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全国刀剣商業協同組合は創立から30年を
迎えました。そこで「組合30年の歩み」を
企画しています。組合の行事や歴史に
関わる写真や資料をお持ちでしたら、
ぜひご提供をお願いします。

　

わ
れ
わ
れ
五
名
は
、
店
に
戻
れ
ば

常
に
懸
命
な
営
業
活
動
に
い
そ
し
ん

で
い
ま
す
か
ら
、
警
察
庁
が
用
意
さ

れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
ま
ず
は
最

近
の
業
務
の
様
子
を
記
入
し
、
そ
の

後
、
懇
談
に
移
り
ま
し
た
。

　

警
察
庁
の
両
氏
か
ら
は
、
最
近
の

振
り
込
め
詐
欺
の
新
し
い
手
口
や
サ

イ
バ
ー
犯
罪
の
現
状
な
ど
が
紹
介
さ

れ
、
さ
ら
に
ネ
ッ
ト
取
引
の
注
意
事

項
な
ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
清
水
理
事
長
か
ら
、
当
組

合
が
設
立
三
十
周
年
を
迎
え
た
こ
と

に
伴
う
記
念
式
典
の
開
催
を
ご
案
内

し
、
業
務
関
連
事
項
と
し
て
銃
砲
刀

剣
類
登
録
証
の
諸
問
題
解
決
に
向
け

て
も
さ
ま
ざ
ま
活
動
し
て
い
る
こ
と

を
報
告
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
年
度
か
ら
い
よ
い
よ
刀

剣
評
価
鑑
定
士
の
資
格
試
験
を
実
施

す
る
こ
と
を
伝
え
、
併
せ
て
試
験
問

題
の
う
ち
、
古
物
営
業
法
と
銃
砲
刀

剣
類
所
持
等
取
締
法
に
つ
い
て
の
監

修
協
力
と
、
今
後
の
運
営
に
対
す
る

ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
お
二
方
の
時
間
の
許

　

去
る
七
月
十
日
、
猛
暑
の
中
を
警

察
庁
幹
部
の
お
二
方
が
新
宿
区
の
全

国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
事
務
所
を
来

訪
さ
れ
ま
し
た
。
同
庁
生
活
安
全
局

生
活
安
全
企
画
課
の
仲
山
博
隆
警
視

と
谷
口
宣
男
警
部
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
七
月
十
四
日

に
は
当
組
合
か
ら
私
た
ち
が
霞
ヶ
関

の
警
察
庁
を
お
訪
ね
し
、
仲
山
・
谷

口
の
ご
両
名
と
懇
談
し
て
い
ま
す
。

さ
れ
る
限
り
、
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
に

つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。

　

警
察
庁
は
わ
れ
わ
れ
全
国
刀
剣
商

業
協
同
組
合
を
所
管
す
る
主
機
関
で

あ
り
、
両
者
は
い
わ
ば
親
子
の
よ
う

な
関
係
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
大

い
に
協
力
し
、
強
い
絆
を
保
っ
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。�

（
服
部
暁
治
）

　

今
回
は
、
当
組
合
も
新
体
制
に
な

っ
た
の
で
ご
挨
拶
に
伺
お
う
と
い
う

矢
先
で
し
た
。

　

組
合
側
は
清
水
儀
孝
理
事
長
・
伊

波
賢
一
副
理
事
長
・
嶋
田
伸
夫
専
務

理
事
・
生
野
正
理
事
、
そ
れ
に
私
、

服
部
が
応
対
し
ま
し
た
。

　

今
回
訪
問
さ
れ
た
主
な
目
的
は
、

平
成
十
四
年
の
古
物
営
業
法
の
大
規

模
改
正
か
ら
約
十
五
年
が
経
過
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

急
速
な
普
及
な
ど
に

よ
り
、
古
物
営
業
の

あ
り
方
も
時
代
の
流

れ
に
合
わ
せ
て
変
化

し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
古
物
営
業
者
の

業
務
の
実
態
を
把
握

す
る
と
と
も
に
、
幅

広
く
古
物
営
業
者
の

意
見
や
要
望
を
収
集

し
、
今
後
の
検
討
材

料
と
し
て
活
用
す
べ

く
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
を
実
施
す
る
た
め

と
の
こ
と
で
し
た
。

警
察
庁
安
全
企
画
課
担
当
官
が
組
合
を
来
訪

古
物
営
業
の
実
態
調
査
に
応
え
、業
界
の
要
望
を
伝
達

警察庁と当組合との懇談が１年ぶりに実現した

　

美
麗
カ
タ
ロ
グ
は
皆
さ
ま
の
ご
期
待

に
応
え
る
べ
く
鋭
意
制
作
中
に
つ
き
、

十
月
中
旬
に
は
完
成
し
て
お
手
元
に
届

く
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
組
合
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
関
連
情
報
を
発
信
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
来
店
を
心
よ
り
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
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宝

田
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二
郎
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楽
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潔

刀
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坂
田

坂
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哲
之

も
ち
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美
術

持
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具
宏

刀
剣
美
術
中
川

中
川　

正
則

お
知
ら
せ

「
大
刀
剣
市
２
０
１
７
」を
開
催

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
で
は
「
大

刀
剣
市
２
０
１
７
」
を
三
十
回
目
の
節

目
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
晩
秋
の
十
一

月
十
七
日
㈮
～
十
九
日
㈰
の
三
日
間
開

催
し
ま
す
。
会
場
は
例
年
同
様
、
東
京

新
橋
の
東
京
美
術
倶
楽
部
で
、
三
階
・

四
階
が
出
店
ブ
ー
ス
、
受
付
は
四
階
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
で
す
。
各
日
と
も

午
前
十
時
の
開
場
で
す
。
出
店
は
下
表

の
通
り
七
十
三
店
舗
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
の
イ
ベ
ン
ト
は
来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
に
ち
な
ん
で
、三
階
重
文
室

で「
西
郷
隆
盛
と
そ
の
時
代
の
刀
工
達
」

と
題
し
て
名
品
・
優
品
を
展
示
す
る
予

定
で
す
。
ま
た
四
階
会
場
で
は
、
全
日

本
刀
匠
会
の
協
力
を
得
て
現
代
刀
匠
に

よ
る
「
銘
切
り
実
演
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
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文
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会
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介
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イ
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誠
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司
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嶋
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つ
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冥
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高
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堂

飯
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慶
雄

刀
剣
高
吉

髙
島　

吉
童

日
本
刀
籏
谷

籏
谷　

大
輔

服
部
美
術
店

服
部　

暁
治

刀
剣
ギ
ャ
ラ
リ
ー
樹
林

森
野　

幸
男

大
宮
清
水
商
会

清
水　

敏
行

古
美
術
成
蹊
堂

松
川
浩
一
郎

㈱
永
楽
堂

木
村
由
利
子

大
阪
刀
剣
会
吉
井

吉
井　

唯
夫

㈱
む
さ
し
屋

猿
田　

慎
男

大
和
美
術
刀
剣

大
西　

康
一

筑
前
刀
剣
堂

黒
川　

宏
明

㈱
和
敬
堂

土
肥　

豊
久

儀
平
屋

今
津　

敦
生

㈱
杉
江
美
術
店

杉
江　

雄
治

刀
剣
佐
藤［
倉
敷
刀
剣
美
術
館
］
佐
藤　
　

均

新
堀
美
術
刀
剣

新
堀　

孝
道

刀
友
会

山
本　

一
郎

恵
那
秋
水
会

松
原　

正
勝

川
越 

優
古
堂

三
浦　

優
子

㈱
日
本
刀
剣

伊
波　

賢
一

刀
剣・古
美
術
京
都
む
ら
か
み
村
上　

昌
弘

㈱
舟
山
堂

稲
留　

修
一

㈱
真
玄
堂

髙
橋　

歳
夫

秀
美
堂

小
畠　
　

昇

玉
山
名
史
刀

玉
山　

真
敏

「
組
合
創
立
三
十
周
年
記
念
祝
賀

会
」の
ご
案
内

　

平
素
は
当
組
合
の
活
動
に
深
い
ご
理

解
と
ご
支
援
を
頂
き
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
こ
の

度
、
組
合
は
創
立
三
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
皆
さ
ま
方
の

ご
支
援
に
よ
る
も
の
と
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、「
創
立
三
十
周
年

記
念
祝
賀
会
」
を
執
り
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
大
刀
剣
市
の
中
日
で
何
か

と
ご
多
用
と
は
存
じ
ま
す
が
、
万
障
お

繰
り
合
わ
せ
の
上
ご
出
席
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

日
時
：�

十
一
月
十
八
日
㈯
午
後
六
時
三

十
分
開
会

会
場
：�

芝
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
（
ロ
ー
ズ
の

間
）
港
区
芝
公
園
一-

五-

一
〇

☎
〇
三-

三
四
三
三-

四
一
四
一
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事
例
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七
月
三
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
「
も
う
覚
悟
は
決
ま
っ
た
か
ら
、
刀

を
引
き
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
」

　

大
正
十
三
年
生
ま
れ
で
御
年
九
十
三

歳
の
Ｓ
氏
（
横
浜
在
住
）
か
ら
の
電
話

で
あ
っ
た
。
病
を
得
た
今
、
弊
社
の
付

け
る
値
段
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
信
用
す
る

か
ら
預
か
っ
て
い
っ
て
、
店
で
査
定
し

て
買
い
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
だ
。

　
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
今
す
ぐ
参

り
ま
す
」。
蒸
し
暑
い
中
、
出
か
け
て

い
っ
た
。

　

現
地
に
到
着
し
、
ご
挨
拶
も
そ
こ
そ

こ
に
早
速
、
御
刀
の
整
理
を
始
め
た
。

十
数
振
の
刀
の
登
録
証
を
確
認
し
、
発

行
し
た
教
育
委
員
会
に
照
会
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
一
点
内
容
が
異
な
る
も
の
が

あ
っ
た
。
大
分
県
の
登
録
で
あ
っ
た
。

そ
の
場
で
電
話
を
す
る
と
、
男
性
の
担

当
者
が
出
た
。

　

大
分
県
担
当
者
（
男
性
）「
あ
あ
、

内
容
が
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
」

　

私
「
大
き
く
異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
」

　

担
当
者
「
い
や
…
わ
ず
か
で
す
が
」

　

私
「（
お
そ
る
お
そ
る
）
あ
の
ー
、

ど
こ
が
違
い
ま
す
か
ね
ー
」

　

担
当
者
「
そ
れ
は
、
普
通
お
答
え
は

し
ま
せ
ん
よ
ね
」

　

登
録
証
に
不
備
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
旨
を
Ｓ
氏
に
伝
え
、
も
し
も
の
場
合

は
教
育
委
員
会
で
現
物
確
認
の
手
続
き

が
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合

は
代
行
す
る
旨
を
お
伝
え
し
た
。
Ｓ
氏

は
泰
然
と
「
お
任
せ
し
ま
す
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。

　

帰
社
し
た
後
、
お
預
か
り
し
た
お
品

の
整
理
に
取
り
掛
か
り
、
一
段
落
し
た

三
日
後
、
現
物
鑑
定
手
続
き
を
す
る
べ

く
大
分
県
に
電
話
を
し
た
。
過
日
電
話

で
話
し
た
の
は
男
性
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
男
性
と
は
異
な
る
別
の
女
性
が
電
話

口
に
出
た
。

　

私
「
内
容
的
な
違
い
は
日
付
の
間
違

い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
些
細
な
間
違
い
で
は
な
い
か

と
…
」

　

大
分
県
担
当
者
（
女
性
）「
ど
こ
が

異
な
る
か
、
当
方
は
回
答
し
ま
せ
ん
で

し
た
か
」

　

私
「
え
え
。
そ
の
時
電
話
に
出
た
男

性
は
、
ど
こ
が
異
な
る
か
、
普
通
は
言

わ
な
い
で
し
ょ
う
、
と
」

　

担
当
者
「
ず
い
ぶ
ん
前
で
す
か
、
そ

の
お
問
い
合
わ
せ
は
」

　

私
「
今
週
の
月
曜
日
で
す
よ
」

　

担
当
者
「
あ
、
そ
の
日
で
す
か
。
私
、

い
な
か
っ
た
日
で
す
ね
。
す
み
ま
せ
ん
、

代
役
の
者
が
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
で
す
ね
」

　

担
当
者
が
い
な
い
時
に
出
た
人
次
第

で
、
対
応
は
異
な
る
の
か
な
あ
、
と
思

っ
て
い
る
と
、
女
性
は
「
登
録
証
を
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
信
し
て
い
た
だ
け
ま

す
か
。
拝
見
し
て
不
備
の
具
合
い
に
よ

り
、
対
応
で
き
る
か
と
」
と
言
う
。

　

即
座
に
送
信
し
た
と
こ
ろ
、「
折
り
返

し
、
す
ぐ
に
お
電
話
し
ま
す
」
と
の
言

葉
通
り
、
電
話
が
あ
っ
た
。
開
口
一
番
、

女
性
は
「
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

は
、
こ
ち
ら
の
誤
り
で
す
。
間
違
っ
て

い
る
の
は
日
付
で
す
。
実
は
こ
の
時
、

中
一
日
で
二
回
登
録
審
査
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。
そ
れ
で
間
違
い
が
生
じ
た
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て

も
今
回
は
当
方
の
間
違
い
で
す
か
ら
、

現
物
鑑
定
は
不
要
で
す
。
こ
ち
ら
か
ら

原
票
に
基
づ
い
た
登
録
証
を
再
交
付
い

た
し
ま
す
。
本
当
に
す
み
ま
せ
ん
で
し

た
」

　

担
当
者
不
在
の
場
合
、
登
録
証
の
内

容
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
り
、

は
た
ま
た
、
電
話
を
か
け
直
し
て
ほ
し

い
と
言
わ
れ
た
り
す
る
。
今
回
は
、
不

備
で
あ
る
と
決
め
つ
け
ら
れ
、
ど
こ
が

お
か
し
い
の
か
、
柔
軟
に
対
応
し
て
も

ら
え
な
か
っ
た
。

　

Ｓ
氏
が
寛
大
な
方
だ
っ
た
の
で
事
な

き
を
得
え
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て

は
商
談
を
大
き
く
左
右
す
る
可
能
性
も

あ
っ
た
。
販
売
の
場
合
で
あ
れ
ば
「
登

録
が
お
か
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
問
答

無
用
。
白
紙
」
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

　
「
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
」
で
は
な
い

が
、
今
回
は
大
分
県
の
登
録
担
当
の
女

性
（
Ｋ
さ
ん
）
の
爽
や
か
な
対
応
に
胸

を
な
で
下
ろ
し
た
次
第
で
あ
っ
た
。

�

（
登
録
証
問
題
研
究
会
）

｢

登
録
証
問
題｣

を
考
え
る

｢

登
録
証
問
題｣

を
考
え
る


　

手
元
に
刀
剣
の
登
録
証
と
所
持
許
可

証
が
あ
り
ま
す
。

　

前
者
は
美
術
刀
剣
を
対
象
と
す
る
銃

砲
刀
剣
類
登
録
証
で
あ
り
、
都
道
府
県

教
育
委
員
会
発
行
の
も
の
で
す
。
こ
の

登
録
証
が
付
い
て
い
る
刀
で
あ
る
故
に
、

一
市
民
で
あ
る
私
で
も
所
有
・
保
管
が

で
き
ま
す
。
刀
剣
鑑
賞
会
な
ど
で
自
宅

か
ら
持
ち
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
売

却
も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
す
。
売
却
の

際
に
刀
屋
さ
ん

か
ら
最
初
に
聞

か
れ
る
の
は
、

こ
の
登
録
証
の

有
無
で
す
。

　

後
者
は
、
い

わ
ゆ
る
昭
和

刀
な
ど
美
術
刀

剣
に
該
当
し
な

い
刀
が
対
象
で

す
。

　

か
な
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
亡
父
の

遺
品
を
整
理
し
て
い
た
際
に
、
刀
と
一

緒
に
発
見
し
ま
し
た
。
父
名
義
の
刀
剣

類
所
持
許
可
証
が
付
い
て
い
ま
し
た
。

念
の
た
め
、
所
轄
警
察
署
に
出
向
い
て

相
続
に
よ
る
譲
渡
手
続
き
を
申
請
し
た

と
こ
ろ
不
許
可
と
な
り
、
没
収
、
熔
鉱

炉
行
き
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。

　

理
由
は
、
本
人
限
り
の
一
代
所
持
許

可
で
あ
る
か
ら
と
の
こ
と
で
し
た
。
父

に
は
旧
陸
軍
少
尉
の
軍
歴
が
あ
り
、
従

軍
の
際
に
購
入
、
所
持
し
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
軍
刀
を
腰
か
ら
つ
る
し
た

写
真
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
私
は
正
統
な
相
続
人
で
あ

り
、
善
良
な
市
民
で
あ
り
、
公
益
財
団

法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
の
会
員

で
も
あ
る
刀
剣
愛
好
家
で
あ
る
故
、
父

の
遺
品
で
あ
り
昭
和
の
歴
史
遺
産
で
も

あ
る
軍
刀
を
所
有
し
た
い
旨
を
申
立
書

に
記
載
し
、
警
察
署
に
提
出
し
ま
し
た
。

約
半
年
後
、
公
安
委
員
会
が
発
行
し
た

私
名
義
の
所
持
許
可
証
と
一
緒
に
、
軍

刀
が
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
許
可
証
は
黒

ビ
ニ
ー
ル
張
り
の
古
い
運
転
免
許
証
の

よ
う
な
も
の
で
、
所
持
の
用
途
は
「
風

俗
慣
習
」
で
す
。

　

