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ゆ
る「
種
の
保
存
法
」の
一
部
改
正
に

つ
い
て
の
説
明
懇
談
会
を
開
催
し
た
。

　

こ
れ
は
改
正
案
の
国
会
通
過
、
公

布
を
機
に
、
以
前
よ
り
象
牙
等
の
管

理
制
度
の
周
知
で
協
力
し
て
き
た
当

　

六
月
十
二
日
、
東
京
美
術
倶
楽
部

に
経
済
産
業
省
生
活
製
品
課
の
担
当

者
を
招
き
「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る

野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」い
わ

組
合
へ
同
省
か
ら
今
回
も
周
知
の
依

頼
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　

種
の
保
存
法
に
お
け
る
象
牙
部
分

の
改
正
の
背
景
を
確
認
す
る
と
、
次

制
対
象
で
な
か
っ
た
カ
ッ
ト
ピ
ー
ス

（
分
割
牙
）
等
を
規
制
対
象
に
含
め

る
等
の
改
正
案
が
可
決
・
成
立
し
、

本
年
六
月
二
日
に
公
布
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、「
自
分
は
刀
剣
商
で
、
象

牙
全
形
牙
は
扱
わ
な
い
か
ら
無
縁
」

と
解
釈
し
て
き
た
方
で
あ
る
。

　

現
行
法
に
お
い
て
も
、
全
形
牙
の

取
引
は
登
録
票
と
と
も
に
扱
う
必
要

が
あ
り
、
ま
た
カ
ッ
ト
ピ
ー
ス
や

端
材
、
象
牙
製
品
等
の
取
引
に
は
、

「
特
定
国
際
種
事
業
者
」
の
届
出
を

し
て
、
当
該
製
品
の
取
引
を
台
帳
に

記
載
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

言
う
象
牙
製
品
等
は
、
掛
け
軸
や
茶

道
具
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
一
見
す
る
と
わ
れ
わ
れ
と
は
無

の
通
り
で
あ
る
。

　

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ゾ
ウ
の
密
猟

が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
か
ら
、
国
際

的
に
は
規
制
強
化
の
流
れ
が
強
ま
り

つ
つ
あ
り
、
昨
年
九
月
二
十
四
日

〜
十
月
四
日
の
ワ
シ
ン
ト
ン

条
約
締
約
国
会
議
で
は
、
密

猟
や
違
法
取
引
に
つ
な
が
る

象
牙
の
国
内
市
場
の
閉
鎖
決

議
が
採
択
さ
れ
た
。
同
決
議

は
、
厳
格
に
管
理
さ
れ
て
い

る
わ
が
国
の
象
牙
国
内
市
場

の
閉
鎖
を
求
め
る
も
の
で
は

な
い
が
、
密
輸
や
違
法
取
引

の
根
絶
に
向
け
た
国
際
的
な

関
心
の
高
ま
り
も
踏
ま
え
、

日
本
と
し
て
も
、
象
牙
の
国

内
取
引
に
対
し
て
さ
ら
に
厳

格
な
管
理
を
行
っ
て
い
く
考

え
を
表
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、

今
般
国
会
に
お
い
て
、
現
行

届
出
制
と
な
っ
て
い
る
象
牙

製
品
の
製
造
販
売
事
業
を
登

録
制
（
五
年
ご
と
の
更
新

制
）
と
し
、
こ
れ
ま
で
は
規

関
係
に
思
え
る
。

　

し
か
し
、
象
牙
製
品
等
は
時
代
の

新
旧
、大
き
さ
に
関
係
な
い
。し
ゃ
れ

た
刀
剣
外
装
や
白
鞘
の
鳩
目
に
象
牙

が
使
わ
れ
る
こ
と
が
皆
無
と
は
言
え

な
い
。
特
に
新
法
で
は
罰
則
等
も
厳

し
く
な
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ら
の
製
品

を
扱
う
方
は
、
現
行
法
に
お
い
て
は

事
業
届
出
を
、
新
法
施
行
後
に
お
い

て
は
事
業
登
録
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

さ
て
、
表
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
、
お
気
づ
き
の
方
も
い
る
で
あ

ろ
う
。
改
正
の
大
き
な
違
い
に
、
今

ま
で
は
「
届
出
」
を
し
て
特
定
国
際

種
事
業
者
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

改
正
後
は
「
登
録
申
請
」
の
後
、
審

査
を
通
っ
て
初
め
て
特
別
国
際
種
事

業
者
に
な
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
届

出
は
無
料
で
あ
っ
た
が
、
登
録
は
登

録
免
許
税
法
の
範
疇
と
な
る
た
め
、

新
規
登
録
申
請
に
は
九
万
円
が
か
か

る
。
も
ち
ろ
ん
新
法
施
行
前
の
今
な

ら
届
出
で
済
み
、
無
料
で
あ
る
。

　

