
十
六
日
会
は
、

昭
和
四
十
年
十
月
十
六
日
に
発
足
。

二
カ
月
の
活
動
の
後
に
、
中
宮
敬
堂

翁
の
提
案
に
よ
り
、
字
音
を
共
通
す

る
「
寿じ

ゅ
ろ
く禄

会
」
に
名
を
変
え
、
さ
ら

に
四
十
三
年
に
は
全
国
美
術
刀
剣
会

と
改
名
し
た
。

　

代
表
者
は
日
本
刀
剣
・
伊
波
富
次

郎
氏
、
会
場
は
東
京
美
術
倶
楽
部
で

あ
る
。

と
と
な
り
、
歩
み
を
共
に
す
る
刀
剣

会
は
黄
金
期
を
迎
え
る
。

　

既
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
方
が
多
い

が
、
今
日
の
刀
剣
会
に
及
ぼ
し
た
影

響
は
大
き
い
。

　

こ
の
第
一
回
旅
行
会
に
は
、
参
加

者
の
約
三
分
の
一
が
招
待
者
で
あ
る

た
め
、
本
文
に
お
い
て
一
部
に
正
確

な
お
名
前
を
特
定
し
て
記
す
こ
と
が

困
難
で
あ
っ
た
。
行
き
届
か
ぬ
点
は

お
許
し
願
い
た
い
。 

（
齋
藤
隆
久
）

　

全
刀
会
は
会
員
全
員
が
出
資
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
共
同
会
」
と
し
て

現
在
に
至
り
、
そ
の
活
動
期
間
は
間

も
な
く
五
十
年
と
な
る
。

　

掲
出
の
写
真
は
、
そ
の
全
刀
会
の

第
一
回
目
の
旅
行
大
会
に
お
け
る
、

参
加
者
の
記
念
集
合
写
真
で
あ
る
。

昭
和
四
十
一
年
八
月
十
六
日
。
場
所

は
、箱
根
の
塔
ノ
沢
に
あ
る
環
翠
楼
。

　

こ
の
全
刀
会
誕
生
の
数
年
後
に

は
、
日
本
の
国
力
は
大
躍
進
す
る
こ

（前列左から）赤荻清次郎、上野恒治、福與兼吉、齋藤一郎、佐藤陸雄、伊波富次郎（白水）、中宮峯二（敬
堂）、―、飯田国太郎、茂木岩吉、―

（二列目左から）吉田定雄、―、伊波富彦、山本（名―）、齋藤忠重令夫人ツル、齋藤光喜令息大助、齋
藤忠重令息幸一、鈴木貴久治、一条兼良、大平武男、飯田稔、池田稔、小林要太郎、池田大介（演次）

（三列目左から）飯田一雄、飯田一雄令息智一、齋藤隆年（雅稔）、谷野弥太郎、齋藤忠重、―、中宮好
郎、―、―、―、服部善三郎、齋藤光喜、―

（四列目左から）松岡秋広、菊一千秋、―、島（阿部）和子、永井孝二、松木敏男、佐藤次喜、武井（名
―）、―� （敬称略、―は不詳）

●交換会紹介●
［宇都宮会］
　今年の２月から、JR宇都宮駅
近くのホテルニューイタヤで新
たな交換会が始まりました。会
長は、大光堂の店主大塚康徳氏
です。
　この宇都宮会の歴史は古く、
元々は現会長の祖父である大塚
源市氏が運営していた交換会で
した。その源市氏が亡くなり、
長く休会が続いてきました。
　最近になって若手刀剣商たち
の要望や協力を受け、また全国
刀剣商業協同組合の理事長・理
事の方々の支援もあって、再開
にこぎつけました。
　この交換会では、全く新しい
試みを始めています。それは「交
換掲示板」です。これは一般の
競りとは違い、会長管理の小向
かいのようなシステムです。や
はり目垢を付けたくないという
商品があるのも事実で、しかし
不透明な取引になりがちな小向
かいを、この交換会の役員たち
が知恵を絞って、できる限り公
平・公正に取引するシステムに
しようとしています。
　新しい世代に、新しい波を創
り出すことが期待されていま
す。この交換会は、毎月27日、
JR宇都宮駅近くのニューイタヤ
ホテルで開催されております。
　会　場＝ホテルニューイタヤ
　　　　　栃木県宇都宮市大通

り2-4-6
　　　　　☎028-635-5511
　開催日＝毎月27日
　連絡先＝宇都宮市中央5-7-5
　　　　　大光堂　大塚康徳
　　　　　☎028-633-6349
� （宮澤　琢）
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三
年
半
余
り
の
施
工
期
間
を
経

て
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
が
い
よ
い

よ
完
成
し
ま
し
た
。
六
百
三
十
四
メ

ー
ト
ル
。赤
城
山
か
ら
上
京
し
た
際
、

「
よ
し
！
」
と
思
い
、
少
し
遠
回
り

し
て
間
近
で
見
ま
し
た
。
天
を
射
抜

く
よ
う
な
そ
の
姿
に
、
思
わ
ず
圧
倒

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が

あ
っ
た
こ
の
国
に
と
っ
て
今
、
こ
の

塔
が
建
つ
こ
と
、
二
十
一
世
紀
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
、
支
柱
の
一
つ
に
加

わ
る
こ
と
は
、
大
変
頼
も
し
く
感
じ

ま
す
。

　

さ
て
、
同
時
期
、
私
は
十
二
年

の
修
業
を
重
ね
た
後
、
刀
匠
銘

「
恒つ

ね
よ
し厳
」
と
し
て
、
故
郷
・
群
馬
県

前
橋
の
地
に
鍛
刀
場
を
構
え
、
独
立

の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

　

こ
の
道
に
入
る
き
っ
か
け
は
、
学

生
時
分
に
古
書
店
で
手
に
取
っ
た
冊

子
『
麗
』「
現
存
の
優
品
」
で
し
た
。

そ
れ
に
載
っ
て
い
た
宮
入
昭
平
師
の

記
事
を
読
み
、
こ
の
時
代
に
日
本
刀

を
作
る
人
が
い
る
こ
と
に
驚
き
、
ま

た
戦
後
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、
美
術

刀
剣
復
興
を
支
え
た
生
き
方
に
深
く

感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

山
形
で
の
修
業
時
代
は
、
た
だ
た

だ
這
い
つ
く
ば
っ
て
、
し
が
み
つ
い

て
、
ひ
た
す
ら
に
心
と
身
体
を
タ
フ

に
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と
親
方
の
元

に
置
い
て
も
ら
っ
た
月
日
。
不
器
用

な
こ
と
、
ア
タ
マ
が
な
い
こ
と
を
教

え
ら
れ
て
、
そ
れ
で
も
刀
が
好
き
で

作
り
た
い
と
思
い
、
頭
の
中
に
刀
の

格
好
が
あ
る
な
ら
何
と
か
形
に
な
る

ん
だ
と
、
そ
う
習
っ
て
き
た
気
が
し

ま
す
。「
鍛
冶
屋
に
は
鍛
冶
屋
の
ア

タ
マ
っ
て
の
が
あ
る
ん
だ
…
…
」。

よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
目
指
す
刀
は
「
鎌
倉
」、
で
は

な
く
、「
心
を
一
瞬
で
魅
了
で
き
る

刀
」
と
答
え
ま
す
。
史
上
の
名
刀
を

た
だ
真
似
た
と
し
て
も
、
世
の
中
す

べ
て
の
人
に
「
美
し
い
」
と
感
じ
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
だ
か
ら

で
す
。

　

関
東
で
は
川
﨑
晶
平
刀
匠
が
、
純

粋
な
目
で
刀
が
見
ら
れ
る
よ
う
、
志

を
持
っ
て
若
手
を
牽
引
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
国
の
歴
史
の
象

徴
で
あ
る
日
本
刀
が
、
家
々
の
未
来

を
紡
ぐ
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
共
感
さ
れ

る
日
が
来
ま
す
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
の

道
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
方
々
が
い
れ

ば
幸
い
で
す
。

　

日
本
刀
が
永
遠
に
輝
き
を
放
ち
ま

す
よ
う
に
。

高
橋 

恒
厳

心
を
一
瞬
で
魅
了
で
き
る

刀
を
目
指
す

4

　

据
紋
象
嵌
で
盛
り
上
が
っ
た
、
い

か
つ
い
額
の
下
か
ら
ギ
ョ
ロ
ッ
と
し

た
目
玉
が
睨
み
つ
け
ま
す
。
瞳
や
白

眼
は
ど
う
や
っ
て
細
工
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
入
道
の
背
後
か
ら

は
線
象
嵌
で
蜘
蛛
の
巣
が
抜
け
な
く

張
ら
れ
、
向
か
い
に
平
安
武
士
が
二

人
う
た
た
寝
を
し
て
い
ま
す
。

　