そ
の
後
は
、
毎
年
春
に
地
元
の
警
察

署
で
所
持
許
可
の
更
新
を
し
ま
す
。
記

載
事
項
と
現
物
の
確
認
が
あ
る
の
で
、

両
方
を
持
参
し
ま
す
。
銃
砲
所
持
と
同

じ
更
新
の
よ
う
で
、
周
り
の
多
く
は
猟

銃
や
各
種
火
器
を
扱
う
方
で
す
。
消
防

関
係
の
方
も
見
受
け
ま
す
。
銃
砲
と
違

う
の
は
、
多
分
、
使
用
履
歴
確
認
と
面

接
が
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。

　

最
近
の
本
紙
で
登
録
証
問
題
が
連
載

さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
も
う
一
方
の

所
持
許
可
証
の
現
実
も
知
っ
て
い
た
だ

き
た
く
、
ペ
ン
を
執
り
ま
し
た
。

刀
剣
所
持
許
可
の
こ
と

�

鈴
木 

光
寿
（
愛
刀
家
）

寄 稿

刀剣所持許可証（部分）

「
大
刀
剣
市
」出
店
者
事
前
説
明
会
を

東
京
美
術
倶
楽
部
に
て
開
催

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
（
以
下
全

刀
商
）
の
共
同
販
売
事
業
で
あ
る
「
大

刀
剣
市
」
出
店
者
事
前
説
明
会
を
七
月

十
七
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
年
で
三
十
回
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
も
、
組
合
員
と
出
店
者
、
そ
れ

に
毎
年
万
全
の
態
勢
で
大
刀
剣
市
開
催

に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
過
去
の
実
行

委
員
会
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。

　

普
段
は
個
々
の
商
い
に
精
進
す
る
組

合
員
も
、
大
刀
剣
市
に
お
い
て
は
刀
剣

商
の
地
位
向
上
を
共
に
目
指
し
、
行
動

し
て
い
る
こ
と
が
今
日
の
成
功
に
つ
な

が
っ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
今
後

も
良
い
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
く
こ
と

を
心
が
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
刀
剣
市
の
位
置
付
け
を
再
確
認
し
、

そ
の
意
義
を
外
部
に
統
一
的
に
発
信
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
年
に
一
度
の

共
同
販
売
事
業
の
事
前
説
明
会
へ
の
出

席
を
お
願
い
し
て
お
り
、
ま
た
出
席
す

る
こ
と
が
出
店
条
件
の
一

つ
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

初
め
に
進
行
役
の
松
本

義
行
理
事
に
よ
り
出
席
の

確
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
祭
日
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の

出
店
者
の
方
に
ご
出
席
い

た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
清
水
儀
孝
理

事
長
よ
り
挨
拶
が
あ
り
、

「
今
年
で
創
立
三
十
周
年

と
な
る
当
組
合
は
、
皆
さ

ん
の
ご
協
力
の
下
で
三
十

回
目
の
大
刀
剣
市
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
開
催
期
間
中
に
、
組
合

創
立
三
十
周
年
記
念
の
祝

賀
式
典
を
開
催
し
ま
す
」

と
祝
賀
会
開
催
が
発
表
さ

れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
次
の
内
容
で
説
明
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

①�

出
店
案
内
規
約
と
関
連
事
項
の
説
明

（
筆
者
）

②�

図
録
掲
載
写
真
の
撮
影
に
つ
い
て

（
生
野
正
理
事
）

③�

出
店
ブ
ー
ス
に
つ
い
て
（
筆
者
）

④�

重
文
室
展
示
「
西
郷
隆
盛
と
そ
の
時

代
の
刀
工
達
」
に
つ
い
て
（
佐
藤
均

常
務
理
事
）

⑤�

広
告
に
つ
い
て�

（
伊
波
賢
一
副
理
事

長
）

⑥
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
（
服
部
暁
治
副
理
事
長
）

⑦�

防
犯
に
つ
い
て
（
持
田
具
宏
理
事
）

⑧�

質
疑
応
答

⑨�

総
括
（
冥
賀
吉
也
理
事
）

　

愛
刀
家
に
好
評
の
出
品
カ
タ
ロ
グ
制

作
に
関
し
て
、
掲
載
品
の
集
荷
作
業
を

昨
年
か
ら
組
合
と
し
て
は
行
わ
な
い
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。
出
店
者
が
そ
れ
ぞ

れ
指
定
さ
れ
た
撮
影
会
場
へ
持
参
す
る

の
で
す
が
、
そ
の
際
の
手
順
に
つ
い
て

の
戸
惑
い
が
昨
年
は
少
な
か
ら
ず
あ
り

ま
し
た
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

な
い
よ
う
、
詳
細
な
説
明
を
尽
く
す
よ

う
心
が
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
刀
剣
市
会
場
内
で
行
っ
て

い
た
特
別
企
画
「
我
が
家
の
お
宝
鑑

定
」
は
今
回
か
ら
行
わ
な
い
こ
と
と
し

ま
し
た
。
古
物
営
業
法
改
正
に
よ
り
、

同
会
場
内
に
て
の
買
取
行
為
は
違
法
と

見
な
さ
れ
ま
す
。
売
却
を
希
望
さ
れ
て

来
場
さ
れ
る
方
も
多
い
の
で
、
そ
の
よ

う
な
方
々
に
ご
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ

う
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

回
を
重
ね
、
事
故
も
な
く
真
面
目
な

姿
勢
で
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
得
ら
れ

た
今
日
の
信
用
を
失
わ
な
い
よ
う
、
全

刀
商
は
今
後
も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

出
店
者
の
皆
さ
ん
も
、
会
場
内
で
の
買

取
行
為
は
刑
罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
絶
対
に
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

も
し
開
催
期
間
中
に
組
合
へ
の
売
却

希
望
で
来
場
し
た
お
客
さ
ま
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
同
会
場
四
階
受
付

の
組
合
事
務
局
ま
で
お
知
ら
せ
願
い
ま

す
。

　

大
刀
剣
市
の
出
店
者
一
人
一
人
が
組

合
の
代
表
者
で
あ
り
、
共
同
販
売
事
業

で
あ
る
と
い
う
意
識
を
高
め
る
こ
と
で
、

今
回
は
さ
ら
に
大
き
な
成
果
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
確
信
し
ま
す
。

�

（
嶋
田
伸
夫
）

大刀剣市説明会に出席された出展者（東京美術倶楽部にて）
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去
る
八
月
三
十
一
日
、
公
益
財
団
法

人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
（
酒
井
忠

久
会
長
。
以
下
「
日
刀
保
」）
の
新
刀

剣
博
物
館
建
設
が
完
工
し
た
た
め
、
工

事
竣
工
引
渡
式
が
、
同
館
で
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
酒
井
会
長
・
柴
原
勤
専
務
理

事
・
志
塚
徳
行
常
務
理
事
・
福
本
富
雄

常
務
理
事
ら
移
転
を
英
断
さ
れ
た
日
刀

保
執
行
部
の
方
々
と
、
施
工
主
・
戸
田

建
設
株
式
会
社
、
設
計
を
担
当
し
た
槙

総
合
計
画
事
務
所
な
ど
の
関
係
者
が
一

堂
に
会
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
十
月
に
両
国
公
会
堂

跡
地
の
活
用
事
業
の
候
補
団
体
と
し
て

名
乗
り
を
上
げ
、
博
物
館
移
転
事
業
の

広
報
を
目
に
し
た
の
が
つ
い
先
日
の
よ

う
に
思
え
ま
す
が
、
今
ま
さ
に
、
両
国

公
会
堂
の
構
成
を
継
承
し
、
江
戸
武
家

屋
敷
の
庭
園
に
溶
け
込
む
威
容
が
姿
を

現
し
ま
し
た
。

　

威
信
を
か
け
て
取
り
組
ま
れ
た
槙
総

合
計
画
事
務
所
の
代
表
・
槇
文
彦
氏
は

「
文
化
財
庭
園
の
景
観
を
損
ね
る
こ
と

な
く
、
限
ら
れ
た
面
積
で
と
い
う
厳
し

い
条
件
で
あ
り
ま
し
た
が
、
パ
ビ
リ
オ

ン
の
よ
う
な
魅
力
あ
る
公
園
施
設
と
し

て
の
博
物
館
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
設

計
し
ま
し
た
」
と
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

　

老
朽
化
が
進
む
従
来
の
刀
剣
博
物
館

の
建
て
替
え
を
待
つ
日
刀
保
と
、
大
名

庭
園
を
有
す
る
旧
両
国
公
会
堂
跡
地
の

有
効
活
用
を
志
向
す
る
動
き
が
期
せ
ず

し
て
合
体
し
ま
し
た
。
日
本
刀
の
本
丸

で
あ
る
日
刀
保
を
両
国
に
移
し
て
、
酒

井
会
長
が
采
配
を
振
る
い
ま
す
。

　

旧
庄
内
藩
主
酒
井
家
十
八
代
当
主

で
、
公
益
財
団
法
人
致
道
博
物
館
代
表

理
事
・
館
長
を
も
務
め
る
多
忙
な
立
場

で
す
。
そ
の
酒
井
会
長
の
経
験
と
信
用

は
、
刀
剣
業
界
の
み
な
ら
ず
他
分
野
と

の
連
携
に
も
生
か
さ
れ
、
日
刀
保
の
さ

ら
な
る
繁
栄
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。　

　

酒
井
会
長
か
ら
は
「
本
日
の
竣
工
引

渡
式
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の

も
、
関
係
各
位
の
ご
尽
力
の
賜
物
と
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
刀
剣
文
化
の

ま
す
ま
す
の
発
信
の
拠
点
と
し
、
一
層

の
努
力
を
い
た
し
ま
す
。
私
の
居
住
す

る
鶴
岡
市
と
墨
田
区
は
姉
妹
都
市
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
度
の
博
物
館
移
転
で

一
層
強
い
結
び
つ
き
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
環
境
を
与
え

ら
れ
た
当
協
会
は
、
こ
れ
か
ら
が
正
念

場
で
あ
り
、
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で

す
」
と
力
強
い
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

式
典
後
は
内
覧
会
が
行
わ

れ
、
新
博
物
館
内
を
一
階
か

ら
順
に
見
学
し
ま
し
た
。一
階

に
は
一
番
広
い
ス
ペ
ー
ス
と

な
る
講
堂
が
あ
り
、
休
息
の

で
き
る
ロ
ビ
ー
も
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
の
部
屋

か
ら
も
緑
豊
か
な
日
本
庭
園

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

二
階
は
日
刀
保
の
業
務
を

司
る
各
部
署
の
部
屋
が
連
携

し
や
す
く
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
装
飾

を
で
き
る
限
り
控
え
洗
練
さ
れ
た
館
内

は
、
日
本
庭
園
と
の
調
和
が
取
れ
て
お

り
、
さ
り
げ
な
く
小
紋
の
デ
ザ
イ
ン
が

入
る
壁
な
ど
に
も
、
日
本
人
の
美
学
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

三
階
は
新
刀
剣
博
物
館
の
展
示
室
と

な
り
ま
す
。
刀
剣
類
を
展
示
す
る
空
間

に
は
エ
ア
タ
イ
ト
の
外
気
温
、
湿
度
等

に
左
右
さ
れ
な
い
、
気
密
性
の
高
い
最

新
の
ケ
ー
ス
が
間
も
な
く
入
り
ま
す
。

　

従
来
よ
り
も
総
床
面
積
は
一･

六
倍

と
広
く
な
り
、
駐
車
場
も
大
型
バ
ス
が

入
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

竣
工
引
渡
式
終
了
後
は
両
国
第
一
ホ

テ
ル
に
会
場
を
移
し
、
祝
賀
会
が
開
か

れ
ま
し
た
。

　

新
博
物
館
は
、
訪
れ
る
方
々
の
憩
い

の
場
所
と
も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
墨

田
区
で
は
世
界
中
か
ら
訪
日
す
る
観
光

客
も
想
定
し
て
、
文
化
施
設
の
誘
致
・

整
備
に
官
民
一
体
と
な
り
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
新
刀
剣
博
物
館
も
、
海
外
か

ら
の
訪
日
客
で
賑
わ
い
そ
う
で
す
。

　

な
お
、
現
在
、
日
刀
保
で
は
博
物
館

へ
の
浄
財
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
こ
の

寄
附
金
は
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
の
対

象
と
な
る
も
の
で
す
。�

（
嶋
田
伸
夫
）竣工引渡式に参集した関係者

祝賀会で挨拶する酒井日刀保会長

新
刀
剣
博
物
館
が
竣
工
、

開
館
は
来
春

　

組
合
が
実
施
す
る
「
刀
剣
評
価
鑑
定

士
」
の
資
格
認
定
試
験
の
問
題
集
案
を

通
読
し
て
み
た
。

　

試
験
に
出
題
す
る
予
定
の
問
題
は
大

き
く
分
け
て
、
①
銃
刀
法
や
古
物
営
業

法
、
特
定
商
取
引
法
や
消
費
者
契
約
法
、

民
法
な
ど
の
法
律
・
法
令
に
関
す
る
も

の
、
②
刀
剣
や
刀
装
具
の
基
礎
知
識
に

関
す
る
も
の
、
③
刀
剣
等
の
評
価
・
鑑

定
に
関
す
る
も
の
、
④
甲
冑
・
武
具
の

基
礎
知
識
を
問
う
も
の
、
⑤
刀
剣
の
製

作
、
研
磨
、
白
鞘
、
拵
製
作
お
よ
び
鎺
、

金
工
に
関
す
る
も
の
、
等
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
組
合
理
事
を
中
心
と
し
て
、

刀
剣
関
係
の
多
く
の
人
々
か
ら
約
千
問

も
の
出
題
案
が
寄
せ
ら
れ
、
重
複
や
難

解
、
不
要
等
を
削
除
し
た
約
百
二
十
問

が
当
初
の
試
験
問
題
案
と
し
て
採
用
さ

れ
て
い
る
。

　

何
年
間
、
何
十
年
間
も
刀
剣
の
仕
事

に
従
事
し
て
い
れ
ば
、
②
や
③
の
刀
剣

や
刀
装
具
に
関
し
て
の
知
識
や
、
そ
れ

ら
の
評
価
・
鑑
定
に
つ
い
て
は
及
第
点

を
取
り
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
⑤
の
刀
匠

や
研
師
・
白
銀
師
・
鞘
師
等
の
仕
事
に

つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
理
解
を
得
て
い

る
者
が
大
半
で
あ
ろ
う
が
、
①
の
刀
剣

関
係
を
は
じ
め
と
す
る
法
令
に
つ
い
て

は
、
初
め
て
目
に
す
る
事
項
さ
え
あ
り
、

あ
ら
た
め
て
我
々
の
業
界
も
さ
ま
ざ
ま

な
制
約
の
下
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

公
安
委
員
会
か
ら
古
物
許
可
証
を
取

得
し
、
刀
剣
商
組
合
に
入
会
し
て
組
合

員
証
を
得
た
れ
っ
き
と
し
た
刀
剣
の
専

門
業
者
で
あ
る
以
上
、
法
律
等
を
「
知

ら
な
か
っ
た
」
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。

そ
れ
故
に
、
知
っ
て
お
く
べ
き
最
低
限

の
法
律
知
識
は
問
題
に
組
み
入
れ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
集
の
中
か
ら
難
易
度
の
高
い
と

思
わ
れ
る
設
問
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、

盗
難
や
遺
失
物
に
関
す
る
問
題
で
、
問

刀
剣
商
（
古
物
許
可
証
を
得
て
い
る
の

で
法
律
の
条
文
で
は
古
物
商
）
が
一
般

の
人
か
ら
入
手
し
た
刀
剣
等
（
条
文
で

は
古
物
）
が
盗
品
又
は
遺
失
物
で
あ
っ

た
場
合
、
被
害
者
が
無
償
で
そ
の
返
還

を
請
求
で
き
る
期
間
で
正
し
い
も
の
は

次
の
う
ち
ど
ち
ら
か
〈
ａ
盗
難
ま
た
は

遺
失
の
時
か
ら
一
年
間
、
ｂ
盗
難
ま
た

は
遺
失
の
時
か
ら
二
年
間
〉。
さ
て
、
こ

の
問
題
に
直
面
し
た
時
に
誰
も
が
考
え

る
の
は
善
意
取
得
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
盗
難
品
等
と
知
り
な
が
ら
買
い
受

け
ま
た
は
交
換
し
た
の
で
あ
れ
ば
贓ぞ

う

物ぶ
つ

故
買
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
常
識
で

あ
る
。
し
か
し
、
正
当
な
売
買
で
購
入

し
た
も
の
は
盗
難
品
と
の
識
別
は
不
可

能
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
年
あ
る
い
は
二

年
も
経
過
し
て
い
る
の
に
無
償
で
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

正
解
は
何
と
ｂ
の
二
年
間
で
あ
る
。

　