な
お
、
新
法
施
行
後
の
各
種
手
続

き
に
は
、
別
途
実
費
に
よ
る
手
数
料

が
必
要
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
（
現

時
点
で
金
額
は
未
定
）。

　

折
し
も
六
月
二
十
日
の
『
日
本
経

済
新
聞
』
夕
刊
に
、
象
牙
の
不
正
取

引
で
古
物
商
が
書
類
送
検
さ
れ
た
と

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
大
量

取
引
に
よ
る
も
の
で
、
刀
剣
業
界
の

事
例
と
は
少
し
違
う
が
、
取
り
締
ま

り
は
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

六
月
二
日
の
官
報
に
掲
載
さ
れ
た

新
法
は
公
布
か
ら
一
年
以
内
、
つ
ま

り
平
成
三
十
年
六
月
一
日
ま
で
に
施

行
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
施
行
日
は

今
後
定
め
ら
れ
る
。

　

届
出
を
済
ま
せ
て
い
な
い
事
業
者

は
、
早
め
の
届
出
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

届
出
と
問
い
合
わ
せ
は
各
経
済
産

業
局
ま
で
。 

（
伊
波
賢
一
）

｢

種
の
保
存
法｣
改
正
案
が
国
会
を
通
過
、公
布

 

象
牙
等
の
事
業
者
管
理
強
化
で
罰
則
厳
し
く
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今
回
は
、
刀
匠
の
立
場
か
ら
新
作
刀

の
登
録
時
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
作
刀
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
寸
法
等
の
記
載
ミ

ス
な
ど
の
ほ
か
に
、
新
作
刀
特
有
の
問

題
と
し
て
〝
登
録
会
場
に
お
け
る
刀
の

扱
い
〞
が
あ
り
ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
登
録
会
場
で
は
、
受
付

か
ら
登
録
証
の
発
行
ま
で
が
流
れ
作
業

で
行
わ
れ
、
す
べ
て
の
刀
が
同
じ
ル
ー

ト
を
通
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
錆
刀
を

置
い
た
計
測
台
に
研
ぎ
上
が
っ
た
ば
か

り
の
新
作
刀
が
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
隣
の
人
へ
刀
を
渡
す
と
き
に
、

無
造
作
に
机
の
上
に
置
く
、
と
い
っ
た

こ
と
も
見
ら
れ
ま
す
。
い
つ
刀
身
に
ヒ

ケ
や
傷
が
つ
い
て
も
、
お
か
し
く
な
い

状
況
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め

に
、
私
は
研
ぎ
上
げ
る
前
の
窓
開
け
の

状
態
で
登
録
を
取
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
が
、
お
客
さ
ま
へ
の
納
品
や
コ
ン
ク

ー
ル
へ
の
出
品
の
都
合
で
、
ど
う
し
て

も
研
ぎ
上
げ
て
か
ら
登
録
を
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。

　

も
し
、
納
品
前
の
刀
に
傷
が
つ
い
て

し
ま
っ
た
場
合
、
再
度
研
ぎ
に
出
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

計
測
台
や
袱ふ

く

紗さ

な
ど
の
刀
身
に
直
接

触
れ
る
も
の
は
、
せ
め
て
、
研
ぎ
上
が

っ
た
ば
か
り
の
刀
と
そ
れ
以
外
の
刀
で

別
の
も
の
を
使
う
、
と
い
っ
た
改
善
策

を
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
強
く
希

望
し
ま
す
。

事
例
17

　

最
近
、
錆
身
の
脇
指
を
二
振
、
神
奈

川
県
在
住
の
五
十
六
歳
の
男
性
Ａ
さ
ん

か
ら
買
い
取
り
ま
し
た
。
そ
の
方
か
ら

警
察
に
よ
る
銃
刀
法
の
不
正
運
用
も
疑

わ
れ
る
お
話
を
伺
い
ま
し
た
の
で
、
本

人
の
了
解
を
得
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

Ａ
さ
ん
は
五
月
の
母
の
日
に
、
八
十

七
歳
の
お
母
さ
ん
に
久
し
ぶ
り
に
会
う

た
め
、
実
家
が
あ
る
青
森
県
に
出
か
け

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
片
付
け
を

し
て
い
た
際
、
Ａ
さ
ん
は
亡
き
お
父
さ

ん
が
持
っ
て
い
た
脇
指
を
二
振
発
見
し

ま
し
た
。
い
ず
れ
に
も
登
録
証
は
付
い

て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
神
奈
川
県
の
自
宅
に
脇
指

を
持
ち
帰
り
、
所
持
方
法
を
教
え
て
も

ら
う
た
め
地
元
の
神
奈
川
県
警
Ｎ
警
察

署
に
電
話
を
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
女
性
の
警
察
官
が
電
話
口
に
出