裏
面
に
は
太
刀
が
一
口
、
忍
び
寄

る
蜘
蛛
の
巣
を
絶
つ
が
ご
と
く
神
秘

的
な
威
光
を
放
っ
て
据
え
置
か
れ
て

い
ま
す
。
細
鏨
で
彫
ら
れ
た
そ
の
銘

は
、「
元
治
乙
丑
季
春　

金
原
源
政

明
彫
工
（
花
押
）」。
幕
末
の
暗
雲
を

名
刀
膝
丸
に
よ
っ
て
振
り
払
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ

た
作
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
造
り
を

じ
っ
く
り
見
つ
め
て
い
る
と
、
持
ち

主
の
数
寄
者
は
、「
こ
の
画
題
は
土
蜘

蛛
だ
よ
。こ
の
二
人
は
渡
辺
綱
と
坂
田

金
時
。土
蜘
蛛
の
術
に
か
か
っ
て
眠
ら

さ
れ
、土
蜘
蛛
が
こ
れ
か
ら
主
の
源
頼

光
を
襲
お
う
と
す
る
と
、
頼
光
の
愛

刀
膝
丸
が
自
ら
鞘
を
払
っ
て
土
蜘
蛛

を
退
治
す
る
と
い
う
話
。
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
？
」と
講
釈
さ
れ
ま
し
た
。

　

何
も
聞
か
な
け
れ
ば
「
見
て
終
わ

り
」だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、蘊う

ん
ち
く蓄

を

聞
い
て
興
味
が
か
き
立
て
ら
れ
ま
し

た
。

　

刀
剣
商
は
品
物
を
引
き
立
た
せ
る

説
明
が
で
き
な
け
れ
ば
、
普
通
の
値

段
で
し
か
物
は
売
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
知
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
お
客

さ
ま
か
ら
満
足
さ
れ
る
と
、
そ
の
講

釈
代
が
売
り
値
に
反
映
で
き
ま
す
。

刀
剣
商
の
実
力
、
腕
の
見
せ
所
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
に
と
っ
て
こ
の
土
蜘
蛛
鐔
は
、

逆
に
、
説
明
を
聞
い
て
に
わ
か
に
欲

し
い
と
思
う
気
持
ち
に
駆
ら
れ
た
お

手
本
の
品
物
で
す
。
売
ろ
う
と
は
や

る
気
持
ち
を
悟
ら
れ
ず
、
い
か
に
も

珍
品
、
貴
重
な
品
物
で
あ
る
か
の
ご

と
く
講
釈
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
鐔
が
し
ば
ら
く
店
に
飾
っ
て

あ
る
の
は
、
手
放
し
た
く
な
い
か
ら

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
別
保
存
刀
装

具
に
し
て
原
価
の
上
が
っ
た
こ
の
鐔

を
、
儲
け
て
売
れ
る
日
が
早
く
来
る

よ
う
に
、
腕
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
続
け
る
毎
日
な
の
で

す
。 

（
松
本
義
行
）

私が出会った珍品 〈土蜘蛛〉

■
一
筆
啓
上

　

以
前
『
松
田
次
泰
の
世
界
』（
か

つ
き
せ
つ
こ
著
）
の
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ

ュ
ー
で
、
松
田
刀
匠
を
「
責
任
の
世

代
の
刀
匠
」
と
書
い
た
。
こ
れ
は
自

身
の
作
品
が
世
に
出
て
独
り
歩
き
す

る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
知
っ
て
い

る
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
せ
て
も
ら

っ
た
が
、「
若
者
広
場
」
に
今
回
登

場
し
た
高
橋
恒
厳
刀
匠
は
作
刀
承
認

を
受
け
て
間
が
な
く
、
が
む
し
ゃ
ら

に
自
分
の
作
品
と
向
き
合
っ
て
い
る

世
代
だ
ろ
う
。

　

地
鉄
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
り
、
鎌

倉
期
の
太
刀
の
写
し
を
何
振
も
成
功

さ
せ
て
い
る
恒
厳
刀
匠
だ
が
、
そ
ん

な
彼
に
も
転
機
が
目
の
前
に
来
て
い

る
の
か
。

　
「
売
ら
ん
が
た
め
の
作
刀
」
こ
ん

な
言
葉
が
恒
厳
刀
匠
の
脳
裏
に
浮
か

ん
だ
と
き
、
初
期
の
虫
歯
の
痛
み
の

よ
う
に
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
な
い
も
の

が
、
同
じ
年
代
の
刀
匠
で
か
た
く
な

に
古
刀
に
こ
だ
わ
り
、
こ
の
リ
レ
ー

コ
ラ
ム
の
バ
ト
ン
を
待
つ
工
藤
将
成

刀
匠
の
視
線
で
あ
ろ
う
。

　

佐
野
美
術
館
の
「
日
本
刀
の
匠
た

ち
」
で
二
人
の
作
品
を
見
れ
ば
、
近

い
地
域
で
近
い
も
の
を
目
指
し
て
い

る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
、
相
互
に
理

解
者
で
あ
り
、
友
人
で
あ
り
、
好
敵

手
な
の
も
明
ら
か
だ
。
友
人
を
お
い

て
、
独
り
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
走

れ
な
い
と
悩
む
恒
厳
刀
匠
の
姿
が
容

易
に
想
像
で
き
る
。

　

彼
ら
の
先
輩
の
川
﨑
晶
平
刀
匠
は

言
っ
た
。「
ツ
ネ
ゴ
ン
の
刀
が
売
れ

な
い
よ
う
で
は
、
僕
た
ち
の
刀
も
裏

付
け
を
持
て
な
い
」
と
…
…
。

　

道
を
模
索
す
る
に
当
た
り
、
友
人

と
歩
み
、
時
に
迷
い
、
先
輩
に
助
言

を
請
う
。
こ
れ
も
若
者
の
特
権
で
あ

る
。
大
い
に
語
り
合
っ
て
ほ
し
い
。

後
悔
を
す
る
前
に
。 

（
綱
取
譲
一
）

●交換会紹介●
［新橋会］
　新橋会は、前身の築地会という名称で二十数年
の歴史があります。先ごろの前代未聞の相次ぐ倒
産で存続の危機に直面しましたが、７月より、東
京美術刀剣商業協同組合の所有している新橋プラ
ザの会場を借り、新たに「新橋会」の名称で無事
引き継ぐことができました。日本刀を扱う私たち
にとって、歴代がしっかり残してくれた素晴らし
い伝統をまた次の世代へつなぐこと大切さを実感
しています。ご参加をお待ちします。
　当会は、午前中競り売りで、昼食後50万円以上
の入札を行います。
　会　場＝東京都港区新橋４- ９- １
　　　　　新橋プラザビル1401号室
　開催日＝毎月15日、売り番午前９時半抽選、競

り午前10時開始、昼食後入札
　連絡先＝横浜市旭区さちが丘２
　　　　　新堀孝道　☎045-364-2893

［愛宕会］
　本会は７月25日、新たに「愛宕会」として発足
しました。初会には遠方各地より組合員の刀剣商
から骨董商まで、若い方からベテランの方まで幅
広い世代の方に多数来ていただき、会場がいっぱ
いになりました。
　他の会にはない当会の特徴は、入札が10万円以
上という安価に設定されており、入札参加者が多
数いるということ。また、居合をやる方などの買
い手も多く、売り手とのバランスが取れていて、
入札のできる回数もきわめて高くなっています。
　初会の参加者は50人以上に上り、午前10時半開
始で、会が競り終わったのは午後５時半ごろ。昨
今の景気低迷の中でも盛り上がりを見せました。
他にはない手法の新たな会で、今後も盛り上がり
を期待しています。
　会　場＝東京都港区新橋４- ９- １
　　　　　新橋プラザビル1401号室
　開催日＝毎月25日、売り番午前９時半抽選、入

札午前10時半開始、入札終了後競り
　連絡先＝横浜市旭区さちが丘２
　　　　　新堀徹　☎045-364-2893 （新堀賀将）

　

本
名
祐
哉
。
昭
和
五
十
二

年
十
二
月
十
日
、
群
馬
県

生
ま
れ
。
上
林
恒
平
師
に

師
事
。
平
成
十
五
年
に
作

刀
許
可
。
二
十
四
年
、（
公

財
）
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協

会
主
催
「
新
作
刀
展
覧
会
」

に
て
努
力
賞
を
受
賞
。

☆
連
絡
先
＝
〒
３
７
１
―

０
１
０
５　

群
馬
県
前
橋
市
富
士
見
町
石
井
一
六
六
四
―

二
五

　

☎
○
九
○
―

九
二
四
六
―

七
八
三
五

縦74㎜×横68㎜
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七
月
二
十
七
日
か
ら
八
月
二
十
六
日