同
様
の
問
題
を
も
う
一
つ
挙
げ
て

み
よ
う
。
問
裁
判
所
が
行
う
競
売
以
外

の
交
換
会
や
業
者
か
ら
善
意
で
譲
り
受

け
ま
た
は
買
い
入
れ
た
も
の
が
盗
難
品

や
遺
失
物
で
あ
っ
た
場
合
、
被
害
者
は

一
年
以
内
に
限
り
無
償
で
返
還
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
〈
ａ
で
き
る
、
ｂ

で
き
な
い
〉。
正
解
は
ａ
の
で
き
る
で
、

民
法
第
一
九
三
条
と
古
物
営
業
法
第
二

十
条
の
盗
品
及
び
遺
失
物
の
回
復
請
求

の
項
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
盗
難
等
の
被
害
防
止

の
見
地
か
ら
被
害
者
の
無
償
回
復
請
求

権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
の
人
か

ら
の
入
手
は
二
年
間
、
業
者
間
の
取
引

に
お
い
て
は
一
年
間
と
差
が
つ
け
ら
れ

て
お
り
、
裁
判
所
の
行
う
競
売
に
よ
り

入
手
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
無
償
返
還

義
務
は
な
く
、
そ
れ
相
応
の
代
価
が
支

払
わ
れ
た
時
に
限
り
返
還
す
れ
ば
よ
い

と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
無
償
回
復
請
求
に
関
し
て
は
不

慣
れ
な
業
者
も
多
く
、
ま
た
、
商
売
を

行
う
上
で
厳
し
い
法
律
で
あ
る
か
の
よ

う
に
も
思
え
る
が
、
逆
に
自
分
が
盗
難

被
害
に
遭
っ
た
り
、
不
注
意
で
遺
失
し

た
時
な
ど
に
は
、
現
在
の
持
ち
主
に
対

し
て
期
限
内
で
あ
れ
ば
無
償
で
返
還
請

求
を
で
き
る
あ
り
が
た
い
法
律
で
も
あ

る
。
知
っ
て
い
て
決
し
て
損
は
な
く
、

知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
と
な
り
、

そ
れ
以
上
に
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

法
律
で
あ
る
。

　

ま
た
、
古
物
営
業
法
に
関
す
る
設
問

に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
も
の
も

多
い
。
A
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
古
物
を
売

る
だ
け
の
営
業
で
も
公
安
委
員
会
の
届

け
出
が
必
要
で
あ
る
、
B
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
取
引
の
よ
う
に
取
引
相
手
と
対
面

し
な
い
で
古
物
の
買
い
受
け
を
行
う
場

合
、
相
手
方
の
確
認
と
し
て
運
転
免
許

証
の
コ
ピ
ー
で
は
違
法
で
あ
る
、
C
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
営
む

者
は
古
物
競
り
売
り
斡
旋
業
者
に
該
当

す
る
の
で
警
察
へ
の
届
け
出
が
必
要
で

あ
る
、
D
古
物
商
許
可
証
を
持
っ
た
者

で
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
競

り
売
り
を
行
う
場
合
は
営
業
所
の
所
轄

警
察
署
に
三
日
前
ま
で
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
比
較
的
難
度
の
高
い
も
の

と
し
て
は
、
盗
難
等
で
警
察
か
ら
出
さ

れ
て
い
る
「
品し

な

触ぶ

れ
」
手
配
書
の
保
存

期
間
は
半
年
で
あ
り
、
万
一
、
品
触
れ

書
に
あ
る
品
物
を
所
持
し
て
い
る
と
き

は
そ
の
旨
を
直
ち
に
警
察
に
届
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
期
間
中
に

誤
っ
て
譲
り
渡
し
た
場
合
は
無
条
件
で

持
ち
主
に
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

等
が
あ
り
受
験
に
際
し
て
初
め
て
目
に

す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

今
回
は
古
物
営
業
法
に
関
す
る
設
問

の
ほ
ん
の
一
例
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ

な
い
が
、
試
験
問
題
は
前
述
の
よ
う
に

多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ど
の
分
野
に

お
い
て
も
満
点
を
取
る
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
く
、
長
年
刀
剣
を
扱
っ
て

き
た
人
で
も
、
こ
れ
を
機
会
に
学
習
す

る
時
間
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
も
と
よ
り
組
合
は
受
験
者

に
難
問
を
課
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

問
題
に
回
答
し
得
る
知
識
を
身
に
付
け
、

日
常
の
商
売
や
利
益
に
結
び
付
け
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
組
合
員
全
員
の
合
格

を
目
標
と
し
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て
、

試
験
対
策
問
題
集
は
全
組
合
員
の
元
に

届
き
、
難
し
い
問
題
は
組
合
交
換
会
の

日
や
文
書
に
お
い
て
易
し
く
説
明
・
解

説
が
な
さ
れ
、
一
問
も
間
違
い
の
な
い

よ
う
に
レ
ク
チ
ャ
ー
が
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
真
の
狙
い
は
、
刀
剣
商

全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
と
、
来
る
べ
き

時
代
に
対
応
し
得
る
刀
剣
業
界
の
確
立

で
あ
り
、
組
合
員
に
余
分
な
犠
牲
を
強

い
る
も
の
で
は
な
い
。

　

知
ら
な
く
て
も
商
売
で
き
る
こ
と
よ

り
も
、
知
っ
て
お
か
な
い
と
不
利
に
な

る
よ
う
な
実
利
的
な
問
題
を
中
心
に
、

今
後
さ
ら
に
研
究
・
検
討
が
繰
り
返
さ

れ
、
組
合
員
全
員
の
資
格
取
得
に
向
け

努
力
が
続
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
誰

の
た
め
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
自
分
の

た
め
の
資
格
で
あ
る
。
他
人
に
誇
れ
る

も
の
と
す
る
た
め
、
出
題
者
に
も
同
じ

努
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

■東京国立博物館の刀剣・武具展示情報
　〒110-8712�東京都台東区上野公園13-9
　☎03-5777-8600（ハローダイヤル）　
　http://www.tnm.jp/

武士の装い─平安～江戸
　本館５室・６室で、平安時代から江戸
時代までの武士が用いた、刀剣・刀装・
甲冑・馬具・装束や武士の肖像画・書状
などを展示します。
　刀剣は、９月５日から福岡一文字助真
の太刀とその刀装など、刀身に刀装が付
属するものは同時に展示し、さらに糸巻
太刀、合口などさまざまな形式や時代の
刀装を陳列します。甲冑は、当館を代表
する作品の一つである「樫鳥糸肩赤威胴
丸」など、腹巻、当世具足の各種の作品
や兜を展示します。
会期：８月29日㈫～11月19日㈰
〈主な展示作品〉
太�刀　福岡一文字（北条太刀）／三鱗紋兵
庫鎖太刀拵　重文
刀　長船元重／朱漆打刀拵　重文
太�刀　一文字助真／沃懸地葵紋蒔絵螺鈿
打刀拵　国宝
樫鳥糸肩赤威胴丸　重文
陣羽織　白練緯地趣旨影文字経文模様
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［問１］　登録が許可される古式銃砲とは、日本
製銃砲にあっておおむね慶応３年（1867）以
前に製作されたもので、外国製についてもお
おむねそれ以前に日本に伝来した銃であるこ
とを、客観的資料等により証明できたもので
ある。○か×か。

［問２］　登録証の付いていない刀を見つけたと
き、まずどこへ届け出るか。

　　①居住する都道府県教育委員会
　　②居住地を管轄する警察署

［問３］　無銘の刀を公益財団法人日本美術刀剣
保存協会の鑑定審査に出したところ、「長船
兼光」に極まったので、登録証にペンで書き
加え、それとわかるものにした。○か×か。

［問４］　日本刀を輸出する場合の登録証の取り
扱いについて、正しいものを次の中から選び
なさい。

　　①刀に添付して輸出する
　　②�輸出後に交付先都道府県教育委員会に返

納する

［問５］　日本刀を買い受け、もしくは交換し、
または売却もしくは交換の委託を受けようと
するときは、相手方の住所、氏名、職業およ
び年齢を確認しなければならないが、その義
務が免除される金額はいくらか。次の中から
正しいものを選びなさい。

　　①１万円以下　　②３万円以下

［問６］　防犯三大義務とは、「取引相手の確認
義務」「不正品の申告義務」「帳簿等への記録
義務」である。○か×か。

［問７］　象牙製品を扱う場合、経済産業省から
発行してもらう許可書のことを何と言うか。
次の中から正しいものを選びなさい。

　　①特定国際種事業者　　②象牙取扱事業者

［問８］　｢種の保存法」による絶滅危惧種の取
り扱いにおいて、原形を保っている生牙・磨
牙・彫牙･タイマイなどの剝製には１点ずつ
登録票を取得し、それを付けて展示・販売を
しなければならない。○か×か。

［問９］　次の［　］の中から正しいものを選び
なさい。
　　国宝に指定されている刀剣は現在122点あ
るが、その中で最も多く指定されているのは
［①長光、②正宗］の９点である。

［問10］　次のうち、在銘品の現存しない刀工は
誰ですか。次の中から正しいものを選びなさ
い。

　　①相州正宗　　②郷義弘

［問11］　古刀期の刀匠数が一番多い国はどこ
か。次の中から正しいものを選びなさい。

　　①美濃　　②備前

［問12］　鏡師出身で、彫物の得意な刀工は誰か。
次の中から正しいものを選びなさい。

　　①一竿子忠綱　　②栗原信秀

［問13］　装剣金工の祖と呼ばれる後藤家の初代
は誰か。次の中から正しいものを選びなさい。

　　①祐乗　　②程乗

［問14］　刀装具で三所物と称されるものは、小
柄・筓ともう１つは何か。次の中から正しい
ものを選びなさい。

　　①目貫　　②縁頭

［問15］　次の甲冑師集団の中で、九州で活躍し
たのは何派か。次の中から正しいものを選び
なさい。

　　①早乙女派　　②宮田派

［問16］　火縄銃の銃口から尾
び

栓
せん

までの長さを何
と言うか。次の中から正しいものを選びなさ
い。

　　①銃身長　　②全長

［問17］　日本刀は一般的に100回程度の折り返
し鍛錬を経て作られる。○か×か

［問18］　下地研磨の最終工程に使用する内曇砥
が採掘される地域は、次のいずれか。

　　①愛知県　　②京都府

［問19］　刀剣の拵に使用している鮫皮は、次の
いずれから取ったものか。

　　①イルカ　　②エイ

［問20］　山金とはどんな金属か。次の中から正
しいものを選びなさい。

　　①山で採れた金　　②精錬の不十分な銅材

� （正解は下段欄外）

「 刀 剣 評 価 鑑 定 士 」 試 験 問 題 例 ②

正 解 ［問１］○　［問２］②　［問３］×　［問４］②　［問５］①　［問６］○　［問７］①　［問８］○　［問９］②　［問10］②　［問11］②　［問12］②　［問13］①　［問14］①
［問15］②　［問16］①　［問17］×　［問18］②　［問19］②　［問20］②� 前号の解答に誤りがありました。［問16］の正解は①です。お詫びして訂正します。

■
全
刀
商
の
活
動
　「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」実
行
委
員
会

資
格
社
会
へ
の
適
応
に
向
け
て
実
施
に
取
り
組
む

　

去
る
九
月
一
日
、
当
組
合
の
新
規
事

業
と
し
て
準
備
中
の
「
刀
剣
評
価
鑑
定

士
」
の
検
定
試
験
問
題
検
討
会
議
が
開

か
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武

具
研
究
保
存
会
か
ら
棟
方
武
城
常
務
理

事
、
公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興

協
会
か
ら
阿
部
一
紀
常
務
理
事
の
両
名

の
ご
出
席
を
賜
り
、
主
に
甲
冑
と
作
刀

･

研
磨
・
白
銀
・
鞘
な
ど
の
刀
剣
諸
職

に
関
わ
る
設
問
に
関
し
て
協
議
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
ず
深
海
信
彦
相
談
役
か
ら
あ
ら
た

め
て
説
明
が
あ
り
、
難
解
な
法
令
の
問

題
な
ど
は
、
刀
剣
商
の
み
な
ら
ず
、
時

代
甲
冑
を
扱
っ
た
り
古
い
刀
を
研
磨
し

た
り
す
る
職
方
の
方
々
も
直
面
す
る
問

題
で
あ
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
刀
剣
商
が

先
陣
を
切
っ
て
資
格
制
度
を
創
設
し
て

い
く
の
で
、
作
問
に
当
た
っ
て
甲
冑
や

刀
に
携
わ
る
多
方
面
の
団
体
の
方
々
か

ら
も
ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
一
緒
に
勉

強
を
し
て
い
き
た
い
と
、
趣
旨
を
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

　

刀
剣
評
価
鑑
定
士
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

昨
年
三
月
の
理
事
会
で
の
承
認
を
経
て

始
動
し
、
現
在
は
問
題
作
成
作
業
の
最

終
段
階
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
に
理
事
お
よ
び
監
事
か
ら
な
る

実
行
委
員
が
、
五
十
問
ず
つ
持
ち
寄
り

ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
作
業

は
、
考
え
て
い
た
以
上
に

困
難
を
極
め
ま
し
た
。

　

と
い
う
の
も
、
組
合
員

の
多
く
が
刀
剣
・
刀
装
具

に
対
し
て
の
知
識
は
十
分

持
っ
て
い
ま
す
が
、
さ
て

法
令
関
係
に
な
る
と
い
か

か
が
で
し
ょ
う
か
。
日
ご

ろ
か
ら
古
物
営
業
法
に
従

っ
て
古
物
台
帳
も
記
帳
し

て
い
る
し
、
古
物
講
習
会

に
出
て
い
る
ぞ
、
と
の
反

論
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
い
ざ
試
験
問
題
に

し
て
厳
し
く
検
討
し
て
み

る
と
、
な
か
な
か
難
し
い

の
で
す
。

　

私
た
ち
刀
剣
商
に
密
接
な
法
律
と
い

う
と
、
さ
ら
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

締
法
・
特
定
商
取
引
法
・
消
費
者
契
約

法
、
最
近
は
象
牙
の
取
引
に
関
係
す
る

種
の
保
存
法
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
実
行
委
員
は
、

こ
れ
ら
多
く
の
法
律
の
中
か
ら
も
重
要

度
の
高
い
問
題
を
抽
出
し
て
、
受
験
者

が
問
題
を
読
ん
だ
と
き
に
理
解
し
や
す

い
よ
う
に
、
ま
た
、
い
た
ず
ら
に
引
っ

掛
け
問
題
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

考
慮
し
て
い
ま
す
。

　

刀
剣
評
価
鑑
定
士
の
資
格
は
、
総
理

大
臣
認
可
組
合
が
、
評
価
鑑
定
を
行
う

に
足
り
る
十
分
な
知
識
と
経
験
を
有
す

る
組
合
員
に
対
し
て
付
与
す
る
資
格
で

あ
り
、
刀
の
知
識
や
販
売
の
経
験
が
あ

る
と
い
う
だ
け
で
は
合
格
で
き
な
い
試

験
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

　

さ
ら
に
本
資
格
が
信
頼
と
権
威
が
あ

る
も
の
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
、公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存

協
会
、公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興

協
会
、一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研

究
保
存
会
、
警
察
庁
や
文
化
庁
な
ど
の

関
連
機
関
か
ら
の
協
賛
を
得
て
参
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
一
字
一
句
間
違
い

が
な
く
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
な
い
設
問

を
作
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
早
期
の
立
ち
上
げ
が

望
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
受
験
資
格
を

持
つ
組
合
員
と
賛
助
会
員
に
取
得
を
目

指
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
刀
剣
評
価
鑑

定
士
資
格
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
、
刀

剣
商
や
日
本
刀
に
関
わ
る
仕
事
に
従
事

さ
れ
て
い
る
方
々
の
五
年
、
十
年
先
の

社
会
的
地
位
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

　

今
や
、
何
を
す
る
に
も
資
格
が
必
要

な
社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の

業
界
に
限
っ
て
資
格
と
無
縁
で
い
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

皆
さ
ま
の
々
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。�

（
生
野�

正
）

２機関の代表を迎えて開催した検討会議

刀
剣
・
宝
飾
品
・
高
級
腕
時
計
・ダ
イ
ヤ

紀
伊
国
屋

〒
３
７
２
–
０
８
１
２

群
馬
県
伊
勢
崎
市
連
取
町
一
八
三
六
–
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
二
七
○
–
二
六
–
七
七
七
八

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
○
二
七
○
–
二
六
–
八
八
七
八

代
表松
浦 

孝
子

〒
５
２
９
–
１
３
１
５

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
沓
掛
80
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
７
４
９
–
４
２
–
２
７
３
６

携
帯
　
０
９
０
–
３
１
６
２
–
７
６
４
１

http://w
w
w
.goushuya-nihontou.com

小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

連絡先 090-8845-2222

www.premi.co.jp

代表者　髙 島 吉 童

古名刀から現代刀、御刀のことならお任せください！〒104-0061 東京都中央区銀座６-７-16
　　　　　岩月ビル２階

㈱銀座泰文堂 　代表  川 島 貴 敏

TEL 03-3289-1366
FAX 03-3289-1367

〒278-0043 千葉県野田市清水199-1
TEL 04-7122-1122
FAX 04-7122-1950

http://www.taibundo.com

泰文堂銀座

東京都北区滝野川７-16-６
TEL 03-5394-1118
FAX 03-5394-1116

美術日本刀・鐔・小道具・甲冑

日本の伝統文化を彩る
JAPAN SWORD CO., LTD.