て
、
こ
う
話
し
た
そ
う
で
す
。「
あ
な
た

に
ご
兄
弟
が
お
い
で
に
な
る
な
ら
ば
相

続
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
警

察
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
手

続
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
専
門
の

担
当
官
に
つ
な
ぎ
ま
す
」
と
。

　

代
わ
っ
て
電
話
口
に
出
た
生
活
安
全

課
の
担
当
官
の
話
は
驚
く
べ
き
も
の
で

し
た
。「
そ
の
脇
指
を
所
持
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
発
見
場

所
に
警
察
官
が
行
く
な
り
し
て
写
真
を

撮
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
件
は

捜
査
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら

私
た
ち
が
預
か
っ
て
処
分
し
ま
す
」

　

ど
の
よ
う
に
処
分
さ
れ
る
の
か
を
尋

ね
る
と
、「
溶
鉱
炉
で
溶
か
し
ま
す
」
と

言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

対
応
に
疑
問
を
抱
い
た
Ａ
さ
ん
は
、

す
ぐ
に
パ
ソ
コ
ン
で
銃
刀
法
に
つ
い
て

調
べ
た
そ
う
で
す
。

　

Ｎ
警
察
署
は
、
Ａ
さ
ん
が
相
談
を
持

ち
か
け
た
数
日
後
に
、
実
家
の
お
母
さ

ん
に
「
脇
指
に
つ
い
て
話
を
聞
き
た
い
」

と
連
絡
を
し
た
よ
う
で
、
高
齢
の
お
母

さ
ん
は
驚
い
て
、「
お
前
、
何
か
事
件

で
も
起
こ
し
た
の
か
」
と
電
話
を
し
て

き
た
そ
う
で
す
。

　

Ｎ
警
察
署
か
ら
は
そ
の
後
、
実
家
に

も
Ａ
さ
ん
宅
に
も
何
の
連
絡
も
あ
り
ま

せ
ん
。
Ａ
さ
ん
は
幸
い
、
教
育
委
員
会

に
相
談
さ
れ
、
法
令
に
の
っ
と
り
名
義

変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

一
般
の
方
が
善
意
で
警
察
に
相
談
し

た
と
き
、
い
き
な
り
「
銃
刀
法
違
反
で

す
」「
刀
は
溶
鉱
炉
で
溶
か
し
ま
す
」
な

ど
と
言
わ
れ
た
ら
、
ど
う
す
る
で
し
ょ

う
か
。
説
明
が
不
十
分
で
し
た
、
誤
解

を
与
え
て
し
ま
い
ま
し
た
、
で
は
済
ま

さ
れ
な
い
重
大
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
伝
統
文
化
財
で
あ
る
日
本
刀

を
溶
鉱
炉
行
き
に
し
か
ね
な
か
っ
た
心

な
い
警
察
官
に
憤
り
を
覚
え
、
Ａ
さ
ん

と
八
十
七
歳
の
お
母
さ
ん
に
ぜ
ひ
と
も

謝
罪
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
ま
す
。

 

（
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
❾

〈
第
二
号
議
案
〉　

平
成
二
十
九
年
度
事

業
計
画
案

〈
第
三
号
議
案
〉　

平
成
二
十
九
年
度
収

支
予
算
案

〈
第
四
号
議
案
〉　

役
員
報
酬
の
件

〈
第
五
号
議
案
〉　

経
費
の
賦
課
お
よ
び

徴
収
に
関
す
る
件

〈
第
六
号
議
案
〉　

平
成
二
十
九
年
度
借

入
金
残
高
の
最
高
限
度
に
関
す
る
件

〈
第
七
号
議
案
〉　

一
組
合
員
に
対
す
る

貸
付
け
、
ま
た
は
一
組
合
員
の
為
に

す
る
債
務
保
証
の
最
高
限
度
に
関
す

る
件

〈
第
八
号
議
案
〉　

役
員
改
選

〈
第
九
号
議
案
〉　

そ
の
他

　

第
九
号
議
案
ま
で
す
べ
て
可
決
さ
れ
、

議
事
は
滞
り
な
く
終
了
し
た
た
め
、
第

八
号
議
案
の
役
員
改
選
の
審
議
は
、
議

長
の
指
名
に
よ
り
清
水
専
務
理
事
が
交

代
し
て
議
長
に
就
き
ま
し
た
。

　