ま
で
、
静
岡
県
三
島
市
の
佐
野
美
術
館

に
お
い
て
第
三
回
「
日
本
刀
の
匠
た
ち

―
私
の
最
高
傑
作
」展
が
開
催
さ
れ
た
。

　

同
美
術
館
は
平
成
十
九
年
よ
り
刀
剣

に
携
わ
る
職
方
の
団
体
「
た
く
み
会
」

と
共
催
で
、
日
本
刀
の
技
を
継
承
し
新

た
な
創
造
の
世
界
へ
と
精
進
す
る
刀
工

た
ち
と
、
そ
れ
を
支
え
る
刀
職
た
ち

の
作
品
発
表
の
機
会
を
増
や
す
た
め
に

「
日
本
刀
の
匠
た
ち
」
展
を
開
催
し
て

き
た
。

　

本
展
覧
会
で
は
刀
工
三
十
二
名
、
職

方
九
名
が
自
ら
選
ん
だ
傑
作
を
出
品
、

さ
ら
に
今
回
は
特
別
展
示
と
し
て
、
昨

年
他
界
さ
れ
た
刀
身
彫
刻
の
苔
口
仙
琇

氏
の
作
品
が
集
め
ら
れ
、
合
わ
せ
て

八
十
五
点
が
展
示
さ
れ
た
。

　

優
れ
た
特
別
展
を
開
催
す
る
こ
と
で

知
ら
れ
る
同
美
術
館
で
は
、
同
時
に
新

た
な
愛
刀
家
の
育
成
、
啓
蒙
を
目
的
に

数
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
が
例
年
多
数
企
画

さ
れ
て
お
り
、
本
年
も
体
験
講
座
と
し

て
刀
工
が
作
っ
た
小
刀
に
土
置
き
し
、

焼
入
れ
を
行
う
「
小
刀
の
焼
入
れ
に
挑

戦
」、
五
寸
釘
を
鎚
で
叩
い
て
伸
ば
し
、

砥
石
で
研
い
で
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
を
作

る
「
五
寸
釘
で
ナ
イ
フ
を
作
っ
て
み
よ

う
」、和
室
で
日
本
刀
を
鑑
賞
す
る
「
日

本
刀
を
持
っ
て
み
よ
う
」、
日
本
刀
を

保
存
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
手
入
れ
の

方
法
を
学
ぶ「
日
本
刀
の
手
入
れ
講
座
」

な
ど
、多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。

　

圧
巻
だ
っ
た
の
は
「
日
本
刀
公
開
製

作
―
砂
鉄
が
日
本
刀
に
な
る
ま
で
」
と

「
職
方
公
開
製
作
」。
両
公
開
実
演
は
、

イ
ベ
ン
ト
の
口
切
り
と
し
て
二
日
間
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
製
鉄
か
ら
鍛
錬
・

研
磨
・
鞘
製
作
・
刀
身
彫
刻
・
鎺は

ば
き

製
作
・

柄
巻
き
ま
で
、
日
本
刀
製
作
の
流
れ
を

包
括
的
に
鑑
賞
で
き
る
大
変
貴
重
な
機

会
と
な
っ
た
。

　

初
日
に
は
伊
藤
重
光
刀
匠
が
同
美
術

館
駐
車
場
に
炉
を
据
え
、
砂
鉄
と
木
炭

を
交
互
に
炉
に
投
入
し
、
吹
子
で
風
を

送
っ
て
鉧け

ら（
鋼
の
固
ま
り
）を
作
る「
た

た
ら
製
鉄
」
を
操
業
。
現
在
で
は
滅
多

に
見
る
こ
と
が
適
わ
な
い
だ
け
に
、
遠

　

中
禅
寺
湖
を
望
む
二
荒
山
中
宮
祠
に

お
い
て
、
二
荒
山
神
社
男
体
山
頂
鎮
座

一
二
三
〇
年
記
念
な
ら
び
に
宝
物
館
開

館
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
七
月
十
四

日
か
ら
十
一
月
四
日
ま
で「
宝
刀
展
」が

開
催
さ
れ
て
い
る
。
開
催
前
日
の
レ
セ

プ
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、

宝
物
館
内
覧
会
お
よ
び
奉
納
刀
打
ち
初

め
式
な
ど
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

同
神
社
は
国
内
屈
指
の
刀
剣
類
所
蔵

神
社
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
一
七
六
振

が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
そ
の
う

ち
の
四
五
点
が
厳
選
さ
れ
展
示
さ
れ

た
。
わ
れ
わ
れ
名
刀
を
拝
見
す
る
機
会

は
ま
ま
あ
る
が
、
大
太
刀
の
名
刀
を
今

回
ほ
ど
（
一
五
振
）
多
く
拝
見
で
き
る

の
は
初
め
て
で
あ
る
。

　

加
え
て
刀
剣
製
作
当
時
の
拵
が
同
時

に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
機

会
は
二
度
と
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
、
奉
納
さ
れ
た
御
刀

を
長
年
に
わ
た
り
大
切
に
保
管
し
て
き

た
神
社
な
ら
で
は
の
証
で
あ
る
。

　

総
長
一
五
九
セ
ン
チ
、
刃
長
一
二
六

セ
ン
チ（
四
尺
一
寸
六
分
）の
大
太
刀「
備

州
長
船
倫
光
」（
国
宝
）は
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
り
、
何
度
か
拝
見
し
て
い
る

が
、
そ
の
倍
以
上
の
長
大
な
総
長
三
二

四
・
一
セ
ン
チ
、
刃
長
二
一
六
・
六
セ

ン
チ（
七
尺
一
寸
五
分
）の
号
・
祢
々
切

丸（
重
文
）が
正
面
入
り
口
に
展
示
さ
れ

て
お
り
、
ま
ず
は
度
肝
を
抜
か
れ
た
。

　

そ
の
横
に
刃
長
四
尺
一
寸
二
分
の

号
・
瀬
昇
太
刀
（
重
文
）
と
刃
長
四
尺

四
寸
六
分
半
の
号
・
柏
太
刀
（
重
文
）

が
展
示
さ
れ
、
ま
さ
に
大
太
刀
の
そ
ろ

い
踏
み
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
国
宝

で
は
前
述
の
倫
光
と
小
太
刀
の
来
国
俊

が
展
示
さ
れ
、
や
は
り
製
作
当
時
の
黒

漆
蛭
巻
太
刀
拵
が
添
え
ら
れ
、
非
常
に

参
考
と
な
る
。

　

そ
の
他
、
滅
多
に
拝
見
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
平
安
時
代
の
剣
二
口
、「
一
」

字
の
あ
る
鎌
倉
初
期
の
剣
や
、
カ
マ
ス

切
先
の
古
備
前
遠
近
（
重
文
）
な
ど
も

見
応
え
が
あ
る
。

　

宝
物
館
一
階
・
二
階
全
館
を
使
用
し

て
展
示
さ
れ
、
通
常
の
照
明
で
な
く
刀

剣
展
示
用
に
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
あ
り

が
た
い
。
し
か
も
、
展
示
品
は
す
べ
て

が
研
ぎ
上
が
っ
た
状
態
で
あ
り
、
大
変

　

日
本
は
猛
暑
が
続
く
中
、
ア
メ
リ
カ

の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
。
カ
ラ
ッ
と

し
た
快
晴
で
、
過
ご
し
や
す
い
天
気
で

し
た
。

　

八
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
エ
ア
ポ
ー
ト
・
マ
リ
オ
ッ
ト

ホ
テ
ル
の
ホ
ー
ル
に
て
刀
の
即
売
会
が

行
わ
れ
た
。い
わ
ば
海
外
版
大
刀
剣
市
。

米
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
・
日
本
か
ら

八
十
店
舗
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ィ
ー

ラ
ー
が
出
店
す
る
米
国
内
で
一
番
大
き

な
ソ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
で
あ
る
。

　

特
別
重
要
刀
剣
や
重
要
刀
剣
・
重
要

小
道
具
の
名
品
か
ら
錆
身
の
軍
刀
や
小

道
具
の
う
ぶ
品
な
ど
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
日
本
文
化
の
品
物
が
各
テ
ー
ブ
ル
に

所
狭
し
と
並
ん
で
お
り
、
圧
巻
の
光
景

で
あ
る
。
終
戦
後
持
ち
帰
っ
た
ア
メ
リ

カ
に
は
ま
だ
ま
だ
多
数
の
う
ぶ
品
や
名

品
が
あ
る
の
か
と
、
大
変
興
味
深
い
。

　