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-8-1
TEL 03-3434-4321
FAX 03-3434-4324

伊波賢一 Ken-ichi Inami

㈱ 日 本 刀 剣

㈱美術刀剣松本

松本 富夫
義行〒161-0033

東京都新宿区下落合3-17-33
TEL 03-3951-3312
FAX 03-3951-3615

http://www.iidakoendo.com

刀剣・小道具・甲冑武具

飯田高遠堂目白

代表取締役 飯 田 慶 雄
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ブック・レビュー　BOOK REVIEW

松
江
城･

姫
路
城
そ
し
て
五
稜
郭
へ

　『「
現
存
」12
天
守
め
ぐ
り
の
旅
―
歴
史
あ
る
国
宝･

重
文
の
お
城
を
た
ず
ね
る
』

�

萩
原
さ
ち
こ　
Ｇ
Ａ
Ｋ
Ｋ
Ｅ
Ｎ　
一
、四
〇
四
円（
税
込
）

　

天
守
と
は
、
お
城
の
歴
史
の
最
終
段

階
で
誕
生
し
た
も
の
で
、
か
つ
、
短
期

間
で
一
気
に
こ
の
世
の
中
に
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　

全
国
の
有
名
な
お
城
の
築
城
年
を
見

て
み
る
と
、
池
田
輝
政
が
姫
路
城
の
大

改
修
を
開
始
し
た
の
は
慶
長
六
年
（
一

六
〇
一
）、
加
藤
嘉
明
に
よ
る
松
山
城

の
築
城
開
始
は
同
七
年
で
す
。
関
ヶ
原

合
戦
後
に
松
江
を
開
府
し
た
堀
尾
吉
晴

が
、
月
山
富
田
城
か
ら
本
拠
地
を
移
し

て
新
築
し
た
松
江
城
も
慶
長
十
二
年
に

築
城
が
始
ま
っ
て
い
る
。
現
在
、
天
守

や
石
垣
が
残
っ
て
い
る
お
城
は
、
こ
の

こ
ろ
に
集
中
的
に
築
か
れ
た
も
の
が
多

い
は
ず
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
す
な
わ
ち
幕
藩
体
制
下

に
お
い
て
百
七
十
五
城
、
そ
れ
が
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）に
廃
城
令
の
発
布

に
よ
り
約
六
十
棟
、
昭
和
十
五
年（
一

九
四
〇
）に
な
っ
て
も
二
十
棟
が
残
っ

て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
年
の
空
襲

で
水
戸
城
・
大
垣
城
・
名
古
屋
城
・
和

歌
山
城
・
岡
山
城
・
福
山
城
・
広
島
城

の
七
城
が
焼
失
。
そ
の
後
、
松
前
城
が

失
火
で
失
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、
姫
路
城
・

松
山
城
・
備
中
松
山
城
・
高
知
城
・
丸

亀
城
・
彦
根
城
・
松
本
城
・
宇
和
島

城
・
松
江
城
・
弘
前
城
・
犬
山
城
・
丸

岡
城
の
天
守
十
二
棟
の
み
。
こ
の
十
二

棟
の
天
守
を
「
現
存
十
二
天
守
」
と
呼

ぶ
そ
う
で
あ
る
。

　

姫
路
城
・
彦
根
城
・
松
本
城
・
犬
山

城
・
松
江
城
の
天
守
は
国
宝
、
そ
れ
以
外

の
七
城
の
天
守
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
二
カ
月
の
間
に

仕
事
で
松
江
・
姫
路
・
函
館
と
行
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
城
に
も
立
ち
寄
っ
て
き
た
の

で
、
少
し
そ
の
こ
と
を
書
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ま
ず
は
松
江
城
。
こ
こ
は
昭
和
二
十
五

年
の
文
化
財
保
護
法
の
施
行
に
伴
い
、
旧

国
宝
か
ら
重
要
文
化
財
へ
と
格
下
げ
に
な

っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
存
在
だ
っ

た
の
で
す
が
、
松
江
市
で
は
、
昭
和
十
二

年
の
調
査
で
は
存
在
し
た
と
記
録
に
残
る

松
江
城
天
守
創
建
に
関
わ
る
祈
禱
札
を
捜

し
て
い
ま
し
た
。
平
成
二
十
三
年
四
月
、

松
江
市
で
は
市
民
の
協
力
を
得
る
た
め
に

懸
賞
金
五
百
万
円
を
掲
げ
て
情
報
提
供
を

呼
び
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
翌
年
五
月
、

松
江
城
近
く
の
松
江
神
社
で
「
慶
長
拾
六

年
正
月
吉
祥
日
」
と
築
城
完
成
時
期
を
特

定
で
き
る
祈
禱
札
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
平
成
二
十
七
年
、
松
江
城
天
守
閣

は
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
姫
路
城
。
と
に
か
く
大
き
い
。

慶
長
十
三
年
の
築
城
完
成
時
に
お
い
て
超

え
て
は
な
ら
な
い
豊
臣
秀
頼
の
大
坂
城
を

凌
駕
す
る
大
城
郭
だ
が
、
こ
れ
は
計
算
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

築
城
し
た
の
は
、
初
代
姫
路
藩
主
の
池

田
輝
政
。
三
十
七
歳
の
若
き
輝
政
が
こ

れ
だ
け
の
大
城
郭
を
築
け
た
の
は
、
徳

川
家
康
と
い
う
強

力
な
ス
ポ
ン
サ
ー

が
い
た
か
ら
。
輝

政
は
正
室
が
家
康

の
娘
・
督
姫
で
し

た
。

　

関
ヶ
原
の
戦
の

翌
年
に
築
か
れ
た

姫
路
城
は
、
家
康

に
と
っ
て
重
要
な

軍
事
拠
点
。
天
敵

の
石
田
三
成
を
破

っ
た
も
の
の
、
天

下
は
い
ま
だ
大
坂
城
に
い
る
豊
臣
秀
頼
の

も
の
。
政
権
奪
取
を
狙
う
家
康
の
動
き
に

目
を
光
ら
せ
る
西
国
の
豊
臣
恩
顧
の
大
名

た
ち
は
、
家
康
に
と
っ
て
脅
威
で
し
た
。

　

家
康
は
こ
う
し
た
動
き
を
牽
制
す
る
た

め
、
大
坂
城
を
囲
む
よ
う
に
城
を
築
き
、

包
囲
網
を
構
築
し
ま
す
。
姫
路
城
も
そ
の

一
つ
で
し
た
。
姫
路
は
中
国
と
大
坂
の
中

間
に
位
置
し
、
山
陽
道
が
通
る
交
通
の
要

衝
。
西
国
の
大
名
た
ち
が
大
坂
城
へ
結
集

し
て
江
戸
を
攻
め
よ
う
と
し
た
ら
、
姫
路

城
で
戦
い
食
い
止
め
る
と
い
う
、
関
ヶ
原

か
ら
大
坂
の
陣
、
元げ

ん

和な

偃え
ん

武ぶ

ま
で
の
徳

川
家
の
重
要
軍
事
基
地
で
し
た
。

　

軍
事
基
地
な
ら
ば
、
実
用
性
さ
え
あ
れ

ば
見
栄
え
な
ど
ど
う
で
も
よ
さ
そ
う
で
す

が
、
権
力
や
財
力
を
見
せ
つ
け
る
の
も
お

城
の
重
要
な
役
割
。
威
圧
感
の
あ
る
外
観

で
相
手
を
お
じ
け
づ
か
せ
、
戦
わ
ず
し
て

屈
服
さ
せ
る
の
が
理
想
的
。
お
城
は
政
治

的
な
ツ
ー
ル
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

最
後
に
、
十
二
天
守
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
五
稜
郭
に
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

五
稜
郭
は
本
来
お
城
と
し
て
建
て
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
箱
館
奉
行
所
と
し
て

建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
た
だ
箱
館
奉
行

所
は
、
箱
館
の
領
民
の
た
め
に
設
置
さ
れ

た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
安
政
元
年
（
一

八
五
四
）
の
日
米
和
親
条
約
の
締
結
に
よ

り
箱
館
開
港
が
決
定
し
、
ア
メ
リ
カ
以
外

に
も
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・

オ
ラ
ン
ダ
な
ど
、
外
国
人
が
来
日
す
る
街

の
外
務
省
的
役
割
が
課
さ
れ
て
い
た
。
と

な
れ
ば
、
や
は
り
威
圧
感
あ
る
外
観
で
、

多
少
な
り
と
も
外
国
人
に
日
本
の
権
威
を

見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
西
洋
風

の
稜
堡
を
造
り
、
五
稜
郭
を
完
成
さ
せ
た

の
で
す
。
も
う
幕
末
に
は
天
守
は
作
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
榎
本
武
揚

率
い
る
旧
幕
府
軍
に
占
領
さ
れ
た
が
、
や

は
り
お
城
と
し
て
の
防
御
機
能
は
な
く
、

七
カ
月
ほ
ど
で
降
伏
し
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
現
存
十
二
天
守
」
に
行

く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
報
告
し
た
い
と
思
い

ま
す
。�

　（
持
田
具
宏
）

剣
聖
塚
原
卜
伝

赤
荻

　稔

剣
聖
塚
原
卜
伝

ふ
る
さ
と
偉
人
伝

左
京
覚
賢
の
二
男
と
し
て
誕
生
。
幼
少

の
こ
ろ
、
沼
尾
の
塚
原
城
主
塚
原
土
佐

守
安
幹
の
養
子
と
な
り
、
後
に
元
服
し

て
塚
原
新
右
衛
門
高
幹
と
名
乗
る
。

　

幼
少
の
こ
ろ
か
ら
実
父
に
鹿
島
の
太

刀
を
、
師
の
松
本
備
前
守
に
天
真
正
伝

香
取
神
道
流
を
学
び
、
永
正
二
年
（
一

五
〇
五
）

に
は
十
六

歳
で
回
国

修
行
の
旅

に
出
て
、

十
四
年

間
腕
を
磨

き
、
初
め

て
の
真
剣

勝
負
や
戦

　

二
回
に
わ
た
り
「
ふ
る
さ
と
鹿
島
」

に
つ
い
て
書
い
て
き
た
が
、
最
後
に
、

戦
国
時
代
の
剣
士
で
兵
法
家
で
も
あ
る

塚
原
卜ぼ

く

伝で
ん

を
取
り
上
げ
た
い
。

　

卜
伝
は
今
か
ら
五
百
年
以
上
前
の
延

徳
元
年
（
一
四
八
九
）
常
陸
国
一
之
宮

鹿
島
神
宮
の
神
職
で
あ
る
卜う

ら

部べ

家
吉
川

場
で
の
戦
い
を
経
験
す
る
。

　

同
十
五
年
に
帰
国
す
る
と
、
鹿
島
神

宮
に
千
日
籠
も
っ
て
精
神
修
養
に
励
ん

だ
。
や
が
て
悟
り
を
得
た
卜
伝
は
、
大

永
三
年
（
一
五
二
二
）
に
二
回
目
の
回

国
修
行
に
出
か
け
、
天
文
元
年
（
一
五

三
二
）
に
戻
る
と
塚
原
城
主
と
な
り
、

妙た
え

を
妻
に
迎
え
る
。

　

し
か
し
、
短
い
結
婚
生
活
で
妻
が
亡

く
な
る
と
、
城
を
養
子
に
譲
り
三
回
目

の
修
行
の
旅
に
出
か
け
る
。

　

京
で
は
時
の
将
軍
足
利
義
輝
や
伊
勢

の
北
畠
具
教
、
細
川
幽
斎
ら
多
く
の
大

名
や
武
人
に
剣
を
教
え
、
十
一
年
後
、

鹿
島
に
戻
る
。

　

三
回
目
の
修
業
後
、
卜
伝
は
塚
原
城

近
く
の
草
庵
に
住
み
、
弟
子
た
ち
に
剣

を
指
南
し
な
が
ら
、
元
亀
二
年
（
一
五

七
一
）
八
十
三
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

　
「
塚
原
卜
伝
」
は
平
成
二
十
三
年
に

ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
連
続
七
回
に
わ
た
り

Ｂ
Ｓ
時
代
劇
と
し
て
放
映
さ
れ
た
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
真
剣
勝
負
に
、

川
越
城
下
で
の
梶
原
長
門
と
の
対
決
が

あ
る
。
幾
度
も
真
剣
勝
負
に
望
み
つ
つ
、

一
度
も
刀
傷
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う

伝
説
に
よ
り
「
剣
聖
」
と
う
た
わ
れ
、

好
ん
で
講
談
な
ど
の
題
材
と
さ
れ
広
く

知
ら
れ
た
。

　

若
い
こ
ろ
の
宮
本
武
蔵
が
卜
伝
の
不

意
を
襲
っ
た
と
こ
ろ
、
と
っ
さ
に
囲
炉

裏
に
掛
か
る
鍋
の
蓋
を
盾
に
し
て
武
蔵

の
刃
を
受
け
止
め
た
と
い
う
有
名
な
逸

話
が
あ
る
（
月
岡
芳
年
の
錦
絵
な
ど
で

も
知
ら
れ
る
）
が
、
こ
の
二
人
は
そ
も

そ
も
同
時
代
で
は
な
く
、
全
く
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

　

親
子
が
、
兄
弟
が
、
血
で
血
を
洗
う

凄
絶
な
戦
国
時
代
に
あ
っ
て
「
剣
は
人

を
あ
や
め
る
道
具
に
あ
ら
ず
、
人
を
活

か
す
道
具
（
活
人
剣
）
な
り
」
と
、
平

和
思
想
を
持
っ
て
生
き
抜
い
た
卜
伝
を
、

い
つ
し
か
人
々
は
「
剣
聖
」
の
名
で
た

た
え
た
の
で
あ
る
。

鹿島神宮駅前に建つ塚原卜伝像

古
物
営
業
法
の
規
定
に
基
づ
く

ホ
ー
ムペ
ー
ジ
への
表
示
に
つ
い
て

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
て
古
物
の

取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
許
可
済
業
者
で
あ

る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
と

思
い
ま
す
が
、
近
年
そ
の
表
示
方
法
が

改
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
下

記
の
通
り
で
す
。

一
、
表
示
内
容

　

取
り
扱
う
古
物
に
関
す
る
事
項
と
次

の
三
点
を
表
示
し
ま
す
。

①�

許
可
を
受
け
て
い
る
人
の
氏
名
・
名

称
（
個
人
の
場
合
は
氏
名
、
会
社
の

場
合
や
正
式
な
商
号
）

②�

許
可
を
受
け
て
い
る
公
安
委
員
会

（
東
京
都
で
あ
れ
ば
、「
東
京
都
公
安

委
員
会
」
と
記
載
）

③�

許
可
番
号
（
許
可
証
に
記
載
さ
れ
て

い
る
十
二
桁
の
番
号
）

二
、
表
示
方
法

　

許
可
証
の
番
号
等
は
サ
イ
ト
の
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
も
し
く
は
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

に
「
古
物
営
業
法
に
基
づ
く
表
示
」
等

と
表
記
し
て
リ
ン
ク
を
設
定
す
る
か
、

古
物
を
掲
載
し
て
い
る
個
々
の
ペ
ー
ジ

に
表
示
し
ま
す
。

　

表
示
は
、
著
し
く
小
さ
な
文
字
や
わ

か
り
に
く
い
位
置
に
表
示
す
る
こ
と
な

く
、
適
切
な
表
示
が
必
要
で
す
。
こ
の

際
、
会
社
概
要
や
特
定
商
取
引
法
に
関

す
る
表
示
等
に
上
記
三
項
目
を
列
挙
し

て
い
る
だ
け
で
は
違
反
と
さ
れ
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
各
警
察
署
に

よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
正
確
な
流
れ
は
管
轄
警
察
署
等
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、「
会
社

概
要
」「
特
定
商
取
引
法
に
関
す
る
表

示
等
」
に
表
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
違

反
と
な
り
ま
す
。
記
載
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
は
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
で
す
。

�

（
佐
藤�

均
） ホームページ上の正しい表示方法

ア
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終
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総

司
令
部
）
の
命
令
に
よ
り
警
察
を
通
し
て
提
出
が
求
め
ら

れ
、
つ
い
に
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
刀
剣
の
数
が
い
か
ほ
ど

か
、
こ
れ
ま
で
正
確
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
ほ
ど

当
時
の
内
務
省
警
保
局
が
取
り
ま
と
め
た
資
料
を
入
手
し
た

の
で
紹
介
す
る
。

　

こ
れ
は
石
渡
信
太
郎
『
信
翁
刀
剣
随
筆
』
に
抜
粋
掲
載
さ

れ
て
い
る
も
の
に
符
合
す
る
が
、
ざ
ら
紙
に
ガ
リ
版
印
刷
さ

れ
た
の
が
年
月
を
経
て
判
読
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
お
り
、

厳
密
は
期
し
難
い
。

　