選
挙
管
理
委
員
長
に
町
田
久
雄
氏
が

就
き
、
選
挙
管
理
委
員
・
立
会
人
・
開

票
委
員
等
が
選
任
さ
れ
、
議
場
に
お
い

て
委
任
状
を
開
封
後
、
引
き
続
き
別
室

に
設
け
ら
れ
た
投
票
所
で
記
名
投
票
に

入
り
ま
し
た
。
す
べ
て

の
組
合
員
の
投
票
が
終

え
る
と
、
即
時
開
票
が

厳
正
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
飯
田
慶
久
・
伊
波
賢
一

・
大
平
岳
子
・
木
村
義
治
・
佐
藤
均
・

猿
田
慎
男
・
嶋
田
伸
夫
・
清
水
儀
孝
・

生
野
正
・
瀬
下
明
・
綱
取
譲
一
・
土
肥

豊
久
・
服
部
暁
治
・
松
本
義
行
・
冥
賀

吉
也
・
持
田
具
宏
・
吉
井
唯
夫
の
各
氏

が
選
ば
れ
、
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
理
事
に
選
任
さ
れ
た
方
々
は
別
室

に
移
り
、
理
事
長
選
任
の
た
め
に
互
選

の
手
続
き
に
入
り
、
定
款
に
基
づ
き
選

挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

投
票
の
結
果
、
清
水
理
事
が
理
事
長

に
決
ま
り
、
総
会
出
席
者
に
報
告
さ
れ

第
八
号
議
案
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

選
任
さ
れ
た
清
水
新
理
事
長
か
ら
は
、

組
合
員
の
皆
さ
ま
の
お
力
を
お
借
り
し
、

組
合
の
一
層
の
発
展
に
尽
力
し
て
ゆ
く

と
の
決
意
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

以
上
を
も
っ
て
議
事
は
滞
り
な
く
終

了
し
、
最
後
に
冥
賀
吉
也
前
副
理
事
長

か
ら
閉
会
の
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
だ
厳
し
い
経
済
情
勢
の
中
、
本
総

会
の
議
題
に
上
る
数
字
な
ど
に
真
剣
に

聞
き
入
る
組
合
員
の
方
々
が
印
象
的
で

し
た
。
今
年
は
組
合
創
立
三
十
周
年
の

節
目
に
当
た
り
、
さ
ら
な
る
飛
躍
が
期

さ
れ
る
意
義
あ
る
第
三
十
回
通
常
総
会

で
し
た
。 
（
嶋
田
伸
夫
）

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
は
五
月
十

七
日
㈬
、
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
、

第
三
十
回
通
常
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

全
国
各
地
か
ら
多
く
の
組
合
員
が
参

集
さ
れ
、
定
刻
の
午
前
十
時
、
司
会
者
の

松
本
義
行
理
事
よ
り
総
会
出
席
状
況
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
組
合
員
総
数
百

七
十
八
名
中
、
出
席
者
六
十
五
名
、
委

任
状
提
出
者
七
十
四
名
、
合
計
百
三
十

九
名
と
過
半
数
に
達
し
た
た
め
、
総
会

は
成
立
す
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

猿
田
慎
男
副
理
事
長
の
開
会
の
辞
に

始
ま
り
、
次
い
で
深
海
信
彦
理
事
長
か

ら
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
議
長
に
選
任
さ
れ
た
深
海
理

事
長
の
進
行
で
、
直
ち
に
第
一
号
議
案

か
ら
各
議
案
の
審
議
に
入
り
ま
し
た
。

　