会
場
内
で
は
公
益
財
団
法
人
日
本
刀

文
化
振
興
協
会
の
大
塚
寛
信
氏
が
柄
巻

き
を
、
池
田
長
正
氏
が
研
ぎ
を
、
そ
れ

ぞ
れ
持
参
し
た
道
具
を
使
っ
て
実
演
し

て
い
た
。
米
国
内
に
は
研
師
も
柄
巻
き

師
も
ご
く
少
な
い
た
め
、
実
際
の
仕
事

を
知
る
機
会
が
少
な
く
、
皆
興
味
深
く

見
て
い
た
。

　

ソ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
で
は
勉
強
会
も
各

日
に
開
い
て
お
り
、
誰
で
も
参
加
で
き

方
か
ら
の
来
館
者
や
親
子
連
れ
な
ど
多

く
の
見
学
者
が
集
ま
っ
た
。

　

伊
藤
刀
匠
が
製
作
し
た
自
家
製
鉄
炉

に
大
量
の
木
炭
と
砂
鉄
が
投
入
さ
れ
、

吹
子
で
送
風
が
始
ま
る
と
力
強
い
炎
が

巻
き
起
こ
り
、
そ
の
火
力
の
強
さ
に
木

炭
は
ど
ん
ど
ん
と
減
っ
て
ゆ
き
、
新
た

な
木
炭
と
砂
鉄
が
次
々
に
投
入
さ
れ
て

い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
伊
藤
刀
匠
の
解
説
が
始
ま

る
と
、
見
学
者
か
ら
は
「
ど
こ
の
砂
鉄

を
用
い
て
い
る
の
か
」「
温
度
の
調
整

は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
う
の
か
」「
い

つ
ご
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
な
製
鉄
が
行
わ

れ
て
い
た
の
か
」
な
ど
多
く
の
質
問
が

寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
希
望
者
に
は
吹
子

の
操
作
や
、
木
炭
と
砂
鉄
の
投
入
を
体

験
す
る
こ
と
が
刀
匠
か
ら
提
案
さ
れ
、

多
く
の
方
が
初
め
て
の
吹
子
の
感
触
や

炉
の
熱
気
に
驚
き
な
が
ら
楽
し
ん
で
い

た
。

　

当
日
は
三
五
度
を
超
す
炎
天
下
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
二
時
間
以
上
に
わ
た
る

操
業
の
間
、
見
学
者
は
途
絶
え
る
こ
と

が
な
く
、
炉
の
中
か
ら
真
っ
赤
な
鉧
が

取
り
出
さ
れ
た
後
も
質
問
は
続
い
た
。

伊
藤
刀
匠
は
、
こ
ち
ら
も
驚
嘆
す
べ
き

体
力
と
使
命
感
で
そ
の
質
問
一
つ
一
つ

に
丁
寧
に
答
え
ら
れ
て
お
り
、
大
盛
況

で
あ
っ
た
。

　

筆
者
も
当
日
、
吹
子
の
操
作
を
体
験

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
一
見
単
純
作

業
の
よ
う
に
見
え
て
実
に
難
し
か
っ

た
。
押
し
引
き
の
切
り
返
し
、
角
度
、

速
度
の
す
べ
て
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
行
わ

れ
な
い
と
空
気
を
一
定
に
送
れ
な
い
。

刀
匠
は
そ
れ
を
行
い
つ
つ
、
炎
の
色
、

見
や
す
い
。

　

国
宝
二
振
、
重
文
一
一
振
、
県
文

一
〇
振
を
含
む
宝
刀
四
五
振
が
展
示
さ

れ
、
特
に
大
太
刀
一
五
振
が
一
堂
に
拝

見
で
き
る
展
覧
会
は
今
後
二
度
と
な
い

と
思
わ
れ
る
。日
光
を
観
光
し
な
が
ら
、

ぜ
ひ
見
て
ほ
し
い
展
覧
会
で
あ
る
。
な

お
、
今
回
展
示
さ
れ
て
い
る
宝
刀
の
全

写
真
を
載
せ
て
い
る
立
派
な
図
録
「
宝

刀
譜
」
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
は
、
午
後
五
時
よ

り
宝
物
館
前
に
て
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行

わ
れ
、
そ
の
後
、
今
回
の
展
覧
会
に
尽

力
さ
れ
た
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
特

別
顧
問
・
小
川
盛
弘
氏
よ
り
一
振
一
振

丁
寧
な
解
説
が
行
わ
れ
た
。

　

午
後
六
時
か
ら
は
拝
殿
に
お
い
て
宝

物
館
開
館
五
〇
周
年
奉
告
祭
が
行
わ

れ
、
七
時
よ
り
境
内
に
特
設
さ
れ
た
鍛

錬
式
会
場
に
お
い
て
奉
納
刀
打
ち
初
め

式
、
続
い
て
刀
剣
作
家
宮
入
法
廣
刀
匠

と
四
名
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
鍛
錬
式
が

披
露
さ
れ
た
。

　

百
余
名
の
来
賓
の
見
守
る
中
、
ゴ
ー

ゴ
ー
と
う
な
る
鞴ふ

い
ご

の
音
、
暗
闇
の
中
、

炎
の
色
が
赤
か
ら
紫
色
へ
、
そ
し
て
白

色
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
柿
色
に
な
っ

た
玉
鋼
に
大
鎚
が
振
り
下
ろ
さ
れ
た
。

瞬
間
、
四
方
に
火
花
が
飛
び
散
り
、
ま

ば
ゆ
い
。
静
ま
り
返
っ
た
中
禅
寺
湖
の

湖
面
に
、
カ
ー
ン
カ
ー
ン
と
い
う
甲
高

い
大
鎚
の
音
が
響
き
渡
る
。
男
体
山
の

山
頂
に
鎮
座
す
る
社
に
も
、
こ
の
大
鎚

の
音
は
届
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

荘
厳
な
奉
納
刀
鍛
錬
式
は
一
時
間
半

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
来
賓
の
全
員

が
感
激
し
、満
足
さ
れ
た
様
子
だ
っ
た
。

　

明
日
か
ら
の
宝
刀
展
の
成
功
を
祈
念

し
つ
つ
、闇
に
沈
む
神
域
を
後
に
し
た
。

�

（
冥
賀
吉
也
）

る
。

　

初
日
は
刀
剣
の
鑑
定
会
「
古
刀
か
ら

新
々
刀
ま
で
」

　

二
日
目
は
鐔
の
鑑
定
会
「
赤
坂
鐔
や

肥
後
鐔
、
透
鐔
に
つ
い
て
」

　

三
日
目
は
刀
装
の
勉
強
会
「
天
正
拵

や
太
刀
拵
に
つ
い
て
」

　

参
加
者
は
、
写
真
を
撮
り
な
が
ら
、

一
点
一
点
の
説
明
を
熱
心
に
聞
い
て
い

た
。

　

来
場
者
は
、
年
配
の
方
、
ア
メ
リ
カ

に
在
住
の
日
本
人
や
、若
い
カ
ッ
プ
ル
、

家
族
連
れ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
日
本
と
比

べ
る
と
ア
メ
リ
カ
の
方
が
若
い
人
が
多

く
来
場
し
て
い
た
。

　

海
外
に
は
登
録
制
度
が
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
多
く
の
若
者
が
日
本
刀
に
興

味
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
素
晴

ら
し
い
。
一
方
、
昨
今
の
日
本
で
は
や

た
ら
に
銃
刀
法
違
反
の
事
件
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
日
本
刀
の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
ば

か
り
が
流
れ
て
し
ま
う
。
負
の
イ
メ
ー

ジ
を
脱
却
し
、
若
い
人
に
も
日
本
刀
の

素
晴
ら
し
さ
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら

い
、
今
度
の
大
刀
剣
市
に
も
若
い
人
た

ち
に
た
く
さ
ん
来
て
い
た
だ
き
た
い
も

の
だ
。

　

ア
メ
リ
カ
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
た
ち
は
、

「
大
刀
剣
市
ツ
ア
ー
」
と
称
し
、
毎
年

の
大
刀
剣
市
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

英
語
の
話
せ
る
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
店
は

心
配
な
い
が
、
い
な
く
て
も
、
彼
ら
は

刀
の
専
門
用
語
を
熟
知
し
て
お
り
、
日

本
語
で
も
会
話
で
き
る
の
で
、
ぜ
ひ
話

し
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
大
刀
剣
市
に
合
わ
せ
、
慶
長

堂
の
ロ
バ
ー
ト
・
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
が
海
外

か
ら
の
お
客
さ
ま
と
の
交
流
機
会
を
企

画
し
て
い
る
。

　

十
月
二
十
四
日
午
後
一
時
半
か
ら
鎌

倉
に
て
刀
剣
の
勉
強
会

　

十
月
二
十
五
日
午
後
四
時
か
ら
新
橋

に
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

　

十
月
二
十
七
日
午
後
七
時
か
ら
品
川

に
て
屋
形
船
パ
ー
テ
ィ
ー

　

盛
大
だ
っ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ソ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
に
劣
ら
ず
大
刀
剣
市