総
数
一
八
四
万
余
の
中
に
は
軍
刀
・
指
揮
刀
・
銃
剣
・
そ

の
他
も
含
ま
れ
、
日
本
刀
（
提
出
名�sam

urai�sword

）

は
百
数
万
振
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
保
有
許
可
率
四･

一
％
は
過
酷
な
数
字
で
あ
る
。

　

火
器
・
そ
の
他
は
銃
砲
や
爆
薬
な
ど
で
あ
っ
て
、
猟
銃
や

産
業
用
の
器
物
は
引
き
渡
し
を
免
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
分
と
し
て
国

警
本
部
防
犯
課
が
刀
剣
と
銃
砲
の
総
数
を
そ
れ
ぞ
れ
集
計
し

た
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
刀
剣
類
の
没
収
二
、三
〇
六
、

一
六
三
、
保
有
許
可
一
八
五
、二
二
四
（
七･

四
％
）
と
あ
る
。

７月１日　銀座刀剣倶楽部会場において『刀剣界』第36号･『全刀商』第26号編集委員会を開催（校正）。出席者、清水理事長・
服部副理事長・大平理事・木村理事・瀬下理事・持田理事・赤荻監事・深海信彦氏・土子民夫氏
３日　江戸東京博物館の「おんな城主直虎展」報道発表会に清水理事長・生野理事・持田理事・土子氏が出席
６日　銀座長州屋において『刀剣界』第36号･『全刀商』第26号編集委員会を開催（最終校正）。出席者、清水理事長・生野理
事・深海氏・土子氏
10日　警察庁生活安全課の谷口氏・中山氏が組合事務所を来訪、古物営業法についてヒアリング。出席者、清水理事長・伊波
副理事長・服部副理事長・嶋田専務理事・生野理事
14日　清水理事長と有山事務局員が新宿警察署生活安全課高柳氏を訪問、古物営業許可証・市場主名義を変更
16日　東京美術倶楽部にて『刀剣界』第37号編集委員会を開催（企画）。出席者、伊波副理事長・土肥副理事長・服部副理事長・
佐藤常務理事・綱取常務理事・飯田理事・大平理事・木村理事・瀬下理事・松本理事・冥賀理事・持田理事・吉井理事・赤
荻監事・深海氏・土子氏
17日　東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加61名、出来高17,212,750円
17日　東京美術倶楽部にて「大刀剣市」事前説明会を開催。出席57名
17日　東京美術倶楽部にて第３回理事会を開催。出席者、清水理事長・伊波副理事長・土肥副理事長・服部副理事長・嶋田専
務理事・佐藤常務理事・綱取常務理事・飯田理事・大平理事・木村理事・猿田理事・生野理事・瀬下理事・松本理事・冥賀
理事・持田理事・吉井理事・赤荻監事・大西監事
21日　新宿警察署生活安全課にて市場変更手続・申請手続完了
26～28日　新橋プラザビル（刀装・刀装具・火縄銃）、大石カメラ（甲冑・兜・馬具）、藤代スタジオ（刀身・折紙・古鞘）に
おいて「大刀剣市」カタログ用撮影
８月１日　銀座刀剣倶楽部会場において「刀剣評価鑑定士」実行委員会を開催。出席者、服部副理事長・嶋田専務理事・綱取
常務理事・大平理事・木村理事・瀬下理事・松本理事・冥賀理事・持田理事・赤荻監事・深海氏・土子氏
３日　清水理事長・服部副理事長・嶋田専務理事が新役員挨拶のため東京都教育庁・産経新聞社を訪問
７日　組合事務所において「大刀剣市」カタログ編集委員会を開催（ページ割付）。出席者、嶋田専務理事・大平将広氏・服
部一隆氏・冥賀亮典氏・遠山廣氏（同美印刷）・土子氏
23日　東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加46名、出来高14,380,000円
23日　東京美術倶楽部にて理事懇談会を開催。出席者、清水理事長・伊波副理事長・土肥副理事長・服部副理事長・嶋田専務理事・
佐藤常務理事・綱取常務理事・大平理事・木村理事・猿田理事・生野理事・瀬下理事・松本理事・冥賀理事・持田理事

組 合 こ よ み （平成29年7～8月）

『山形新聞』平成29年8月17日

『西日本新聞』平成29年8月26日

都道府県
連 合 軍 引 渡 済 保　有　許　可 保有許可率

B/（A＋B）刀剣（A） 火  器 その他 刀剣（B） 火  器 その他
北海道 33,153 15658 249827 818 5135 0 2.4%
青　森 21,816 5,072 542,289 741 1,277 0 3.3%
岩　手 16,808 4,672 2,414 908 1,805 0 5.1%
宮　城 34,129 16,233 19,159 1,157 1,114 720 3.3%
秋　田 24,922 21,193 37,936 1 1,000 0 0.0%
山　形 66,449 20,125 30,696 44 1,583 0 0.1%
福　島 81,756 28,947 16,860 1,409 3,588 0 1.7%
茨　城 39,194 19,469 38,832 1,129 2,322 0 2.8%
栃　木 20,515 4,023 9,669 1,152 2,850 0 5.3%
群　馬 25,285 13,799 10,902 3,263 1,760 0 11.4%
埼　玉 26,796 14,377 28,349 1,112 1,701 1 4.0%
千　葉 28,579 26,119 8,773 1,858 3,061 0 6.1%
東　京 23,887 35,510 35,510 10,282 3,419 0 30.1%
神奈川 23,408 11,120 1,144,286 4,532 1,595 0 16.2%
新　潟 73,114 31,560 5,813 2,696 3,245 0 3.6%
富　山 27,316 14,366 8,203 372 1,062 0 1.3%
石　川 18,517 14,454 12,705 499 735 0 2.6%
福　井 13,396 7,299 31,399 546 741 0 3.9%
山　梨 15,691 9,018 5,016 254 1,407 255 1.6%
長　野 69,931 31,793 8,424 592 8,481 0 0.8%
岐　阜 83,429 22,695 52,002 2,932 2,648 0 3.4%
静　岡 35,085 19,930 17,817 320 6,211 0 0.9%
愛　知 53,233 36,710 24,114 5,558 3,777 32 9.5%
三　重 26,622 9,197 7,010 801 4,958 0 2.9%
滋　賀 84,635 14,724 22,120 303 1,297 17 0.4%
京　都 77,018 5,927 31,086 3,352 2,477 413 4.2%
大　阪 87,184 56,945 88,790 10,230 1,934 0 10.5%
兵　庫 53,344 41,397 1,155,673 1,922 4,200 57 3.5%
奈　良 40,642 15,891 11,706 1,765 1,588 0 4.2%
和歌山 10,059 4,978 6,643 1,672 4,498 0 14.3%
鳥　取 11,269 74,644 2,574 425 1,459 0 3.6%
島　根 26,107 1,667 5,420 1,632 2,808 0 5.9%
岡　山 29,782 13,315 12,370 2,800 4,870 0 8.6%
広　島 59,311 1,801 24,039 983 2,329 0 1.6%
山　口 51,833 31,669 294,647 3,512 4,505 0 6.3%
徳　島 8,053 7,057 2,191 140 4,566 0 1.7%
香　川 25,893 1,037 24,156 46 638 0 0.2%
愛　媛 25,700 12,818 14,264 399 4,045 0 1.5%
高　知 26,397 13,379 12,049 5,076 7,368 0 16.1%
福　岡 66,853 26,289 60,796 136 3,604 0 0.2%
佐　賀 45,608 22,364 9,669 1 448 0 0.0%
長　崎 52,974 15,178 9 45 1,156 0 0.1%
熊　本 50,530 27,593 15,116 0 901 0 0.0%
大　分 37,418 8,851 1,581 27 700 0 0.1%
宮　崎 33,865 16,157 32,928 0 848 0 0.0%
鹿児島 59,541 20,323 30,747 1,569 1 0 2.6%
合計 1,847,047 867,343 4,206,579 79,011 121,715 1495 4.1%

資
料
発
掘

失
わ
れ
た
刀
剣
数
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２
５
０
万
人
が
訪
れ
る

街
の
シ
ン
ボ
ル

21第 回

●
大
阪
城

吉
井 

唯
夫

２
５
０
万
人
が
訪
れ
る

街
の
シ
ン
ボ
ル

な
っ
て
い
る
。

　

上
町
台
地
の
高
台
に
位
置
し
、
東
西

の
土
地
は
低
く
、
北
側
は
淀
川
が
流
れ

京
都
な
ど
へ
の
交
通
が
至
便
で
、
ま
た

天
然
の
大
堀
の
要
塞
に
な
る
。
唯
一
の

弱
点
と
さ
れ
る
南
側
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大

河
ド
ラ
マ
で
有
名
に
な
っ
た
「
真
田
丸
」

が
築
か
れ
、
難
攻
不
落
の
要
塞
と
な
っ

て
い
た
。

　

元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
二
代
将
軍

秀
忠
に
よ
り
大
阪
城
修
築
が
開
始
さ
れ
、

寛
永
六
年
（
一
六
二
六
）

に
完
成
し
た
。

　

天
守
閣
に
は
よ
く
雷
が

落
ち
る
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
大
阪
城
も

同
じ
で
、
し
ば
し
ば
火
災

が
発
生
し
た
ら
し
く
、
ま

た
火
薬
庫
に
落
雷
し
被
害

が
天
守
閣
に
及
ん
だ
こ
と

も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六

八
）
鳥
羽
伏
見
の
戦
で

ほ
と
ん
ど
の
建
物
が
焼

失
し
て
し
ま
い
、
昭
和
五

年
（
一
九
三
〇
）
天
守
の

再
建
が
始
ま
り
、
翌
年
完

成
、
現
在
に
そ
の
姿
を
残

し
て
い
ま
す
。

　

東
京
に
来
る
と
、
地
元
の
大
阪
に
つ

い
て
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
繁
華
街
と
言

え
ば
「
北
の
新
地
」
か
「
ミ
ナ
ミ
」
に

な
り
ま
す
が
、
シ
ン
ボ
ル
と
言
え
ば
や

は
り
大
阪
城
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

安
土
桃
山
時
代
に
豊
臣
秀
吉
の
本
拠

地
と
し
て
築
か
れ
た
が
、
大
坂
夏
の
陣

（
一
六
一
五
年
）
で
豊
臣
氏
が
滅
亡
。

そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
徳
川
家
が
西
日

本
の
拠
点
と
し
、
盛
り
土
を
し
た
上
に

築
い
た
建
物
が
現
在
の
大
阪
城
の
元
に

　

最
近
で
は
世
界
各
国
の
旅
行
者
も
大

阪
に
寄
ら
れ
、
昔
の
登
城
で
は
考
え
ら

れ
な
い
軽
装
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
り

込
み
ま
す
。
扉
が
開
け
ば
、
そ
こ
は
天

守
の
下
層
、
狭
く
急
な
階
段
を
上
る
と

大
阪
を
一
望
で
き
る
天
守
展
望
階
に
。

北
は
京
都
方
向
（
大
阪
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー

ク
）、
東
は
神
戸
に
大
阪
湾
（
大
阪
市

内
の
ビ
ジ
ネ
ス
街
）、
南
は
河
内
平
野

（
西
日
本
一
高
い
阿
倍
野
ハ
ル
カ
ス
）、

西
は
生
駒
山
と
、
最
近
の
高
層
ビ
ル
に

阻
ま
れ
な
が
ら
で
す
が
、
さ
す
が
の
絶

景
が
望
め
ま
す
。

　

お
城
の
規
模
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
、

歴
史
に
触
れ
る
展
示
物
（
特
に
大
坂
夏

の
陣
の
図
屛
風
が
有
名
）
を
各
フ
ロ
ア

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
三

階
・
四
階
は
企
画
展
の
フ
ロ
ア
で
、
刀

剣
・
甲
冑
・
掛
け
軸
に
巻
物
な
ど
、
豊

臣
氏
や
家
康
ゆ
か
り
の
作
品
を
展
示
し

て
い
ま
す
。

　

一
昨
年
は
二
百
三
十
万
人
強
、
昨
年

は
二
百
五
十
万
人
強
と
最
高
の
来
場
者

数
を
更
新
し
て
い
る
ら
し
く
、
や
は
り

大
阪
に
来
た
ら
一
度
は
見
て
お
き
た
い

観
光
名
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
近
す
ぎ

て
い
つ
で
も
行
け
る
と
思
う
と
、
な
か

な
か
足
を
運
び
ま
せ
ん
が
、
こ
の
文
を

書
き
な
が
ら
、
涼
し
い
秋
口
に
で
も
久

し
ぶ
り
に
行
き
た
く
な
り
ま
し
た
。

　

来
阪
の
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
一

度
登
城
さ
れ
、
天
守
へ
登
っ
て
太
閤
さ

ん
の
気
持
ち
に
浸
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

高層ビル群を従えて屹立する大阪城　Ⓒ（公財）大阪観光局



安
全
走
行
編

　

今
日
の
俺
の
行
き
先
は
す
ぐ
そ
こ
、

隣
町
の
新
橋
だ
。
業
界
の
も
う
一
つ
の

組
合
、
東
京
刀
剣
商
協
同
組
合
が
入
る

新
橋
プ
ラ
ザ
ビ
ル
の
向
か
い
の
、
レ
ー

ス
自
転
車
専
門
店
ア
バ
ン
サ
イ
ク
ル
に

伊
波
賢
一
副
理
事
長
と
待
ち
合
わ
せ
だ
。

か
つ
て
俺
と
同
じ
チ
ー
ム
メ
イ
ト
と
し

て
レ
ー
ス
な
ど
に
出
た
西
川
正
治
店
長

か
ら
、
交
通
安
全
の
講
義
が
あ
る
。

　

か
つ
て
ツ
ー
ル･

ド･

フ
ラ
ン
ス
を
は

じ
め
と
す
る
欧
州
の
選
手
権
レ
ー
ス
は

ノ
ー
ヘ
ル
だ
っ
た
が
、
現
在
は
ヘ
ル
メ

ッ
ト
着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
は
、
バ
ル
セ

ロ
ナ
五
輪
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
フ
ァ
ビ
オ

･

カ
サ
ル
テ
ッ
リ
選
手
が
九
五
年
ツ
ー

ル
の
ピ
レ
ネ
ー
下
り
で
落
車
し
、
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
代
わ
り
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
に
頭
部
を
強
打
し
帰
ら
ぬ
人
と

な
っ
た
一
件
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　

今
日
は
伊
波
副
理
事
長
と
と
も
に
西

川
店
長
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
重
要
性
か
ら

聞
い
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
放
り
出
さ
れ
た
人
間
は
一
番
重
い

頭
部
か
ら
地
面
に
落
ち
て
い
く
」
と
氏

は
解
説
。
日
進
月
歩
す
る
道
具
類
の
一

つ
だ
が
、
後
頭
部
に
厚
み
を
設
け
、
万

が
一
落
車
し
た
と
き
摩
擦
を
逃
す
表
面

素
材
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て

く
れ
た
。

　

そ
し
て
、
自
動
車
も
好
き
な
氏
ら
し

く
、
自
動
車
と
の
共
生
の
た
め
通
行
区

分
の
意
識
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
も
語

る
。
筆
頭
は
キ
ー
プ
・
レ
フ
ト
。
重
症

以
上
の
重
要
事
故
事
案
の
過
半
数
は
、

右
の
車
道
を
逆
走
す
る
こ
と
で
起
こ
っ

て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
あ
の
自
転
車

レ
ー
ン
を
表
す
青
い
ゾ
ー
ン
に
駐
停
車

し
な
い
ド
ラ
イ
バ
ー
側
の
配
慮
を
求
め
、

そ
の
青
い
ゾ
ー
ン
が
途
中
で
な
く
な
る

な
ど
の
行
政
の
不
行
き
届
き
も
指
摘
。

こ
れ
か
ら
五
輪
へ

向
け
て
の
ソ
フ
ト

面
の
充
実
の
希
望

を
、
氏
は
熱
心
に

聞
か
せ
て
く
れ
た
。

　

そ
し
て
西
川
氏

個
人
の
意
見
だ
が
、

昼
で
も
ラ
イ
ト
の

点
滅
、
夜
は
点
滅

と
点
灯
の
二
本
立

て
を
勧
め
た
い
と

い
う
。
少
々
大
袈

裟
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
誰
で

も
気
軽
、
簡
単
に
乗
れ
る
乗
り
物
だ
が
、

皆
乗
る
時
に
ど
れ
く
ら
い
安
全
に
配
慮

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
は
ま
ず

自
分
、
そ
し
て
歩
行
者
、
ド
ラ
イ
バ
ー

の
た
め
と
い
う
意
識
を
持
ち
た
い
。

　

な
ぜ
伊
波
副
理
事
長
に
こ
こ
に
付
き

合
っ
て
も
ら
っ
た
か
と
言
う
と
、
西
川

店
長
、
俺
、
副
理
事
長
に
は
グ
レ
ッ
グ

･

レ
モ
ン
さ
ん
と
い
う
か
つ
て
の
自
転

車
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
に
接
し
た
共
通
点
が
あ
る
。
ツ
ー
ル