今
年
は
第
八
号
議
案
に
役
員
の
改
選

が
あ
り
、
記
名
投
票
の
選
挙
が
行
わ
れ

こ
と
に
よ
る
時
間
の
関
係
上
、
第
八
号

議
案
に
先
立
ち
、
第
九
号
議
案
ま
で
の

審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

〈
第
一
号
議
案
〉　

平
成
二
十
八
年
度
事

業
報
告
承
認
、な
ら
び
に
平
成
二
十
八

年
度
会
計
報
告
承
認
、
同
監
査
報
告

第
30
回
通
常
総
会
開
く

　
新
理
事
長
に
清
水
儀
孝
氏
を
選
出

第30回組合通常総会の会場風景

新役員一覧

理事長 清水　儀孝 理 事 猿田　慎男

副理事長 伊波　賢一 理 事 生野　 正

副理事長 土肥　豊久 理 事 瀬下　 明

副理事長 服部　暁治 理 事 松本　義行

専務理事 嶋田  伸夫 理 事 冥賀　吉也

常務理事 佐藤　 均 理 事 持田　具宏

常務理事 綱取　譲一 理 事 吉井　唯夫

理 事 飯田　慶久 監 事 赤荻　 稔

理 事 大平　岳子 監 事 大西　康一

理 事 木村　義治

◉
刀
剣
伝
承
館 

天
田
昭
次
記
念
館

炎
と
語
り
、鉄
に
聴
く…

製
精
錬一貫
の
仕
事
を
し
の
ぶ

10

　
「
刀
剣
伝
承
館 

天
田
昭
次
記
念
館
」

は
、
新
潟
の
奥
座
敷
・
月
岡
温
泉
の
旅

館
街
か
ら
ほ
ど
近
く
、
広
大
な
丘
陵
地

に
広
が
る
月
岡
カ
リ
オ
ン
パ
ー
ク
内
に

あ
る
。
カ
リ
オ
ン
と
は
鐘
の
メ
ロ
デ
ィ

ー
演
奏
装
置
の
こ
と
で
、
そ
の
タ
ワ
ー

が
広
場
の
正
面
に
建
っ
て
い
る
。

　

当
館
は
平
成
三
年
に
「
カ
リ
オ
ン
文

化
館（
刀
剣
伝
承
館
）」
と
し
て
オ
ー
プ

ン
。
当
時
は
北
蒲
原
郡
豊
浦
町
の
第
三

セ
ク
タ
ー
に
よ
る
運
営
で
あ
っ
た
が
、

合
併
に
よ
り
新
発
田
市
に
移
管
さ
れ
た
。

　

天
田
昭
次
師
は
今
か
ら
四
年
前
の
平

成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
に
亡
く
な

ら
れ
た
。
そ
の
後
、
館
の
内
容
に
検
討

が
行
わ
れ
、
昨
年
十
月
に
前
記
に
改
称

と
な
り
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
開
館
し
た
。

　

一
階
展
示
室
に
は
昭
次
師
の
作
品
を

は
じ
め
、
父
の
貞
吉
ほ
か
一
門
の
刀
剣

類
・
資
料
が
並
ぶ
。
製
精
錬
一
貫
の
作

刀
を
信
条
と
し
た
師
だ
が
、
自
家
製
鉄

の
施
設
も
再
現
さ
れ
て
い
る
。

　

二
階
は
工
房
の
豊
月
山
鍛
刀
所
と
思

索
の
場
で
あ
っ
た
生
活
空
間
を
再
現
、

ま
た
千
葉
工
業
大
学
元
教
授
寺
島
慶
一

氏
ら
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
和
鉄
や
刀
剣
関

係
の
図
書
も
展
示
し
、
来
館
者
の
関
心

に
応
え
て
い
る
。

　

今
年
一
月
、
久
方
ぶ
り
に
当
地

を
訪
れ
た
。
書
籍
の
編
纂
に
使
用

し
た
天
田
師
や
師
匠
の
栗
原
彦
三

郎
ら
に
関
す
る
資
料
を
新
発
田
市

に
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
の

で
、
そ
の
整
理
を
兼
ね
て
の
訪
問

で
あ
る
。

　

今
後
の
当
館
に
は
、
展
示
と
併

せ
、
刀
剣
な
ど
に
関
す
る
情
報
の

蓄
積
と
活
用
も
期
待
さ
れ
る
。

　

月
岡
は
温
泉
の
ほ
か
、
近
隣
に

優
れ
た
ゴ
ル
フ
場
も
い
く
つ
か
あ

る
。
一
度
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い

も
の
で
あ
る
。 

（
土
子
民
夫
）

■
刀
剣
伝
承
館 

天
田
昭
次
記
念
館

＝
〒
９
５
９-

２
３
３
８ 

新
潟
県
新

発
田
市
月
岡
温
泉
八
二
七　

☎
〇

二
五
四-

三
二-

一
一
二
一　

水
曜

休
館

天田昭次記念館の１階展示室
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い
さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
話
題
で
は

あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
業
界
に
は
常
に
新

し
く
起
こ
り
得
る
話
で
あ
る
の
で
こ
こ

に
取
り
上
げ
、
本
紙
の
読
者
と
と
も
に

考
え
て
み
よ
う
。

　

昨
年
十
二
月
、
テ
レ
ビ
東
京
系
の

「
開
運
！ 

な
ん
で
も
鑑
定
団
」
に
持
ち

込
ま
れ
た
茶
碗
が
、
国
宝
級
の
、
中
国

南
宋
時
代
（
十
二
〜
十
三
世
紀
・
平
安

時
代
）
の
「
曜
変
天
目
茶
碗
」
で
あ
る

と
番
組
中
で
鑑
定
さ
れ
た
こ
と
に
疑
問

の
声
が
上
が
り
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
な
ど

で
大
き
く
報
道
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
さ

れ
て
い
る
人
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
番
組
を
見
て
お
ら
ず
、
ま
た
古