も
素
晴
ら
し
い
催
事
な
の
で
、
国
内
ば

か
り
で
な
く
世
界
各
地
の
方
々
と
の
出

会
い
を
大
切
に
し
、
日
本
の
文
化
の
素

晴
ら
し
さ
を
多
く
広
め
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。�

（
新
堀
賀
将
）

音
、
匂
い
か
ら
炉
内
の
鋼
の
状
態
を
察

知
し
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
こ
と

で
、
一
つ
一
つ
の
動
作
に
心
技
体
が
こ

も
っ
た
、
ま
さ
に
職
人
芸
で
あ
る
と
い

う
事
実
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ

た
。

　

二
日
目
は
天
候
が
不
安
定
だ
っ
た

が
、
滞
り
な
く
開
催
さ
れ
た
。

　

前
日
に
製
造
さ
れ
た
玉
鋼
を
鍛
接

し
、
折
り
返
し
鍛
錬
に
入
る
。
炉
か
ら

取
り
出
さ
れ
た
玉
鋼
は
ま
さ
に
黄
金
に

輝
き
、
鎚
で
打
た
れ
た
瞬
間
響
き
渡
る

音
は
、
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
を
吹
き
飛

ば
す
ほ
ど
。
時
に
表
面
の
カ
ス
を
飛
ば

す
た
め
に
、鎚
を
水
に
付
け
鋼
を
叩
き
、

故
意
に
水
蒸
気
爆
発
を
起
こ
す
。
驚
き

と
と
も
に
歓
声
が
沸
く
瞬
間
で
あ
る
。

　

前
日
同
様
に
、
希
望
者
に
は
折
り
返

し
鍛
錬
の
先
手
と
し
て
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
小
学
生
か

ら
年
配
の
女
性
ま
で
の
数
名
が
、
一
振

の
作
刀
過
程
に
携
わ
っ
た
。

　

今
回
は
時
間
の
制
約
が
あ
る
た
め
に

心
鉄
は
入
れ
ず
、
幾
度
か
折
り
返
し
鍛

錬
を
し
た
後
、素
延
べ
の
工
程
に
入
る
。

こ
こ
か
ら
よ
う
や
く
日
本
刀
の
姿
が
わ

か
っ
て
く
る
。
切
先
の
打
ち
出
し
、
火

造
り
、
土
置
き
、
そ
し
て
焼
入
れ
。
日

本
刀
は
焼
入
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

反
り
が
付
く
と
い
う
事
実
を
皆
が
目
の

当
た
り
に
し
た
。

　

平
造
り
の
脇
指
の
完
成
で
あ
る
。
打

ち
下
ろ
し
た
作
品
は
順
に
手
に
取
っ
て

鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
、
感
動
の
渦
に

包
ま
れ
た
。
公
開
実
演
終
了
後
も
質
問

は
飛
び
交
い
、
二
日
目
も
大
盛
況
の
う

ち
に
幕
を
閉
じ
た
。

　

作
刀
と
は
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
以
外

に
、
冶
金
学
に
か
な
う
緻
密
な
計
算
を

さ
れ
た
上
で
の
技
術
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
。
刀
匠
と
は
、
古
来
の
術
を
使
う

現
代
の
魔
法
使
い
か
。

　

こ
れ
ら
の
展
覧
会
や
イ
ベ
ン
ト
は
刀

剣
界
の
将
来
の
た
め
に
も
大
変
貴
重
な

活
動
で
あ
り
、
佐
野
美
術
館
に
は
伝
統

の
優
れ
た
技
と
心
を
広
く
紹
介
す
る
企

画
を
、
こ
れ
か
ら
も
期
待
し
た
い
。

 

（
飯
田
慶
雄
・
大
平
将
広
）

イ
ベ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト

佐
野
美
術
館
「
日
本
刀
の
匠
た
ち
―
私
の
最
高
傑
作
」

製
鉄
か
ら
作
刀
ま
で
実
地
体
験
も
交
え
て
理
解
す
る

日
光
二
荒
山
神
社
宝
物
館
「
宝
刀
展
」

壮
観
！ 

大
太
刀
15
振
を
含
む
宝
刀
45
振
を
堪
能

San Francisco Sw
ord Show

海
外
版
大
刀
剣
市
に
学
ん
だ
相
互
交
流
の
大
切
さ

たたらを操業する伊藤重光刀匠

ソード・ショーで刀装の勉強会に参加

「宝刀展」内覧会にて解説に耳を傾ける

公開鍛錬風景。横座は田中貞徳刀匠
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徳
川
家
康
が
、
江
戸
幕
府
の
拠
点
と

し
て
京
都
に
造
っ
た
二
条
城
。
京
都
旅

行
の
観
光
コ
ー
ス
に
は
必
ず
入
っ
て
お

り
、
数
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
家
康
・
秀
忠
・
家

光
の
徳
川
三
代
に
お
け
る
厳
し
い
歴
史

を
知
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
家
康

の
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」、
秀
忠
の

娘
和
子
の
後
水
尾
天
皇
へ
の
入
内
、
そ

し
て
家
光
の
上
京
と
、
い
ず
れ
も
が
江

戸
幕
府
に
と
っ
て
、
朝
廷
と
の
関
係
を

築
き
上
げ
て
い
く
の
に
大
切
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
抜
き
に
し
て

も
、
重
大
な
の
は
江
戸
時
代
初
期
、
幕

府
が
ま
だ
お
金
を
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
い

る
と
き
に
造
っ
た
お
城
が
、
そ
の
ま
ま

残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
「
二
条
城
展
」（
七
月
二
十
八
日
～
九

月
二
十
三
日
）
を
見
る
た
め
に
江
戸
東

京
博
物
館
に
行
っ
て
き
た
。

　

展
示
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
ち
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
刀
剣
は
信
国
の

脇
指
が
一
点
だ
け
で
、
特
に
記
す
こ
と

は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
見
る
べ
き
も
の

は
、
狩
野
派
が
描
い
た
と
い
う
数
多
く

の
襖ふ

す
ま
え絵

で
あ
る
。
別
に
狩
野
派
の
絵
が

わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
素
晴
ら
し
い

の
は
、そ
の
襖
の
金
具「
引
手
」で
あ
る
。

　

引
手
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
襖
に
付

い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
三
葉
葵

紋
付
き
で
、
一
点
一
点
趣
向
を
凝
ら

し
、
し
か
も
同
じ
も
の
が
一
点
も
な
い

の
だ
。
数
多
く
の
鏨
工
た
ち
を
集
め
て

製
作
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
が
、
一
点
ず
つ

ど
こ
か
を
変
え
て
作
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
す
ご
い
こ
と
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
小
生
は
、
こ
の
引
手
を
見

に
行
く
だ
け
で
も
、
二
条
城
の
価
値
は

あ
る
と
思
っ
た
。 

（
持
田
具
宏
）

江
戸
東
京
博
物
館
「
二
条
城
展
」

襖
の｢

引
手｣

に
見
る
工
人
た
ち
の
技

　

七
月
二
十
九
日
㈰
、
東
京
八
王
子
の

台
町
一
丁
目
会
館
に
て
武
州
八
王
子
刀

剣
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
会
の
事
務
局
長
で
下
原
刀
の

研
究
家
で

も
い
ら
っ

し
ゃ
る
後

藤
安
孝
氏

を
迎
え
、

参
加
者

三
十
名
が

集
い
ま
し

た
。

　

和
服
姿

の
女
性
も

見
ら
れ
る

和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、
初
心
者
向
け

に
は
わ
か
り
や
す
い
解
説
、
ベ
テ
ラ
ン

に
は
質
疑
応
答
の
形
で
の
懇
切
丁
寧
な

説
明
、
ま
た
刀
剣
に
ま
つ
わ
る
歴
史
上

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
一
同
興
味
深
く

拝
聴
し
ま
し
た
。

　

若
手
に
よ
る
居
合
の
演
武
も
披
露
さ

れ
、
そ
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　

鑑
賞
会
で
は
、
後
藤
氏
ご
持
参
の
下

原
刀
五
振
、
参
加
者
か
ら
の
二
十
振
を

拝
見
し
ま
し
た
。
以
下
は
、
当
日
の
主

な
鑑
賞
刀
で
す
。

　

正
宗
（
無
銘
）、
備
州
住
成
家
、
一

文
字
助
則
、
来
国
光
、
下
原
初
二
代
康

重
、
初
代
照
重
、
初
二
代
武
蔵
太
郎
安

国
。（
武
州
八
王
子
刀
剣
会
事
務
局
・

滝
沢
新
一
）

武
州
八
王
子
刀
剣
会

郷
土
の
下
原
刀
な
ど
を
鑑
賞

　