･

ド･

フ
ラ
ン
ス
飛
び
石
三
連
覇
の
超
人

レ
モ
ン
さ
ん
の
現
役
時
代
、
大
井
埠
頭

の
親
善
走
行
会
で
、
当
時
高
価
だ
っ
た

レ
モ
ン
さ
ん
と
同
じ
カ
ー
ボ
ン
車
両
で

隣
か
ら
熱
心
に
話
し
か
け
た
西
川
店
長
。

俺
は
現
役
を
退
い
た
レ
モ
ン
さ
ん
に
、

草
津
の
ヒ
ル
ク
ラ
イ
ム
で
進
路
を
譲
っ

て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
数
年
前
、

当
時
虎
ノ
門
に
あ
っ
た
自
転
車
産
業
振

興
協
会
を
訪
れ
た
レ
モ
ン
さ
ん
は
、
そ

の
帰
り
に
㈱
日
本
刀
剣
を
訪
れ
、
副
理

事
長
と
の
悲
願
の
接
見
を
果
た
し
て
い

る
。
っ
て
…
悲
願
て
本
当
か
よ
…
？

�

（
綱
取
譲
一
）
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三

西川氏（右）と伊波氏（左）と筆者。後ろは
東京刀剣商協同組合のある新橋プラザビル

　

刈
谷
直
治
刀
匠
に
お
か
れ
ま
し
て
は
六

月
八
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
九
十

九
。

　

刈
谷
刀
匠
は
昭
和
十
二
年
四
月
に
財
団

法
人
日
本
刀
鍛
錬
会
に
入
会
、
最
後
の
靖

国
刀
匠
と
し
て
高
知
県
で
造
刀
を
続
け
て

い
ま
し
た
。
氏
の
製
作
し
た
日
本
刀
は
、

美
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
刀
身
の
バ
ラ
ン
ス

や
切
れ
味
の
良
さ
が
居
合
や
抜
刀
家
か
ら

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
刀
匠
銘
は

靖
国
一
心
子
刈
谷
紫
郎
源
直
秀
。
こ
こ
に

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。�

���

日
本
刀
鍛
錬
会
は
陸
軍
大
臣
の
監
督
の

下
、
昭
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
に
東
京

九
段
の
靖
国
神
社
の
境
内
に
五
つ
の
鍛
冶

場
を
備
え
た
鍛
錬
場
を
開
設
し
、
延
べ
十

一
名
の
刀
匠
と
三
十
四
名
の
先
手
か
ら
な

る
刀
工
集
団
を
結
成
、
終
戦
ま
で
の
十
二

年
間
に
八
千
百
口
に
及
ぶ
良
質
な
日
本
刀

を
製
作
し
ま
し
た
。

　

そ
の
作
品
は
「
靖
国
刀
」、
そ
し
て
刀

匠
は
「
靖
国
刀
匠
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
払
底
し
た
玉
鋼
を
大
量
に
生
産
す

る
た
め
、
島
根
県
仁
多
郡
横
田
町
に
「
靖

国
た
た
ら
」
を
開
設
、
五
十
数
ト
ン
を
生

産
し
ま
し
た
。
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
は
昭
和
五
十
二
年
に
「
靖

国
た
た
ら
」
の
技
術
を
継
承
し
て
「
日
刀

保
た
た
ら
」
と
し
て
復
興
し
、
現
在
も
良

質
な
玉
鋼
を
生
産
し
て
い
ま
す
。

�

（
文･

写
真
／
ト
ム
岸
田
）

訃
報
　
刈
谷 

直
治 

刀
匠

最
後
の
靖
国
刀
匠
逝
く

『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3号分を無料でお送りしています。組合員・賛助会員以外の方で購読を希望される方は、
お名前・送付先・電話・メールアドレス（あれば）を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。（事務局）

　

刃
物
の
町
で
有
名
な
岐
阜
県
関
市
で

十
月
七
日
㈯
・
八
日
㈰
、
第
五
十
回
刃

物
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
も
そ
の
会
場
の
一
つ
と
な
る
関

鍛
冶
伝
承
館
で
七
月
二
十
二
日
～
九
月

二
十
五
日
の
期
間
、
企
画
展
「
東
建
×

刀
剣
展
～
五
箇
伝
の
名
刀
～
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

陳
列
さ
れ
た
刀
剣
は
、
東
建
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
㈱
の
左
右
田
鑑
穂
社
長
兼

会
長
が
長
き
に
わ
た
り
収
集
し
て
き
た

名
刀
の
一
部
で
、
関
市
が
借
り
受
け
て

展
示
し
た
も
の
。

　

平
安
時
代
後
期
に
日
本
刀
が
完
成
し

て
以
降
、
大
和
国
・
山
城
国
・
備
前

国
・
相
州
国
・
美
濃
国
の
五
カ
国
は
代

表
的
な
製
作
地
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
が
持
つ
特
徴
的
な
作
風
は｢

五
箇

伝｣

と
総
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
で
あ
る
美
濃
伝
は
、
こ
こ

関
市
と
そ
の
近
隣
で
盛
行
し
、
伝
統
は

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

東
建
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
本
社
が

あ
る
名
古
屋
市
は
当
地
か
ら
も
近
く
、

今
回
の
コ
ラ
ボ
の
実
現
に
は
「
東
建
」

と
「
刀
剣
」
と
い
う
響
き
合
う
言
葉
が

キ
ー
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
り
ま
し
た
。

　

時
代
の
求
め
に
応
じ
て
起
業
し
た
左

右
田
社
長
の
目
指
す
ビ
ジ
ネ
ス
理
念

は
、
日
本
刀
の
五
箇
伝
の
伝
承
と
、
時

空
を
隔
て
て
共
鳴
す
る
と

こ
ろ
が
う
か
が
え
、
そ
れ

が
今
回
展
観
に
供
さ
れ
た

優
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

源
泉
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

関
鍛
冶
伝
承
館
で
五
箇

伝
の
日
本
刀
を
一
堂
に
陳

列
す
る
の
は
初
め
て
と
の

こ
と
で
、
近
隣
や
他
県
か

ら
も
多
く
の
来
場
者
が
あ

り
、
大
盛
況
で
し
た
。

　

関
市
と
東
建
コ
ー
ポ
レ

ー
シ
ョ
ン
は
今
後
に
向
け

て
も
、
日
本
刀
フ
ァ
ン
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
斬
新
な
企
画
を
用
意
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

�

（
嶋
田
伸
夫
）

関
鍛
冶
伝
承
館
で
五
箇
伝
の
名
刀
が
一
堂
に

関鍛冶伝承館で刀剣類を鑑賞する左右田氏
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て
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
研
修
に
参
加
す
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
今
回
よ
り
も
積

極
的
に
講
師
の
先
生
に
疑
問
を
ぶ
つ
け
、

余
裕
が
あ
れ
ば
他
の
部
門
の
仕
事
へ
の
理

解
も
深
め
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

講
師
の
皆
さ
ま
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。�

（
國
上�

涼
）

〈
白
鞘
部
門
〉

　

三
年
前
に
刀
職
者
実
技
研
修
会
を
初
め

て
見
学
し
、
刀
職
者
の
方
々
の
技
が
至
極

細
や
か
で
感
動
と
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

宮
入
刀
匠
に
そ
れ
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
私

の
小
柄
小
刀
（
宮
入
一
門
ご
指
導
の
下
、

数
年
前
に
作
っ
た
）
を
自
分
で
仕
上
げ
て

み
た
ら
？
と
の
驚
愕
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
背

中
を
押
さ
れ
、
翌
年
の
研
修
会
を
受
講
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
当
初
不
安
な
気
持

ち
で
臨
ん
だ
研
修
会
で
し
た
が
、
講
師
の

方
々
は
と
て
も
気
さ
く
で
、
わ
か
り
や
す

く
丁
寧
に
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
伝
統
的

な
技
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

一
年
目
に
は
鎺
、
二
年
目
に
は
白
鞘
を

て
い
た
以
上
の
こ
と
を
教
わ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
講
師
の
先
生
の
道
具
を
使
わ

せ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
も
、
非
常
に
貴
重

な
経
験
で
し
た
。

　

ま
た
、
研
修
が
終
わ
っ
た
後
の
、
異
業

種
の
方
々
と
の
交
流
会
で
は
、
普
段
は
あ

ま
り
耳
に
す
る
こ
と
の
な
い
お
話
が
た
く

さ
ん
聞
け
、
大
変
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
機
会
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ

た
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
、
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。�

（
森�

充
吾
）

〈
研
磨
部
門
〉

　

私
は
研
磨
部
門
で
二
回
目
の
参
加
と
な

り
ま
し
た
が
、
講
師
の
先
生
方
か
ら
声
を

か
け
て
い
た
だ
き
、
下
地
研
ぎ
・
仕
上
げ

研
ぎ
と
も
に
い
ろ
い
ろ
と
質
問
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
普
段
の
仕
事
で
自
分
自
身
へ

の
課
題
を
見
つ
け
て
研
修
に
参
加
し
な
け

れ
ば
、
三
日
間
と
い
う
短
い
時
間
は
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う
と
あ
ら
た
め

に
よ
っ
て
は
定
員
オ
ー
バ
ー
で
参
加
で
き

な
い
方
も
い
ま
し
た
。

　

日
程
は
公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振

興
協
会
が
日
本
で
唯
一
、
経
済
産
業
省
・

文
化
庁
の
後
援
を
頂
い
て
開
催
し
て
い
る

「
第
八
回
新
作
日
本
刀
・
研
磨
・
外
装
・

刀
職
技
術
者
展
覧
会
」
の
最
終
日
に
合
わ

せ
て
開
催
さ
れ
、
一
般
公
開
の
研
修
会
で

あ
る
こ
と
か
ら
展
覧
会
最
後
の
大
き
な
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
遠
方
か
ら
も
多
く
の
ご
来

館
が
あ
り
、
刀
職
技
術
者
へ
の
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
研
修
参
加
者
の
参
加
体
験
記
を
紹

介
し
ま
す
。

〈
作
刀
部
門
〉

　

今
回
は
ほ
ぼ
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
教
え
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
大
変
有
意
義
な

三
日
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ
疑
問
に
思
っ
て
い
る
点
を
あ
ら

か
じ
め
ま
と
め
て「
こ
こ
が
知
り
た
い
！
」

と
い
う
思
い
で
研
修
会
に
臨
み
ま
し
た
。

そ
れ
が
良
か
っ
た
の
か
、
こ
ち
ら
が
考
え

　

今
年
で
第
十
回
と
な
る
「
刀
職
者
実
技

研
修
会
」
が
坂
城
町
鉄
の
展
示
館
に
お
い

て
八
月
二
十
五
～
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
年
は
応
募
者
が
多
く
、
部
門

受
講
し
、
ど
ち
ら
も
仕
上
げ
は
講
師
の

方
々
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
自
分
の
手
で
作
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
達
成
感
が
あ
り
ま
す
。
来
年
は

仕
上
げ
の
研
磨
部
門
を
受
講
予
定
な
の
で
、

今
か
ら
楽
し
み
で
す
。�

（
下
村
容
子
）

〈
白
銀
部
門
〉

　

連
日
の
厳
し
い
暑
さ
も
少
し
落
ち
着
き

始
め
た
信
州
は
坂
城
町
の
「
鉄
の
展
示
館
」

に
お
い
て
、
刀
職
者
実
技
研
修
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
例
年
よ
り
も
多
く

の
参
加
者
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
作
刀
・
研

磨
・
白
鞘
・
白
銀
・
柄
巻
き
の
五
部
門
が

あ
り
、
私
は
毎
年
、
白
銀
の
部
に
参
加
し

て
お
り
、
今
年
も
受
講
し
ま
し
た
。

　

白
銀
の
部
で
は
鎺
を
中
心
に
研
修
が
進

め
ら
れ
ま
す
が
、
ベ
テ
ラ
ン
の
受
講
生
な

ど
は
そ
れ
ぞ
れ
切
羽
や
縁
な
ど
の
課
題
を

持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
講
師
の

先
生
方
も
受
講
生
に
合
わ
せ
て
と
て
も
丁

寧
で
、
熱
心
に
ご
指
導
し
て
く
だ
さ
り
非

常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

全
体
と
し
て
は
、
初
め
て
参
加
さ
れ
る

方
や
久
し
ぶ
り
の
方
な
ど
の
参
加
も
あ
り
、

受
講
生
同
士
の
交
流
や
情
報
交
換
も
活
発

に
行
わ
れ
、
非
常
に
内
容
の
濃
い
研
修
会

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
一
般
の
方
や

見
学
者
の
方
も
多
数
来
ら
れ
、
関
心
を
持

つ
方
の
増
加
を
感
じ
な
が
ら
良
い
緊
張
感

を
持
っ
て
臨
め
ま
し
た
。
研
修
会
で
習
得

し
た
技
術
を
生
か
し
て
今
後
の
制
作
に
精

進
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。�

（
野
口
重
行
）

〈
柄
巻
き
部
門
〉

　

今
年
で
二
年
連
続
お
邪
魔
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
昨
年
に
引
き
続
き
岡
部
先
生
に
ご

指
導
を
願
い
ま
し
た
。
柄
を
巻
く
と
い
う

技
術
だ
け
で
は
な
く
、
柄
下
地
の
修
理
や

合
わ
せ
る
金
具
に
つ
い
て
の
留
意
点
（
大

き
さ
、
向
き
、
デ
ザ
イ
ン
な
ど
）
も
細
か

く
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
で
も
、

滑
り
止
め
に
使
用
す
る
「
薬く

す

煉ね

」
の
作
り

方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
何
よ
り
も

た
め
に
な
り
ま
し
た
。「
実
際
に
作
る
と

こ
ろ
か
ら
教
え
る
の
は
、
こ
の
五
十
年
間

で
初
め
て
だ
」
と
言
う
先
生
の
コ
メ
ン
ト

か
ら
も
、
重
要
な
要
素
の
一
つ
を
伝
授
い

た
だ
い
た
と
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
分
野
の
講
師
の
先
生
お
よ

び
受
講
生
の
方
々
と
交
流
す
る
機
会
も
あ

り
、
気
を
つ
け
る
べ
き
点
や
苦
労
す
る
点

な
ど
の
普
通
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

お
話
も
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
で
す
。

　

な
か
な
か
上
達
し
な
い
生
徒
で
は
あ
り

ま
す
が
、
日
本
刀
と
い
う
文
化
に
携
わ
る

こ
と
が
で
き
る
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
い

て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
、
次
年
度

も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

末
筆
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ご
尽
力
い
た

だ
き
ま
し
た
宮
入
先
生
は
じ
め
役
員
の
皆

さ
ま
、
お
越
し
い
た
だ
い
た
講
師
の
先
生

方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
研
修

会
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
祈
念
い
た
し

ま
す
。�

（
橋
本
義
彬
）

■
研
修
と
並
行
し
て
「
小
柄
小
刀
を
作
ろ

う
！
」
は
七
月
十
五
・
十
六
日
、
八
月
二

十
六
・
二
十
七
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
「
小
刀
造
り
体
験
」
の
イ
ベ
ン
ト

も
恒
例
と
な
り
、
展
覧
会
期
間
中
二
回
あ

り
、
各
十
名
の
定
員
で
実
施
し
て
い
る
が
、

今
年
も
応
募
者
多
数
で
抽
選
と
な
り
ま
し

た
。

　

一
日
目
は
銘
切
り
と
焼
き
入
れ
ま
で
、

二
日
目
は
鑢
に
よ
る
茎
仕
上
げ
と
研
磨
。

刀
匠
の
方
々
の
指
導
が
良
か
っ
た
の
か
、

刃
文
の
焼
き
入
れ
が
非
常
に
う
ま
く
い
き
、

最
後
の
研
磨
で
金
筋
や
砂
流
し
が
現
れ
る

た
び
に
、
歓
声
が
上
が
っ
て
い
た
。
暑
い

中
行
わ
れ
た
二
日
間
の
作
業
が
実
を
結
び
、

指
導
者
も
参
加
者
も
達
成
感
で
満
た
さ
れ

た
瞬
間
で
し
た
。

〈
小
刀
作
り
体
験
〉

　

こ
の
小
柄
小
刀
作
り
は
二
回
目
で
す
が
、

今
回
の
方
が
よ
り
濃
い
体
験
が
で
き
ま
し

た
。
前
回
は
言
わ
れ
る
ま
ま
焼
き
入
れ
て

成
功
す
る
の
は
当
然
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
は
変
わ
っ
た
刃
文
に
し
た
く
て

土
置
き
を
濤
乱
刃
に
し
て
み
ま
し
た
。
周

囲
か
ら
は
「
割
れ
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、

焼
き
入
れ
の
と
き
に
は
思
わ
ず
祈
っ
て
い

ま
し
た
。

　

私
は
大
学
で
金
属
の
結
晶
物
性
を
研
究

し
て
い
ま
し
た
。
目
的
の
金
属
結
晶
を
作

り
出
す
た
め
に
、
千
分
の
一
の
精
度
で
組

成
を
揃
え
た
材
料
を
使
い
、
デ
ジ
タ
ル
温

度
管
理
の
炉
で
熱
し
、
温
度
を
一
定
に
し

た
水
で
焼
き
入
れ
て
も
、
求
め
る
結
晶
が

必
ず
出
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ

も
祈
り
な
が
ら
、
焼
き
入
れ
を
何
十
回
と

繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

　