陶
磁
器
に
関
し
て
は
全
く
の
門
外
漢
で

は
あ
る
が
、
騒●

●動
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
が

指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
く
分
け
て

二
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

一
つ
は
価
格
の
問
題
で
、
鑑
定
団
が

国
宝
級
の
名
品
と
称
え
、
二
千
五
百
万

円
の
値
段
を
付
け
た
こ
と
を
疑
問
視
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
示

さ
れ
た
の
が
、
昨
年
九
月
の
米
国
で
の

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
曜
変
天
目
茶
碗
に
次

ぐ
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
る
油
滴
天
目
茶

碗
が
約
十
二
億
円
で
落
札
さ
れ
た
事
実

が
あ
り
、
し
か
も
曜
変
は
油
滴
の
二
倍

の
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、

国
宝
級
の
名
品
が
二
千
五
百
万
円
で
あ

る
訳
が
な
い
と
い
う
論
調
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
価
格
に
関
す
る
マ
ス
コ

ミ
の
言
い
分
は
、
た
と
え
一
般
素
人
の

目
線
に
立
っ
た
主
張
と
は
い
え
、
物
の

価
値
と
価
格
の
成
立
の
原
理
を
理
解
し

な
い
浅
い
見
方
と
言
え
よ
う
。
何
と
な

れ
ば
国
宝
級●

の
名
品
だ
と
し
て
も
、
国

宝
に
指
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
古
陶
磁

器
で
あ
っ
て
も
刀
剣
で
あ
っ
て
も
、
何

の
お
墨
付
き
の
な
い
美
術
品
に
二
千
五

百
万
円
の
値
段
を
付
け
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
モ
ノ
の
価
値
を
最
大
限
に
評

価
し
た
証
で
あ
り
、「
国
宝
な
ら
何
億

も
す
る
」
と
い
う
話
と
は
全
く
別
の
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
し
て
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
と
事

情
が
交
錯
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
の
落

札
価
格
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
る

の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
ご
ろ
、
上
杉
謙
信
の
居
城
春
日
山

城
を
擁
す
る
新
潟
県
上
越
市
が
、
謙
信

ゆ
か
り
の
名
刀
で
国
宝
に
指
定
さ
れ
て

い
る
「
山
鳥
毛
」
と
号
す
る
太
刀
の
購

入
を
決
め
た
と
発
表
し
、
市
民
か
ら
寄

付
を
募
っ
て
い
る
。
こ
の
太
刀
は
無
銘

な
が
ら
二
尺
六
寸
二
分
で
身
幅
広
く
、

刃
文
は
華
や
か
で
、
上
杉
景
勝
が
作
ら

せ
た
当
時
の
拵
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
た
備

前
一
文
字
派
の
傑
作
で
あ
る
。
筆
者
も

旧
所
有
者
か
ら
手
に
取
っ
て
拝
観
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
、
し
ば
し
感
嘆
を
禁
じ

得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
太
刀
は
、
上
越
市
が
三
億
二
千

万
円
で
本
年
度
中
に
購
入
す
る
方
針
で

あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
、

こ
の
太
刀
と
同
水
準
で
あ
る
の
に
何
の

指
定
も
な
い
刀
が
鑑
定
に
出
さ
れ
た
ら
、

鑑
定
団
は
い
く
ら
の
値
段
を
付
け
る
で

あ
ろ
う
か
。
重
要
文
化
財
か
国
宝
級
の

名
刀
で
あ
る
こ
と
は
衆
議
一
致
す
る
で

あ
ろ
う
が
、
付
け
ら
れ
る
値
段
は
決
し

て
国
宝
と
同
等
で
は
な
い
こ
と
は
先
に

挙
げ
た
曜
変
天
目
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
指
定
の
普
遍
の
価

値
を
有
す
る
モ
ノ
と
、
指
定
品
と
同
等

の
価
値
を
有
す
る
無
指
定
の
モ
ノ
と
の

価
格
を
同
じ
土
俵
で
論
じ
る
こ
と
の
無

意
味
さ
を
、
報
道
各
社
は
理
解
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
番
組
に
対
す
る
二
つ
目
の
指
摘