七
月
二
十
二
日
、
東
京
赤
坂
の
Ａ
Ｎ

Ａ
イ
ン
タ
ー
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
東
京
で

「
苔
口
仙
琇
先
生
を
偲
ぶ
会
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

私
が
先
生
の
訃
報
に
接
し
た
の
は
六

月
中
旬
で
し
た
。
奥
さ
ま
に
伺
う
と
、

昨
年
十
二
月
二
十
九
日
に
亡
く
な
ら
れ

た
と
の
こ
と
。
歳
末
で
も
あ
り
、
皆
さ

ま
に
は
春
に
な
っ
た
ら
お
知
ら
せ
し
よ

う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ご
自
身
が

体
調
が
優
れ
ず
入
院
。
先
生
の
郷
里
で

あ
る
岡
山
に
て
、
密
葬
に
さ
れ
た
と
の

こ
と
で
し
た
。

　

苔
口
先
生
は
彫
金
界
の
鬼
才
と
呼
ば

れ
、
刀
身
彫
刻
に
お
い
て
他
の
追
随
を

許
さ
ぬ
名
人
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

刀
剣
界
に
長
く
、
厚
情
を
賜
っ
た
方
た

ち
も
少
な
く
な
く
、
ぜ
ひ
「
偲
ぶ
会
」

を
開
き
た
い
と
口
火
を
切
っ
た
の
が
、

一
番
弟
子
の
橋
本
太
郎
氏
で
し
た
。

　

発
起
人
は
渡
邉
妙
子
様
（
佐
野
美
術

館
館
長
）、
小
笠
原
信
夫
様
（
元
東
京

国
立
博
物
館
工
芸
課
長
）、
墨
賢
蔵
様

（
研
師
）、
小
川
盛
弘
様
（
メ
ト
ロ
ポ

リ
タ
ン
美
術
館
特
別
顧
問
）、
高
山
武

士
様
（
刀
剣
研
究
家
）、
藤
代
興
里
様

（
研
師
）
に
お
願
い
し
、
私
籏
谷
も
末

席
に
加
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
事
務

局
は
橋
本
氏
に
お
願
い
し
、
そ
の
他
雑

用
は
私
が
担
当
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
ご
遺
族
か
ら
奥
さ
ま
と
ご
長

女
一
家
の
計
五
名
を
お
迎
え
し
、
午
後

六
時
に
開
会
し
ま
し
た
。
初
め
に
渡
邉

様
、
続
い
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た

ば
か
り
の
小
川
様
に
ご
挨
拶
い
た
だ

き
、
小
笠
原
様
の
ご
発
声
で
献
杯
の

後
、
懇
談
に
入
り
ま
し
た
。

　

そ
の
間
に
、
苔
口
先
生
の
幼
少
時
の

写
真
を
は
じ
め
四
〇
〇
枚
の
ス
ラ
イ
ド

が
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
十
三

年
に
松
下
幸
之
助
氏
か
ら
太
刀
が
注
文

さ
れ
た
際
、
佐
藤
寒
山
先
生
が
編
集
し

た
ア
ル
バ
ム
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
作

刀
は
宮
入
昭
平
氏
、
研
磨
は
平
井
松
葉

氏
、
鎺
は
豊
田
勝
義
氏
、
塗
り
は
佐
藤

紫
川
氏
、
柄
巻
き
は
一
ノ
瀬
高
雄
氏
、

太
刀
金
具
は
服
部
雅
永
氏
、
そ
し
て
刀

身
彫
刻
が
苔
口
先
生
と
、
当
時
の
名
人

ば
か
り
が
相
寄
っ
て
製
作
し
た
貴
重
な

記
録
で
し
た
。

　

ご
出
席
の
皆
さ
ま
に
思
い
出
話
を

と
、
藤
代
様
、
高
山
様
、
墨
様
、
岩
手

県
宮
古
市
か
ら
来
ら
れ
た
河
野
幸
江

様
、
父
上
が
友
人
だ
っ
た
広
井
章
久
様

に
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
娘
婿
の
川
手
晴
雄
様
か
ら

お
礼
の
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
、
苔
口
先
生
の
言
葉
と
し
て
、

「
刀
身
彫
刻
の
神
髄
は
、
彫
る
の
で
は

な
く
、
肉
を
寄
せ
て
高
く
し
、
立
体
感

を
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
常
々

繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
披
露
さ
れ
ま

し
た
。

　

ご
出
席
は
、
刀
剣
博
物
館
関
係
・
小

刀
会
・
刀
匠
・
職
方
・
刀
剣
商
な
ど

三
十
五
名
の
方
々
で
し
た
。
刀
剣
博
物

館
か
ら
は
長
年
の
功
績
を
た
た
え
て
生

花
が
送
ら
れ
、
ご
都
合
が
つ
か
な
か
っ

た
柴
田
光
隆
様
・
田
野
辺
道
宏
様
・
宮

入
小
左
衛
門
行
平
様
・
宮
入
法
廣
様
・

河
内
国
平
様
か
ら
も
生
花
を
頂
戴
し
ま

し
た
。

　

遺
影
は
ト
ム
岸
田
氏
か
ら
良
い
ポ
ー

ズ
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
厳
か
な
中

に
も
和
や
か
な
二
時
間
で
し
た
。

�

（
籏
谷
三
男
）

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

　

大
正
十
一
年
生
ま
れ
。
本
名
健
一
。

昭
和
三
十
三
年
、
佐
藤
寒
山
先
生
に
出

会
い
、
刀
身
彫
刻
の
道
に
進
む
。
独

学
。
三
十
五
年
、
第
九
回
作
刀
技
術
発

表
会
に
初
出
品
し
、
優
秀
賞
を
受
賞
。

以
後
、
奨
励
賞
・
毎
日
新
聞
社
賞
・
寒

山
賞
・
会
長
賞
を
受
賞
。
五
十
九
年
、

無
鑑
査
、
評
議
員
。
享
年
八
十
九
歳
。

苔
口
仙
琇
先
生
を
偲
ぶ
会

「
刀
身
彫
刻
の
鬼
才
」の
思
い
出
を
紡
い
で

発起人の渡邉佐野美術館館長が挨拶

　

前
回
、
戦
国
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
と
い
う

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
で
成

功
を
収
め
た
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館

が
、
七
月
十
四
日
か
ら
九
月
十
七
日
ま

で「
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ヲ
ン
と
日
本
刀
展
」

を
開
催
し
て
い
る
と
い
う
の
で
、
行
っ

て
み
た
。

　

開
催
二
週
目
で
来
場
者
が
一
万
人
を

超
え
る
ほ
ど
の
盛
況
と
、
長
船
の
町
全

体
で
盛
り
上
げ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
の
熱

気
に
ま
ず
驚
き
、
週
末
で
も
あ
っ
た
の

で
、
多
く
の
家
族
連
れ
や
エ
ヴ
ァ
フ
ァ

ン
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
で
特
筆
す
べ
き
は
、

今
ま
で
は
歴
史
上
の
人
物
や
日
本
刀
の

伝
統
を
元
に
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
、
小
説

な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
展
開
し
て
い
く

こ
と
が
多
い
中
、
反
対
に
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ

リ
ヲ
ン
の
世
界
観
に
日
本
刀
の
製
作
技

術
や
伝
統
を
は
め
込
む
と
い
っ
た
新
し

い
試
み
で
あ
る
。

　

空
想
上
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
守
刀
を

一
八
点
も
具
現
化
し
た
刀
匠
や
職
方

は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ヲ
ン
自
体
知
ら
な

い
方
が
多
く
、
ま
ず
は
エ
ヴ
ァ
の
映
画

を
見
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
に
出

て
く
る
武
器
・
防
具
を
日
本
刀
製
作
技

術
を
も
っ
て
創
作
し
て
い
く
と
い
う
全

く
新
し
い
製
作
過
程
で
あ
る
。

　

中
で
も
一
番
の
大
作
で
あ
る
「
ロ
ン

ギ
ヌ
ス
の
槍
」
と
い
う
作
品
は
、
ダ
マ

ス
カ
ス
鋼
（
ス
テ
ン
レ
ス
、
ニ
ッ
ケ

ル
、
コ
バ
ー
ル
を
合
金
し
た
鋼
）
で
全

長
三
三
二
セ
ン
チ
に
も
及
び
、
鋼
を
鍛

錬
す
る
こ
と
に
熟
知
し
て
い
る
刀
匠
に

し
か
製
作
で
き
な
い
と
思
え
た
。

　

ほ
か
に
も
成
形
自
由
な
合
成
樹
脂
を

使
用
し
た
拵
や
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
服

や
髪
色
に
合
わ
せ
た
塗
り
、
柄
巻
き
な

ど
の
新
し
い
挑
戦
は
、
職
方
の
持
て
る

技
術
を
別
の
次
元
に
昇
華
し
て
い
た
。

そ
の
多
数
の
作
品
や
展
示
さ
れ
て
い
る

オ
ブ
ジ
ェ
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
エ
ヴ
ァ

ン
ゲ
リ
ヲ
ン
の
世
界
に
自
分
が
現
実
に

存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
す
ら
感
じ

た
も
の
だ
。

　