祈
り
が
通
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ん

ざ
ん
「
割
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
焼
き

入
れ
は
成
功
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

刃
文
の
中
に
は
幾
筋
も
の
砂
流
し
ま
で
見

え
て
、「
こ
こ
に
結
晶
粒
界
が
あ
る
ん
だ

な
。
粒
界
に
な
る
鍛
錬
の
組
成
変
化
が
残

っ
て
い
た
ん
だ
な
」
と
、
と
て
も
ワ
ク
ワ

ク
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

地
肌
も
刃
文
も
、
こ
れ
ま
で
は
作
ら
れ

た
も
の
を
ど
こ
か
遠
い
存
在
と
し
て
眺
め

る
だ
け
で
し
た
が
、
自
分
の
手
の
か
か
っ

た
小
刀
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
姿
に
な
っ

て
く
れ
た
と
い
う
体
験
に
、
こ
れ
か
ら
は

も
う
少
し
、
刀
や
刃
文
を
身
近
に
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。　
　

�

（
本
田
優
子
）

　

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協

会
で
は
、
平
成
二
十
八
年
度
文
化
庁
事

業
で
あ
る
「
次
代
の
文
化
を
創
造
す
る

新
進
芸
術
家
育
成
事
業
（
伝
統
芸
能
等

分
野
）」
に
「
刀
剣
類
の
保
存
に
関
わ

る
部
分
修
復
技
術
研
修
会
」
が
採
択
さ

れ
、
全
国
で
も
初
の
試
み
と
し
て
実
施

し
ま
し
た
。

　

本
研
修
会
は
、
文
化
財
保
護
と
高
度

な
伝
統
技
能
の
保
存
の
観
点
か
ら
き
わ

め
て
重
要
な
事
業
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
、
今
年
度
は
「
坂
城
町
鉄
の
展
示

館
」
と
「
大
阪
歴
史
博
物
館
」
の
二
会

場
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

刀
剣
類
の
部
分
修
復
の
重
要
性
は
、

国
宝
や
重
要
文
化
財
の
日
本
刀
が
驚
く

ほ
ど
健
全
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る

状
況
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
入

念
な
部
分
修
復
を
重
ね
て
き
た
た
ま
も

の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
の
目
的
は
、
日
本
刀
の
保

存
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
当
協
会
理
事

長
の
本
阿
彌
光
洲
氏
（
重
要
無
形
文
化

財
保
持
者
）
は
じ
め
、
故
小
野
光
敬
氏

（
同
）・
故
博
柳
氏
ら
が
三
代
に
わ
た
っ

て
東
京
国
立
博
物
館
で
の
部
分
修
復
に

携
わ
っ
て
い
る
経
験
や
、
同
じ
く
刀
剣

外
装
の
修
復
・
復
元
に
関
わ
っ
て
き
た

高
山
一
之
氏
・
宮
島
宏
氏
ら
の
経
験
を

次
世
代
に
正
し
く
伝
承
す
る
こ
と
で
す
。

　

技
術
の
伝
承
と
併
せ
、
こ
の
研
修
で

は
次
世
代
の
指
導
者
を
い
か
に
育
成
す

る
か
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

各
部
門
研
修
生
の
ト
ッ
プ
（
班
長
）

の
任
に
就
い
た
者
は
仕
事
の
段
取
り
を

他
部
門
の
者
と
相
談
し
、
仕
事
の
内

容
を
研
修
生
の
ス
キ
ル
に
応
じ
て
配
分

し
、
自
分
の
仕
事
を
進
め
つ
つ
、
す
べ

て
完
了
さ
せ
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
、
見
事
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
し
た
小
野
敬
博
（
研
師
）・
森
隆

浩
（
鞘
師
）
の
両
氏
に
は
今
年
度
か
ら

講
師
と
し
て
指
導
に
当
た
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。

　

今
年
か
ら
新
た
に
白
銀
部
門
の
部
分

修
復
の
研
修
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
、

新
た
な
可
能
性
も
見
え
て
き
ま
し
た
。

鎺
な
ど
の
付
属
品
に
機
能
的
な
不
備
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
た
に
作
り
直
す

こ
と
が
常
識
で
し
た
が
、
古
い
鎺
で
も

修
復
で
き
る
専
門
技
術
が
伝
承
し
て
い

る
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
部
分
修
復
研
修
は
基
本
的
に
刀

身
の
保
存
が
目
的
で
、
刀
身
の
保
存
に

関
わ
る
鞘
や
鎺
の
修
復
を
中
心
と
し
て

考
え
て
い
ま
す
が
、
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て

は
外
装
全
般
の
修
理
に
も
発
展
で
き
な

い
か
試
行
中
で
す
。

　

五
月
二
十
三
～
二
十
六
日
の
坂
城
町

鉄
の
展
示
館
会
場
で
の
研
修
に
続
き
、

大
阪
歴
史
博
物
館
の
ご
協
力
に
よ
り
九

月
十
三
～
十
五
日
、
第
三
回
の
部
分
修

復
研
修
を
実
施
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

環
境
の
違
い
に
ど
れ
だ
け
対
応
で
き
る

か
が
一
つ
の
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

博
物
館
・
美
術
館
で
は
文
化
財
を
多

数
保
管
し
て
い
る
関
係
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
制
約
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
不
都

合
が
な
い
よ
う
に
実
施
し
、
そ
の
経
験

を
生
か
し
、
環
境
が
変
わ
っ
て
も
高
度

な
技
術
を
確
実
に
確
保
し
て
い
き
た
い

と
考
え
ま
す
。

　

当
協
会
が
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
調

査
事
業
に
よ
っ
て
も
、
日
本
刀
保
存
に

関
し
て
ご
苦
労
な
さ
っ
て
い
る
機
関
が

国
内
外
に
多
数
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
国
内
最
高
水
準
の
修
復
が

で
き
る
団
体
と
し
て
、
保
存
・
修
復
等

で
お
困
り
の
団
体
が
あ
れ
ば
ご
相
談
に

応
じ
ま
す
し
、
ご
照
会
が
あ
れ
ば
対
応

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
事
業
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
団

体
、
学
芸
員
の
皆
さ
ま
に
は
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
大
変
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
重
要
な
伝
統
技
術
の
保
存

事
業
で
す
の
で
、
刀
剣
界
の
皆
さ
ま
に

も
ぜ
ひ
温
か
く
見
守
り
、
育
て
て
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
講
師
〉

（
研
磨
）
本
阿
彌
光
洲
・
高
岩
節
夫
・

阿
部
一
紀
・
小
野
敬
博
、（
白
鞘
）
高

山
一
之
・
剣
持
直
利
・
森
隆
浩
、（
白

銀
）
宮
下
武

〈
研
修
生
〉

（
研
磨
）
本
阿
弥
毅
・
森
井
鐵
太
郎
・

水
田
吉
政
・
小
川
和
比
古
・
阿
部
聡

一
郎
、（
白
鞘
）
森
井
敦
央
・
田
澤
敦

嗣
・
古
川
和
幸
、（
白
銀
）
松
本
豊

（
常
務
理
事
・
部
分
修
復
研
修
実
行
委

員
長
／
阿
部
一
紀
）

部分修復技術研修会に参加した研修生と講師陣開講式での受講生（前方）と講師

焼き入れを待つ小刀

「
刀
職
技
術
者
研
修
会
」「
新
作
日
本
刀･

研
磨･
外
装
刀
職
技
術
者
展
覧
会
」「
小
柄
小
刀
を
作
ろ
う
！
」に
参
加
し
て

「
刀
剣
類
の
保
存
に
関
わ
る
部
分
修
復
技
術
研
修
会
」を
開
催

■
公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
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イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

熱
田
神
宮
技
術
奉
納
奉
賛
会
奉
納
刀
剣
展

二
十
周
年
を
迎
え
た
刀
剣
並
技
術
奉
納
奉
賛
会

　

七
月
八
日
か
ら
十
日
ま
で
の
三
日
間

に
わ
た
り
、
熱
田
神
宮
に
お
い
て
刀
剣

と
そ
の
製
作
技
術
の
奉
納
が
行
わ
れ
た
。

　

当
技
術
奉
納
奉
賛
会
の
活
動
は
本
紙

の
第
三
十
一
号
（
昨
年
九
月
発
行
）
で

も
取
り
上
げ
た
が
、
今
年
は
記
念
す
べ

き
二
十
周
年
に
当
た
る
。

　

今
回
の
奉
納
刀
匠
は
福
島
県
の
藤
安

将
平
刀
匠
。
藤
安
刀
匠
は
今
回
で
五
度

目
と
な
り
、
歴
代
最
多
で
あ
る
。

　

熱
田
神
宮
宝
物
館
で
は
二
十
周
年
を

記
念
し
た
企
画
展
示
が
催
さ
れ
、
六
月

三
十
日
～
七
月
二
十
五
日
、
こ
れ
ま
で

奉
納
さ
れ
た
十
九
振
と
、
こ
れ
に
合
わ

せ
て
歴
代
奉
納
刀
匠
の
最
近
の
作
品
と
、

さ
ら
に
熱
田
神
宮
へ
の
各
時
代
の
奉
納

刀
が
一
堂
に
展
示
さ
れ
、
盛
況
の
う
ち

に
会
期
を
終
え
た
。

　

な
お
八
月
二
十
日
に
は
研
磨
・
白
鞘

・
鎺
な
ど
の
技
術
奉
納
が
行
わ
れ
た
。

�

（
大
平
将
広
）

大
阪
歴
史
博
物
館「
大
相
撲
と
日
本
刀
」

異
分
野
の
コ
ラ
ボ
が
楽
し
め
る
時
を
得
た
展
観

月山貞利作・横綱白鵬関の土俵入り太刀

　

七
月
二
十
八
日
か
ら
八
月
二
十
八
日

ま
で
大
阪
歴
史
博
物
館
に
お
い
て
「
大

相
撲
と
日
本
刀
」
展
が
開
催
さ
れ
た
の

で
、
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

昨
今
の
刀
剣
ブ
ー
ム
に
よ
り
若
い
女

性
の
方
が
目
立
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
相
撲
フ
ァ
ン
の
方
々
も
多
く
、

歴
代
横
綱
が
所
持
し
て
い
た
太
刀
や
美

し
い
刺
繍
が
施
さ
れ
た
化
粧
廻
し
を
熱

心
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

会
場
に
入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
、

江
戸
期
の
名
力
士
雷
電
が
所
持
し
て
い

た
道
中
差
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

雷
電
は
身
長
が
一
九
七
㎝
あ
り
、
当
時

の
勝
率
が
九
六
％
と
ま
さ
に
伝
説
の
力

士
。
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
豪
壮
な
道
中

差
で
、
長
さ
四
一･
三
㎝
に
対
し
て
重

量
が
九
一
一
ｇ
で
、
重
ね
が
と
て
も
厚

い
の
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
着
物
姿
一
人
立�

袈
裟
ヶ
嶽
雲
右
衛

門
」
の
錦
絵
は
展
示
物
の
中
で
も
ひ
と

き
わ
目
立
っ
て
お
り
、
壁
に
掛
け
ら
れ

た
そ
の
絵
を
見
上
げ
る
と
何
と
も
言
え

な
い
迫
力
が
感
じ
ら
れ
、
ま
た
「
江
戸

大
相
撲
生
写
之
図
」
左
隻
は
力
士
た
ち

の
姿
や
格
好
を
忠
実
に
描
い
た
も
の
と

言
わ
れ
て
お
り
、
当
時
の
様
子
が
わ
か

る
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

江
戸
期
に
は
、
立
行
司
が
万
が
一
差

し
違
え
た
場
合
に
自
ら
切
腹
す
る
た
め

に
短
刀
を
差
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
、

そ
の
名
残
で
今
も
短
刀
を
差
し
て
い
る

な
ど
の
解
説
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

会
場
で
は
名
勝
負
の
ビ
デ
オ
放
映
が

さ
れ
て
お
り
、
休
憩
の
折
に
ビ
デ
オ
を

見
な
が
ら
昨
今
の
大
相
撲
ブ
ー
ム
の
熱

気
も
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
相
撲
も
日
本
刀
も
長
い
歴
史
を
持

つ
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
り
、
両
方
を

同
時
に
鑑
賞
で
き
る
時
宜
を
得
た
素
晴

ら
し
い
展
示
会
で
し
た
。

�

（
大
阪
刀
剣
会
・
橋
本
宗
之
）

泉
屋
博
古
館「
名
刀
礼
賛
―
も
の
の
ふ
達
の
美
学
」

黒
川
古
文
化
研
究
所
と
の
連
携
展
に
真
の
刀
剣
展
示
を
見
る

日
本
橋
三
越
本
店「
河
内
一
門
と
日
本
刀
の
こ
れ
か
ら
～
復
元
三
日
月
宗
近
登
場
～
」

ト
レ
ン
ド
は
こ
こ
に
も
…
長
蛇
の
列
を
な
し
た
刀
剣
女
子

緑に囲まれた泉屋博古館分館

　

六
月
一
日
㈭
～
八
月
四
日
㈮
、
兵
庫

県
西
宮
市
の
黒
川
古
文
化
研
究
所
が
所

蔵
す
る
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
る
機

会
の
な
か
っ
た
名
刀
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、

東
京
・
六
本
木
の
泉
屋
博
古
館
分
館
に

お
い
て
公
開
さ
れ
た
。

　
「
泉
屋
博
古
館
を
何
と
読
む
か
」
と

聞
か
れ
て
「
え
っ
！
」
と
思
わ
れ
る
方

も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
失
礼
。

美
術
に
関
わ
る
方
が
多
い
読
者
に
心
配

は
無
用
か
。

　

筆
者
が
美
術
業
界
に
正
式
に
足
を
踏

み
入
れ
、
東
京
美
術
倶
楽
部
（
東
京
美

術
商
協
同
組
合
）
の
青
年
会
研
修
旅
行

で
京
都
に
行
っ
た
際
、
巡
回
す
る
博
物

館
リ
ス
ト
の
「
泉
屋
博
古
館
」
と
、
耳

に
す
る
「
せ
ん
お
く
は
く
こ
か
ん
」
が

結
び
つ
か
ず
、
業
界
の
奥
深
さ
を
痛
感

し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

同
館
は
、
住
友
家
が
明
治
か
ら
大
正

に
か
け
て
収
集
し
た
中
国
古
銅
器
と
鏡

鑑
を
保
存
・
公
開
す
る
た
め
昭
和
三
十

五
年
に
発
足
し
、
昭
和
四
十
五
年
京
都

に
展
示
室
が
完
成
。
名
称
は
、
江
戸
時

代
の
住
友
屋
号
「
泉
屋
」
と
九
百
年
前

の
青
銅
器
図
録
『
博
古
図
録
』
か
ら
採

っ
た
。
そ
の
後
も
寄
贈
は
増
え
、
現
在

収
蔵
品
三
千
点
以
上
。
平
成
十
四
年
に

は
分
館
を
開
設
し
、
そ
れ
が
今
回
の
会

場
と
な
っ
た
。

　

中
国
・
日
本
の
多
様
な
収
蔵
品
と
収

集
セ
ン
ス
の
良
さ
を
語
る
の
は
別
の
機

会
と
し
、
愛
刀
家
に
は
よ
く
知
ら
れ
な

が
ら
公
開
機
会
が
希
有
な
、
国
宝
・
重

文
を
含
む
黒
川
古
文
化
研
究
所
の
日
本

刀
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ
話
を
戻
そ
う
。

　

同
研
究
所
に
は
そ
の
名
か
ら
も
、
東

洋
古
書
画
や
考
古
遺
物
を
多
数
所
蔵
・

研
究
す
る
機
関
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
刀
剣
業
界
で
は
刀
装
具
の
超
名
品
、

重
文
の
土
屋
安
親「
豊
干
禅
師
図
鐔
」は

じ
め
横
谷
系
、信
家
、後
藤
本
家
、東
明
、

後
藤
一
乗
ほ
か
、
教
本
に
必
ず
出
て
く

る
お
馴
染
み
の
蔵
品
で
有
名
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
東
京
で
ほ
ぼ
初
公
開
と
な

　

八
月
十
六
日
か
ら
日
本
橋
三
越
本
店

で
開
催
さ
れ
た
「
河
内
一
門
と
日
本
刀

の
こ
れ
か
ら
～
復
元
三
日
月
宗
近
登
場

～
」
を
最
終
日
に
拝
見
し
た
。

　

奈
良
・
吉
野
の
刀
匠
河
内
國
平
氏
と
、

そ
の
門
で
修
業
し
、
技
術
を
磨
く
若
手

現
代
刀
匠
四
名
、
髙
見
太
郎
國
一
・
石

田
四
郎
國
壽
・
小
宮
六
郎
國
天
・
金
田

七
郎
國
真
の
刀
剣
を
展
示
販
売
す
る
同

展
、
広
々
と
し
た
会
場
に
は
各
人
の
力

作
が
展
示
さ
れ
、
ま
た
近
年
で
は
若
い

女
性
た
ち
の
来
場
が
見
込
ま
れ
る
た
め

か
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ス
タ
映
え
」
を

意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
記
念
撮
影

用
の
鍛
冶
場
を
再
現
し
た
ブ
ー
ス
も
用

意
さ
れ
る
な
ど
、
新
し
い
工
夫
も
見
ら

れ
、
平
日
の
最
終
日
に
も
か
か
わ
ら
ず

多
く
の
来
場
者
で
賑
わ
っ
て
い
た
。

　