は
、
美
術
品
の
鑑
定
に
際
し
て
の
資
格

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

鑑
定
に
は
国
家
資
格
が
あ
る
わ
け
で

な
い
。
経
験
を
積
ん
だ
美
術
商
、
研
究

者
団
体
が
検
分
し
、
私
的
に
鑑
定
書
を

発
行
し
た
り
、
作
者
本
人
ま
た
は
「
数

寄
者
」
と
言
わ
れ
る
歴
代
の
所
持
者
が

収
め
て
い
る
箱
に
「
箱
書
き
」
を
施
し

た
り
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
鑑
定

と
い
っ
て
も
人
に
よ
っ
て
評
価
が
違
う

こ
と
も
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。

　

過
去
に
お
い
て
も
、
尾
形
乾
山
作
と

さ
れ
る
作
品
が
栃
木
県
佐
野
市
で
発
見

さ
れ
、
そ
の
真
贋
論
争
は
国
会
で
も
議

論
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、

鎌
倉
時
代
の
古
瀬
戸
の
傑
作
と
し
て
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
壺
が
後

に
当
世
の
陶
芸
家
の
作
と
判
明
し
、
指

定
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
も
報
じ
、
価

値
を
見
極
め
る
た
め
に
研
究
と
議
論
を

重
ね
る
慎
重
さ
が
重
要
で
あ
る
と
結
ん

で
い
る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ス
コ
ミ
各

社
は
①
評
価
額
の
根
拠
と
妥
当
性
、
②

鑑
定
す
る
側
の
資
格
と
力
量
、
に
つ
い

て
大
い
な
る
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、

そ
も
そ
も「
な
ん
で
も
鑑
定
団
」は
、美

術
品
の
評
価
鑑
定
と
い
う
高
度
か
つ
難

解
な
問
題
を
軽
妙
な
笑
い
へ
と
変
え
て

視
聴
者
を
楽
し
ま
せ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

の
長
寿
番
組
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
リ
ア
ス
と
ユ
ー
モ
ア
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

た
ま
ら
な
い
娯
楽
で
あ
り
、
こ
こ
で
の

評
価
の
信
憑
性
や
出
演
者
の
資
格
な
ど
、

視
聴
者
も
番
組
制
作
者
側
も
あ
ま
り
気

に
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
証
拠
に
、
現
職
の
陶
芸
家
が
放

送
倫
理
・
番
組
向
上
機
構
に
内
容
の
検

証
を
求
め
た
が
、
茶
碗
が
本
物
か
ど
う

か
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し

て
審
議
対
象
に
し
な
い
こ
と
を
決
め
た
。

さ
ら
に
、
陶
磁
史
専
門
の
大
学
教
授
が

「
鑑
定
の
根
拠
を
示
さ
な
い
の
は
公
共

の
電
波
を
使
う
放
送
局
と
し
て
無
責
任
」

と
指
摘
し
た
の
に
対
し
、「
鑑
定
結
果

は
番
組
独
自
の
見
解
」
と
し
て
取
り
合

わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
テ

レ
ビ
の
番
組
上
で
は
①
評
価
の
妥
当
性

②
鑑
定
資
格
は
不
問
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
実
際
の
売
買

の
場
で
は
、「
評
価
の
妥
当
性
」
は
す

ぐ
さ
ま
わ
が
身
の
信
用
に
降
り
か
か
る
。

そ
し
て
そ
の
モ
ノ
が
持
つ
価
値
を
正
確

に
査
定
評
価
す
る
能
力
こ
そ
が
日
々
の

営
業
の
利
害
に
直
接
関
わ
る
こ
と
に
な

る
故
に
、
業
者
は
交
換
会
の
場
な
ど
で

常
に
相
場
観
と
鑑
定
眼
を
養
い
、
責

任
あ
る
値
段
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
口
か
ら
出
た
言
葉
が

金
銭
と
直
結
す
る
と
い
う
厳
し
い
現
実

に
日
々
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
鑑
定
資
格
」
に
つ
い
て
は
、
業
界

に
は
何
の
資
格
も
持
た
な
い
人
が
大
半

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
資
格

に
も
勝
る
長
い
経
験
と
勘
、
何
代
に
も

わ
た
っ
て
営
業
を
続
け
て
き
た
暖の

簾れ
ん

と

信
用
、
そ
し
て
何
よ
り
も
本
人
の
人
間

力
と
経
済
力
が
も
の
を
言
う
業
界
で
、

今
さ
ら
何
の
資
格
が
必
要
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
事

実
、
何
の
資
格
が
な
く
て
も
不
便
を
感

じ
て
い
な
い
の
が
刀
剣
も
含
む
美
術
業

界
の
現
状
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
み
じ
く
も
マ
ス
コ
ミ
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
高
価
な
美
術
品
を