そ
し
て
何
よ
り
今
回
の
試
み
の
狙
い

と
し
て
、
一
般
の
人
に
と
っ
て
わ
か
り

に
く
く
、
敷
居
が
高
か
っ
た
刀
剣
の
イ

メ
ー
ジ
の
全
く
違
っ
た
“
扉
”
が
開
か

れ
、
刀
剣
に
全
く
興
味
の
な
か
っ
た
来

場
者
が
、
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ヲ
ン
の
世
界

を
通
じ
て
刀
剣
製
作
の
技
術
や
伝
統
に

感
嘆
す
る
と
い
う
事
実
を
目
の
当
た
り

に
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
日
本
刀
文
化
を
普
及
す
る

方
法
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
自
由
に
発
展

す
る
可
能
性
を
感
じ
な
が
ら
、
本
当
の

意
味
で
の
伝
統
を
守
っ
て
い
け
る
よ

う
、
伝
統
と
革
新
を
両
立
さ
せ
た
い
と

決
意
し
た
展
覧
会
で
あ
っ
た
。

�

（
玉
山
真
敏
）

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
「
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ヲ
ン
と
日
本
刀
展
」

エ
ヴ
ァ
フ
ァ
ン
に
日
本
刀
は
ア
ピ
ー
ル
で
き
た
の
か

造
性
あ
ふ
れ
る
作
品
に
は
、
日
本
刀
に

対
す
る
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
破
壊
し
再

構
築
を
促
す
パ
ワ
ー
が
込
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
た
。

　

審
査
員
は
映
画
監
督
や
ア
ニ
メ
演
出

家
、
漫
画
家
な
ど
、
日
本
刀
の
知
識
が

決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
方
た
ち
だ

が
、
日
本
刀
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
作
品

評
価
の
目
が
非
常
に
新
鮮
で
、
わ
れ
わ

れ
専
門
職
が
持
っ
て
い
る
価
値
観
と
は

全
く
違
う
点
が
勉
強
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
か
つ
て
日
本
刀

の
最
大
生
産
地
・
長
船
を
擁
す
る
瀬
戸

内
市
の
方
々
の
日
本
刀
へ
の
愛
情
と
伝

統
保
持
の
意
識
。
こ
の
地
で
、
時
代
に

合
わ
せ
た
普
及
活
動
と
し
て
、
全
く
新

し
い
価
値
観
を
発
掘
す
る
今
回
の
公
募

展
の
意
義
は
大
き
く
、
見
終
え
て
、
日

本
刀
を
扱
う
者
と
し
て
日
本
刀
の
可
能

性
を
信
じ
て
さ
ら
に
努
力
し
な
け
れ
ば

と
痛
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

�

（
玉
山
真
敏
）

　
「
日
本
刀
」
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
そ
こ

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
芸
術
作

品
を
テ
ー
マ
に
、
一
般
公
募
を
対
象
と

し
た
美
術
作
品
展
が
瀬
戸
内
市
立
美
術

館
で
開
催
さ
れ
た
。

　

一
カ
月
と
い
う
短
い
応
募
期
間
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
・
ア
マ
問
わ
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
を
通
じ
て
公
募
し
た

た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
応
募
や

代
々
木
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
学
院
な
ど
の

専
門
学
校
か
ら
の
応
募
も
あ
り
、
小
学

生
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
地
域
は
北
海
道

か
ら
沖
縄
ま
で
、
一
一
一
点
が
寄
せ
ら

れ
た
。
分
野
も
素
材
も
多
種
多
様
で
、

自
由
な
創
作
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
と
な
っ

た
。

　

中
に
は
抜
刀
す
る
際
の
刀
の
軌
道
を

木
工
作
品
で
表
現
し
て
み
た
り
、
サ
ム

ラ
イ
と
日
本
刀
を
Ｃ
Ｇ
作
品
に
し
た

り
、
一
見
す
る
と
た
だ
の
陶
器
の
皿
な

の
だ
が
、
台
座
に
小
さ
な
島
が
あ
り
、

タ
イ
ト
ル
が
「
巌
流
島
」。
自
由
で
創

瀬
戸
内
市
立
美
術
館
公
募
展
「
日
本
刀
」

既
成
の
イ
メ
ー
ジ
脱
却
と
未
知
の
可
能
性
発
見
へ

お
知
ら
せ
と
お
願
い

■
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
（
全
刀
商
）

〒
１
６
９
―

０
０
７
２ 

東
京
都
新
宿
区
大
久
保
二
―

一
八
―

一
〇　

新
宿
ス
カ
イ
プ
ラ
ザ
一
三
〇
二

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
３
（
３
２
０
５
）
０
６
０
１　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
３
（
３
２
０
５
）
０
０
８
９

■
本
紙
購
読
に
つ
い
て

　
『
刀
剣
界
』
は
隔
月
で
発
行
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

中
に
つ
き
、
ご
希
望
の
方
に
一
年
間
無
料
で
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

組
合
員
・
賛
助
会
員
以
外
の
方
で
継
続
購
読
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、お

名
前
・
送
付
先
ご
住
所
・
電
話
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
あ
れ
ば
）
を

左
記
ま
で
書
面
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。ま
た
、
お
知
り
合
い
で
刀
剣

に
興
味
の
あ
る
方
が
い
ま
し
た
ら
、
教
え
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

■
情
報
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

本
紙
は
組
合
の
機
関
紙
で
あ
る
と
と
も
に
、
紙
名
の
よ
う
に
刀
剣

界
を
網
羅
し
、
斯
界
に
役
立
つ
情
報
紙
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
広
く
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト
、
催
事
情
報
を
は
じ
め
、
ご
覧
に

な
っ
た
新
聞
や
雑
誌
記
事
、
Ｔ
Ｖ
番
組
の
感
想
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、

何
で
も
結
構
で
す
。
組
合
員
・
賛
助
会
員
以
外
の
方
も
歓
迎
で
す
。

　

た
だ
し
、
紙
面
の
関
係
で
編
集
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

■
広
告
募
集
中
で
す

　

広
告
も
読
者
に
と
っ
て
は
有
益
な
情
報
の
一
つ
で
す
。
本
紙
で
は

記
事
と
と
も
に
順
次
、
広
告
欄
の
充
実
も
期
し
て
ま
い
り
ま
す
。
料

金
は
、
年
間
六
回
で
三
万
円
で
す
。
た
だ
し
、
編
集
委
員
会
の
審
査

に
よ
り
ご
要
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
節
は
組
合
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
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▽日本刀特別鑑賞会（会員限定）
　日　時：９月25日㈫14:30～16:30 
　会　場：目白庭園「赤鳥庵」（和室）

豊島区目白３-20-18（JR
山手線目白駅徒歩５分）

　参加費：2,000円
　定　員：20名（先着申し込み順、

９月18日締切） 
▽第11回日本刀・刀装具公開鑑賞会
　日　時：10月６日㈯13:30～16:00 
　会　場：江戸東京博物館 
　　　　　墨田区横網１- ４- １

　参加費：会員無料、一般2,000円 
▽第２回「吉原國家 小柄小刀焼き

入れ会」
　日　時：10月７日㈰9:00～17:00 
　会　場：日本荘鍛刀所
　　　　　葛飾区西水元２-18-11
　講　師：吉原國家刀匠
　会　費：45,000円（会員限定）
　定　員：５名（先着申し込み順）
　※汚れてもいい服装（仕事着・軍

手など）で参加のこと。 

■公益財団法人日本刀文化振興協会
　〒115-0044 東京都北区赤羽南２- ４- ７ 鷹匠ハイツ301号  ☎03（5249）4440

　東日本大震災に見舞われた東北地
方の復興支援ならびに釜石地区にお
ける産業遺産群の世界遺産登録を応
援する目的で、第24回フォーラム講
演会「東北地方の鉄生産技術と文化」
と見学会を下記により開催します。
全国から東北地方の復興を願う方々
が多数参加されることを期待してい
ます。

▽日時・会場
①講演会　11月10日㈯10:00～16:40
　　　　　県立釜石商工高等学校
②懇親会　11月10日㈯17:30～19:30  
　　　　　釜石ベイシティホテル
③見学会　11月11日㈰９:00～15:00
　　　　  新日本製鉄㈱釜石製鉄

所・釜石鉱山フィールド

▽参加費
　講演会2,000円（含論文集代）、見
学会3,000円、懇親会5,000円

▽申し込み
〒981－8007 宮城県仙台市泉区虹の
丘1丁目13－34　高橋礼二郎
FAX022（373）6799
E-mail：takareijiro@yahoo.co.jp
▽主な講演
・宮古市における古代製鉄遺跡と鉄