今
回
は
名
だ
た
る
刀
剣
が
〝
刀
剣
男

士
〟
へ
と
姿
を
変
え
る
Ｐ
Ｃ
ブ
ラ
ウ
ザ

ゲ
ー
ム
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

「
刀
剣
乱
舞-ONLINE-

」
と
コ
ラ
ボ
レ

ー
シ
ョ
ン
で
、
石
田
刀
匠
に
製
作
が
依

頼
さ
れ
た
「
復
元�

三
日
月
宗
近
」
が

展
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
刀

剣
女
子
が
列
を
な
し
、
オ
ー
プ
ン
前
に

は
何
と
会
場
か
ら
本
館
外
の
地
下
通
路

ま
で
行
列
が
続
い
た
と
の
こ
と
で
、
相

変
わ
ら
ず
刀
剣
乱
舞
の
影
響
力
恐
る
べ

し
で
あ
る
。

　

会
場
奥
に
は
石
田
刀
匠
の
「
復
元�

三
日
月
宗
近
」
の
特
設
ス
ペ
ー
ス
が
用

意
さ
れ
、
最
近
一
門
の
展
覧
会
で
使
用

る
約
三
十
口
の
名
刀
は
、
国
宝
「
短
刀

名
物
伏
見
貞
宗
」「
短
刀�

来
国
俊
」
や

重
文
「
太
刀�

粟
田
口
国
光
」「
太
刀�

大
和
則
長
作
」「
太
刀�

備
前
国
長
船
住

景
光
」「
刀�

堀
川
国
広
」
な
ど
、
平
安

か
ら
江
戸
時
代
ま
で
各
派
の
代
表
作
。

　

普
及
に
は
鑑
賞
法
が
難
し
い
と
さ
れ

る
刀
剣
も
、
実
際
の
刃
中
や
地
鉄
の
見

え
方
を
図
や
文
章
で
克
明
に
「
見
え
る

化
」
し
、
流
派
や
時
代
の
変
遷
と
と
も

に
鑑
賞
の
一
助
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
が
な
さ
れ
た
。
刀
剣
美
の
世
界
と
そ

の
魅
力
を
堪
能
で
き
る
絶
好
の
展
覧
会

で
あ
り
、
学
芸
員
、
関
係
者
の
方
々
の

努
力
に
頭
が
下
が
る
。

　

同
研
究
所
は
、
そ
の
収
蔵
品
の
豪
華

図
版
目
録
『
飛ひ

香こ
う

館か
ん

清せ
い

賞し
ょ
う

』
刀
剣
編
二

六
六
頁
・
一
一
五
振（
平
成
五
年
）、
鐔

編
二
五
〇
頁
・
二
九
五
点（
平
成
九
年
）

を
、
と
も
に
故
加
島
進
氏
（
元
東
京
国

立
博
物
館
刀
剣
室
長
、
当
時
同
研
究
所

理
事
）
の
監
修
に
よ
り
発
行
し
、
当
時

か
ら
普
及
公
開
に
は
熱
心
で
あ
っ
た
。

あ
の
大
き
な
函
を
ご
記
憶
の
方
も
い
る

だ
ろ
う
。

　

さ
て
近
年
、
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
発
端
と
す
る
「
刀
剣
ブ
ー
ム
」
の
取

り
扱
い
は
多
岐
に
わ
た
り
、
イ
ベ
ン
ト

展
示
だ
け
で
な
く
、
国
公
立
博
物
館
で

も
関
連
刀
剣
が
展
示
が
さ
れ
、
ま
た
巡

回
展
で
は
指
定
品
展
示
申
し
合
わ
せ
に

よ
り
、
所
蔵
館
で
の
展
示
期
間
に
苦
労

す
る
と
の
話
を
聞
く
ほ
ど
人
気
で
あ
る
。

　

以
前
は
刀
剣
フ
ァ
ン
の
減
少
に
背
筋

さ
れ
て
い
る
立
て
か
け
式
展
示
ケ
ー
ス

に
同
作
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
姿
が
と

て
も
美
し
く
、
光
源
も
多
く
鑑
賞
し
や

す
い
展
示
ケ
ー
ス
は
河
内
刀
匠
の
ご
子

息
、
河
内
晋
平
氏
が
運
営
す
る
株
式
会

社
ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｏ
「
仕
組
」
制
作
の
特

別
製
と
の
こ
と
。

　

十
分
に
良
く
で
き
た
作
品
と
見
え
る

同
作
で
あ
る
が
、
開
催
前
に
な
っ
て
製

作
者
の
石
田
刀
匠
が
「
完
璧
で
は
な
い

の
で
さ
ら
に
製
作
を
進
め
さ
せ
て
も
ら

い
た
い
」
と
主
張
さ
れ
た
と
の
こ
と
で

急
き
ょ
影
打
ち
の
改
定
版
「
影
改
」
と

し
て
の
展
示
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。

素
晴
ら
し
い
こ
だ
わ
り
と
情
熱
で
あ
る
。

　

会
期
中
、
各
刀
匠
は
多
く
の
来
場
者

に
囲
ま
れ
て
身
動
き
が
取
れ
な
い
ほ
ど

の
盛
況
ぶ
り
だ
っ
た
そ
う
で
、
本
当
に

大
変
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
現
代

刀
の
展
覧
会
に
行
列
を
作
っ
て
い
た
だ

く
あ
り
が
た
さ
に
心
が
震
え
る
」
と
話

す
顔
に
は
爽
や
か
な
達
成
感
が
あ
ふ
れ

て
い
た
。�

（
飯
田
慶
雄
）

の
凍
る
思
い
を
し
た
関
係
者
も
多
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
掘

り
起
こ
し
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
挑

戦
し
た
結
果
か
、
今
や
初
対
面
の
人
に

さ
え
「
刀
剣
ブ
ー
ム
」
に
つ
い
て
問
わ

れ
る
こ
と
も
増
え
、
世
間
の
注
目
度
ア

ッ
プ
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
中
、
今
回
は
、
実
に
腹
に
ズ

ッ
シ
リ
と
来
る
、
ま
た
気
持
ち
が
ス
ッ

キ
リ
す
る
心
地
よ
い
展
覧
会
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
だ
ろ
う
？　

き
っ
と
正
統
派
重
量

級
の
作
品
と
、
わ
か
り
や
す
い
適
切
な

解
説
に
よ
り
、
刀
剣
鑑
賞
の
王
道
を
行

く
展
覧
会
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

せ
っ
か
く
ブ
ー
ム
で
増
え
た
フ
ァ
ン

を
大
切
に
、
正
し
い
知
識
を
良
い
環
境

で
共
に
伝
達
、
習
得
し
、
数
寄
者
が
増

え
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
。

■
黒
川
古
文
化
研
究
所
（
兵
庫
県
西
宮

市
苦
楽
園
三
番
町
一
四-

五
〇
）
で
は
、

十
月
十
四
日
㈯
～
十
一
月
二
十
六
日
日

曜
、
名
物
「
鳥
飼
来
国
次
」
受
贈
記
念
、

「
刀
剣
の
か
が
や
き　

刀
装
具
の
い
ろ
ど

り
」
を
開
催
予
定
。�

（
伊
波
賢
一
）

藤安刀匠の奉納鍛錬

宝物館では奉納刀が一堂に展示された

奉納刀では珍しい今回の薙刀

会場は多くの女性客で賑わっていた

刀剣業界の情報紙である『刀剣界』では、記事を募集しています。ニュースや催事情報、イベント・リポート、ブック・レビュー、随筆・意見・感想など、何でも結構で
す。写真も添えてください。組合員・賛助会員以外の方も歓迎です。ただし、採否は編集委員会に諮り、紙面の関係で編集させていただくことがあります。
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催 事 情 報

　激動の幕末期に21年間も在位された孝明天
皇は親幕派だった。孝明天皇は公武合体を推
進され、京都守護職の会津藩主・松平容保を
殊の外信頼し、御宸筆の和歌を下賜されたこ
ともあった。会津藩家老の西郷頼母と田中土
佐は「京都守護職の就任は、薪を背負って火
を消しに行くようなもの」と反対したが、容
保は徳川将軍家のためと悲壮な覚悟で引き受
けた。守護職は京都に兵を千名も常駐させな
くてはならず、かなりの負担であった。そこ
で京都守護職のお預かりとなった新選組は容
保を補佐し、「誠」の隊旗の下、将軍警護、
市中の治安維持に尽力した。
　薩長同盟が締結され、第二次幕長戦争で長
州に敗れると、幕府の衰退は目に見えて明ら
かになっていく。それでも新選組は隊士を補
強して組織を改編し、倒幕派の前に立ちはだかった。そこで幕府は新選組を
幕府直参とし、近藤勇は将軍御目見得に取り立てられた。
　新選組は「大政奉還」や「王政復古の大号令」の後も徳川家に忠義を尽く
したが、鳥羽伏見の戦いで敗走し江戸へ撤退した。近藤は甲州勝沼の戦いで
新政府軍に挑むが多勢に無勢であり、流山で投降した。その後、武士として
切腹することを許されず、罪人として斬首された。同時期に沖田総司も病死
する。残された土方は会津に転戦、蝦夷地に渡って箱館戦争に身を投じた。
土方は「降伏しては地下で近藤に合わせる顔がない」と死地を探して奮戦し、
命を散らした。
　幕末最強の剣客集団だった新選組は、最期まで「義」に生き「誠」を貫い
たことから、現代人に強い共感を与えている。この特別展は、近年、当館が
収集した近藤・土方の愛刀に加え、新選組や坂本龍馬の関係資料からその実
像に迫るものである。� 会�期：９月５日㈫～９月24日㈰（第２期）

■霊山歴史館
　〒605-0861京都市東山区清閑寺霊山町１　☎075-531-3773
　http://www.ryozen-museum.or.jp/index.html

夏の特別展「新選組、義に生きる!!」

　大阪にゆかりの深い文化財は、世界的にみ
ても魅力的で歴史的に意義深いものが少なく
ありません。その中から文楽、朝鮮通信使と
いう二つの文化遺産について、館蔵品を通じ
て紹介します。
　人形浄瑠璃文楽は、大阪で育まれ、大阪の
人々が支えてきた伝統芸能で、太

た

夫
ゆう

・三味
線・人形が一体となる総合芸術と言われてお
り、平成20年（2008）にはユネスコ無形文化
遺産に登録されました。今回は、近年寄贈を
受けた人形鬘

かづら

見本や文楽の興行ポスターを通
じて、舞台を支える活動や昭和の文楽史の一
端を紹介します。
　朝鮮通信使は、「朝鮮通信使に関する記録」
として次のユネスコ記憶遺産登録に向け現在
申請中です（在日本209点、在韓国124点の合
計333点）。江戸時代に朝鮮から日本を12回訪れ、両国の善隣友好のシンボル
と言える朝鮮通信使は大阪にも多くの足跡を残しました。今回は当館所蔵の
登録候補11点を含む朝鮮通信使資料の優品を紹介します。
会�期：９月30日㈯～11月26日㈰　火曜休館

■大阪歴史博物館
　〒540-0008�大阪市中央区大手前４-１-32　☎06-6946-5728　
　http://www.mus-his.city.osaka.jp/index.html

特別企画展「世界に誇る大阪の遺産─文楽と朝鮮通信使─」

会�期：９月２日㈯～11月12日㈰　休館月曜（休日の場合は翌日に振り替え）、
祝日の翌日

■備前長船刀剣博物館
　〒701-4271�岡山県瀬戸内市長船町長船966　☎0869-66-7767
　http://www.city.setouchi.lg.jp/token/

特別展「華麗なる備前刀─とある愛刀家たちの名品展」

　日本刀は鉄の芸術と言われ、世界的に高く
評価されているわが国を代表する美術工芸品
です。近年、性別・世代を超えた刀剣ブーム
が社会現象となっており、あらためて日本刀
が注目を集めています。
　岡山県南東部に当たる備前国は、かつて質・
量ともに日本一の刀剣産地として栄えまし
た。本展では、平安時代から現代に至る備前
刀の名品80余点を通して、日本刀の王者とも
言える備前刀の魅力を紹介します。
〈主な展示品〉
国宝　太刀　吉房
国宝　群鳥文兵庫鎖太刀（号上杉太刀）
国宝　太刀　正恒
国宝　太刀　国宗
国宝　太刀　光忠
重�要文化財　刀　金象嵌銘�備前国兼光�本阿弥（花押）（名物大兼光）
香�川県指定有形文化財　刀　銘�備前国住長船与三左衛門尉祐定作／大永七
年二月吉日
岡�山県指定重要文化財　刀　藤原直胤（花押）／天保八年一陽来復日
重�要無形文化財保持者　刀　越後月岡天田昭次／平成八年仲春吉日
　会期中、小池哲氏（日本美術刀剣保存協会岡山県支部長）・原田一敏氏（ふ
くやま美術館館長）・三上貞直氏（全日本刀匠会会長）による講演のほか、
備前刀を実際に鑑賞できるイベントが開催される。
会�期：９月８日㈮～10月15日㈰　休館月曜（祝日の場合は開館）・９月19日㈫・
10月10日㈫

■岡山県立博物館
　〒703-8257�岡山市北区後楽園１-５�　☎086-272-1149
　http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm

特別展「備前刀─日本刀の王者─」

■京都国立博物館
　〒605-0931京都市東山区茶屋町527　075-525-2473（テレホンサービス）
　http://www.kyohaku.go.jp/jp/

開館120周年記念特別展覧会「国宝」
　2017年は、日本の法令上「国宝」
の語が初めて使用された「古社寺保
存法」制定より120年に当たります。
当館開館と軌を一にするこの節目の
年に、昭和51年（1976）に「日本国
宝展」を開催して以来、実に41年ぶ
りとなる「国宝展」を開催します。
　古よりわれわれ日本人は、外来文
化を柔軟に取り入れつつ、独自の美
意識によって世界にも類を見ない固
有の文化を育んできました。歴史
的・芸術的・学術的に特に優れ、希

少である国宝は、何よりも雄弁にわ
れわれの歴史や文化を物語る、類い
まれなる国の宝と言えましょう。
　本展覧会では、絵画・書跡・彫刻・
工芸・考古の各分野から、歴史と美
を兼ね備えた国宝約200件を大きく
４期に分けて展示し、わが国の悠久
の歴史と美の精華を顕彰します。�
会�期：年10月３日㈫～11月26日㈰　
月曜休館、ただし10月９日㈪は開
館、10日㈫休館

■茨城県立歴史館
　〒310-0034�茨城県水戸市緑町２-１-15
　☎029-225-4425　http://www.rekishikan-ibk.jp/

刀剣のイロハ
　最近話題の日本刀。でも刀剣って
専門用語が多くて難しそう、どれも
同じに見える……。刀剣を見つめる
時、私たちはどこに注目し、何を読
み取れば良いのでしょうか。
　本展では主に日本刀の「姿」「肌」
「刃文」「拵」について、その種類や

移り変わりを当館収蔵の刀剣類を基
に解説します。また、茨城の刀工・
金工の作品も併せて展示します。
　実物の名刀から、刀剣の基礎を教
えてもらいましょう。
会期：８月８日㈫～９月24日㈰

■宮崎県総合博物館
　〒880-0053�宮崎県宮崎市神宮２-４-４
　☎0985-24-2071
　http://www.miyazaki-archive.jp/museum/index.html

日本刀の美と歴史─日州刀の魅力─
　日本の伝統的な武器であり、美術工芸品で
もある日本刀。日向国に関わりのある刀工が
製作した日州刀を中心に、国広・国貞・井上
真改などの刀剣を展示します。さらに、作刀
と研磨の技術も紹介しながら、日本刀の持つ
魅力に迫ります。�
会�期：10月21日㈯～12月17日㈰火曜休館
　前期展示10月21日㈯～11月20日㈪
　後期展示11月22日㈬～12月17日㈰

■島根県立石見美術館
　〒698-0022�島根県益田市有明町５-15　島根県芸術文化センター［グラントワ］内
　☎0856-31-1860　http://www.grandtoit.jp/exhibition/146

企画展「石見の戦国武将─戦乱と交易の中世─」
　武士が勢力を伸ばし、鎌倉幕府、
室町幕府などの武士政権が列島を支
配した中世（平安時代末～安土桃山
時代）は大小の戦乱が起こった時代で
した。石見国でも、益田氏・三隅氏・
吉見氏など複数の武将が並び立ち、
しばしば権益をめぐる争いが生じて
いました。一方でこれらの武将たち
は、京都の足利将軍や隣国の大名大
内氏・毛利氏と渡り合う中で、手を
結び交互に協力することもありまし
た。彼らの活躍の背景には、日本海を
通じた交易・交流による石見国と海
外（朝鮮、中国、東南アジアなど）との

つながりがありました。領内の産物
をもとに朝鮮や蝦夷地（北海道）の貴
重な産物を入手していた益田氏のよ
うに、武将たちは武略だけでなく交
易にも深く関わっていたのです。
　本展では武将たちの奮闘の様子を
物語る古文書や、彼らの高い美意識
をうかがわせる美術工芸品など国宝
１点、重要文化財５点を含む約100
点により、石見国内で最も有力であ
った益田氏を中心に、石見の戦国武
将の歴史と文化を紹介します。
会�期：９月30日㈯～11月13日㈪　火
曜休館

印刷／株式会社日刊企画