作り体験講座（長谷川真）
・岩手県住田町・子飼沢Ⅱ製鉄遺跡

の調査と問題点（星雅之）
・ホッパの会（たたら研究会）の活

動と展望（勝部欣一）
・南部鉄瓶の製作技法（田山和康）
・砂鉄から鉄鉱石原料への過渡期に

おける餅鉄の役割（尾崎保博）
・釜石の鉄産業遺産群の現状と世界

遺産登録への取り組み（森一欽）
・日本産業の基礎を築いた近代製鉄

の父・大島高任（半沢周三）
・映像記録：丸森町筆甫での餅鉄に

よる製鉄実験（長島節五）

■㈳日本鉄鋼協会「鉄の技術と歴史」研究フォーラム
　〒275-0016 千葉県習志野市津田沼２-17- １　千葉工業大学工学部 機械サ

イエンス学科 寺島研究室内　FAX047（478）0329

震災復興支援・第24回フォーラム講演会「東北地方の鉄生産技術と文化」・見学会

　日本美術刀剣保存協会広島県支部
との共催により、古刀から現代刀に
至る広島ゆかりの名刀を紹介しま

す。 
　会　期：９月15日㈯～10月21日㈰

会期中無休

■広島城（財団法人広島市未来都市創造財団）
　〒730-0011 広島市中区基町21- １  ☎082（221）7512

備後と安芸の刀と鐔

　工芸の世界では、先師の技術に学
び継承し、自らの作風を築くという
ことが長く行われています。日本刀
もその域にありますが、とりわけ古
人の作風を手本とし、地鉄（鍛錬）
や刃文（焼入れ）の形態まで倣う、
いわゆる「写し」の文化があります。
　この度は平安時代から連なる「写
し」の系譜を、各流派・各作品を通
して鑑賞しようという企画です。

　併せて刀装具の世界における、構
図を写すこと、様式を継ぐことにも
注目し、虎と獅子を例に取って陳列
しました。
　作家たちが先師の作に何を感じ、
どう自らの糧としたのか、本歌とは
どう異なるのか、さまざまな視点か
ら楽しんでいただければ幸いです。
　会　期：６月26日㈫～10月28日㈰

月曜休館（祝日は開館）

■刀剣博物館（公益財団法人日本美術刀剣保存協会）
　〒151-0053 東京都渋谷区代々木４-25-10　☎03（3379）1386

特集陳列「写しの系譜」

　髙梨家に伝えられてきた刀剣類
（刀剣・鐔・鮫皮 <贈答品> など）と、
男性の装束（裃・着物・羽織・煙草

入れなど）を展示します。
　会　期：2012年9月1日㈯～12月8

日㈯  月曜・火曜日休館

■公益財団法人髙梨本家 上花輪歴史館
　〒278-0033 千葉県野田市上花輪507　☎04（7122）2070

上花輪歴史館の伝来刀剣と男性装束

　日本刀剣保存会は、明治43年10月13日の機関誌『刀剣と歴史』発刊に
遅れること２年の大正元年10月に設立されました。今年で設立100周年
を迎える、日本で最も古い刀剣研究会です。創始者は、旧水戸藩士で、
非行少年の更正事業に尽力された高瀬羽皐です。
　本会は日本刀の保存およびその研究を目的とし、機関誌『刀剣と歴史』
を年４回発行、本部研究会は８月を除く年11回、その月の第２土曜日に
新宿区信濃町駅近くの東医健保会館で開催しています。阪神支部研究会
も同じく年11回、第４日曜日に大阪市天王寺区の生国魂神社で開催、入
札鑑定などを行い会員の観刀の向上に努めています。また、毎年各地で
秋季鑑賞会を開催し、全国会員の融和に努めています。最近は、若い方
や女性も参加されています。初心者の指導も丁寧に行い、定着率も向上

してきています。
　そのほか、刀剣・装剣具の審査会を本部において、毎月第２日曜日に
行っています。海外審査は毎年開催し、去年は豪州のシドニーで、今年
は米国のタンパにて、それぞれ刀剣・装剣具合わせて300件以上の審査
を行い、海外の会員に喜ばれています。
　会の代表者は、初代の高瀬羽皐に続いて、二代が近藤鶴堂、三代が吉
川賢太郎です。現在は顧問を中村正衛・福永酔剣・苫野敬史、常任幹事
を佐野昌男・岡田守可が勤め、幹事６名、評議員29名（海外も含む）の
役員で会を運営しています。
　ホームページアドレスはhttp://nihontouken.orgです。

催 事 情 報

■日本刀剣保存会 本部＝〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-9-14
☎03（3305）0848

　神話の国、出雲。荒神谷遺跡・加
茂岩倉遺跡から、大量の青銅器群が
発掘され、この地が古代の青銅器大
国であったことが知られるようにな
りました。また2000年に出雲大社の
境内から出土した宇

う づ ば し ら

豆柱は、太い杉
の丸太を３本束ねており、かつてそ
びえ建つ神殿が造られたことを物
語っています。
  現在、出雲大社では60年ぶりに本
殿の修復や檜

ひ

皮
わ だ

葺
ぶ き

の屋根の葺き替え
が進められています。この事業は来
年３月に完了し、５月には御祭神を
仮殿から本殿に遷座する「平成の大
遷宮」が行われます。また、今年は
出雲を舞台とした神話や出雲大社創
建についても語られている『古事記』
が編纂されて、ちょうど1300年の記
念の年に当たります。
  これを機に出雲大社の宝物をはじ
め、島根県を代表する文化財の展示
を通して、独特の文化を形作った聖
地、出雲を紹介します。

　会　期：10月10日㈬～11月25日㈰
　　　　　月曜休館
　会　場：本館特別５･ ４室
〈主な見どころ〉
▽一章 出雲大社の歴史と宝物
　出雲大社は、日本で最も古い由緒
を持つ神社で、その創建は『古事記』
や『出雲国風土記』に語られている
ように、神話の世界にまでさかのぼ
ります。2000年に発掘された巨大な
宇豆柱や本殿の復元模型とともに、
大社の宝物である秋野鹿蒔絵手箱や
後醍醐天皇が大社に宛てた文書、出
雲国造の千

せ ん

家
げ

家と北島家に伝わった
記録や絵図などから出雲大社の歴史
を展望します。 
▽二章 島根の至宝
　荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡から出
土した大量の青銅器は、弥生時代の
社会のイメージを大きく変えること
になりました。これらの遺跡から出
土した国宝の青銅器79点と、製作当
初の光輝く様子がわかる復元模造品
も展示します。また、７世紀に出雲
で制作されたと考えられる鰐

が く え ん

淵寺
じ

の
観音菩薩立像をはじめ、成

じょうそう

相寺
じ

、清
水寺、赤

あ か

穴
な

八幡宮の神像や、戦国時
代の出雲の大名尼

あ ま

子
ご

氏が奉納したと
いわれる佐

さ だ

太神社の甲冑や須
す さ

佐神社
の太刀など島根の社寺に伝わった名
宝を紹介します。

■東京国立博物館
　〒110-8712 東京都台東区上野公園13- ９　☎03（3822）1111（代表）

東京国立博物館140周年 古事記1300年 出雲大社大遷宮 特別展「出雲―聖地の至宝―」

■福井市立郷土歴史博物館
　〒910-0004 福井県福井市宝永３-12- １　☎0776（21）0489

　千年を経ても当時の輝きを失わな
い日本刀の美は、世界にも類を見な
い高度な研磨の技術に支えられてき
ました。古来の「差し込み研ぎ」の
技法を伝える福井の職方の仕事も紹
介しながら、現在では貴重な天然砥
石を使用し、多様な工程からなる研
ぎの技と、これらによって生み出さ
れる地刃の美の秘密に迫ります。 

　会　期：９月７日㈮～30日㈰　会
期中無休

〈主な展示資料〉
・脇指　備前国住雲重/応安三年六

月日（古い差し込み研ぎが残る刀）
・刀　於武州江戸越前康継（藤川芳

夫氏研磨）
・刀　越前国下坂貞次/(立葵紋)重

胴及度々末世釼是也（藤川二朗氏
研磨） 刀剣計37点

・日本刀研磨各工程で使用する道具
類（砥石など）一式 

▽ギャラリートーク
　日　時：９月９日㈰・23日㈰・30

日㈰午後２時～
　会　場：企画展示室
▽日本刀研磨実演 
　日　時：９月15日㈯・17日（月・祝）

午後１時30分～３時
　会　場：当館講堂
　研　師：藤川芳夫氏・藤川二朗氏 

刀剣の研磨～千年の輝きの秘密～