査
定
す
る
人
に
資
格
が
必
要
な
い
と
い

う
の
は
、
現
代
社
会
が
資
格
社
会
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
言
外
の

ニ
ュ
ン
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

近
い
将
来
に
は
、
生
前
に
美
術
品
を

処
分
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
が
長
年

の
信
用
と
経
験
を
有
す
る
業
者
と
、
経

験
も
知
識
も
浅
い
、
遺
産
整
理
士
・

生
前
財
産
査
定
士
・
遺
産
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
・
古
美
術
査
定
士
（
い
ず
れ
も
仮

称
）
と
の
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
わ
か

ら
な
い
。
何
十
年
も
刀
剣
や
古
美
術
を

扱
っ
て
信
用
が
あ
る
と
自
負
し
て
い
る

業
者
が
、
最
近
設
立
さ
れ
た
遺
品
整
理

普
及
協
会
（
仮
称
）
等
を
名
乗
る
団
体

の
有
資
格
者
に
劣
る
扱
い
を
受
け
る
日

が
来
よ
う
と
は
、
今
は
誰
も
想
像
だ
に

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
な
ん
で
も
鑑
定
団
」
の
よ
う
な
テ

レ
ビ
の
人
気
番
組
や
報
道
各
社
の
記
事

か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
な
が
ら
、
わ
れ

わ
れ
の
業
界
も
発
展
の
糸
口
を
見
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

長
い
道
の
り
を
経
て
、
刀
剣
商
組
合
の

存
在
が
今
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

風
向
計
深 
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新
刀
剣
博
物
館
の
建
設
進
む

　

鳥
取
県
倉
吉
市
が
制
作
し
、
地
元
の

刀
剣
の
歴
史
を
紹
介
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
「
日
本
刀
の
ふ
る
さ
と　

伯
耆
国
く

ら
よ
し
」
が
好
評
を
呼
ん
で
い
る
。

　

ゲ
ー
ム
を
き
っ
か
け
に
全
国
で
女
性

の
日
本
刀
フ
ァ
ン
が
増
え
て
い
る
こ

と
を
受
け
て
ま
と
め
た
。
伯
耆
国
大
原

（
現
在
の
倉
吉
市
大
原
周
辺
）出
身
の
刀

工
・
伯
耆
安
綱
の

作
で
、
国
宝
の
名

物
童
子
切
安
綱
の

太
刀
や
、
か
つ
て

当
地
で
も
盛
ん
に

操
業
さ
れ
て
い
た

「
た
た
ら
製
鉄
」の

歴
史
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

　

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
名
刀
に
ゆ
か
り

の
あ
る
「
日
本
刀
発
祥
の
地
」
と
し
て

Ｐ
Ｒ
に
活
用
す
る
と
い
い
、
市
内
観
光

案
内
所
な
ど
で
無
料
配
布
し
て
い
る
。

　

Ａ
四
判
三
折
り
で
計
六
ペ
ー
ジ
。
問

い
合
わ
せ
は
市
観
光
交
流
課
（
☎
〇
八

五
八-

二
二-

八
一
五
八
）
ま
で
。

倉
吉
市
が「
日
本
刀
の
ふ
る
さ
と
」を
制
作

　

刀
剣
博
物
館
の
建
設
が
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
通
り
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

建
物
工
事
は
七
月
末
ま
で
に
完
了
、

八
月
に
検
収
を
済
ま
せ
、
九
月
に
引
き

渡
し
を
受
け
移
転
、
十
月
二
日
か
ら
保

存
刀
装
具
審
査
受
付
開
始
で
、
事
務
の

ス
タ
ー
ト
を
迎
え
ま
す
。

　

博
物
館
に
つ
い
て
は
、
建
物
の
引
き

渡
し
を
受
け
て
か
ら
、
最
新
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
に
向
け
た
設
備
構
築
を
行
い
ま

す
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
採
用
し
、
温
湿
度

管
理
に
優
れ
た
機
密
性
の
高
い
展
示
ケ

ー
ス
を
設
置
。
室
内
環
境
デ
ー
タ
を
採

取
し
て
化
学
物
質
等
が
問
題
な
い
こ
と

を
確
認
し
ま
す
。
そ
し
て
博
物
館
と
し

て
の
厳
し
い
基
準
検
査
を
経
て
、
一

月
十
九
日
か
ら
初
展

示
と
な
る
「
新
作
名

刀
・
研
磨
コ
ン
ク
ー

ル
展
」
の
一
般
公
開

を
迎
え
ま
す
。

　
「
関
係
者
の
皆
さ

ん
の
協
力
で
き
わ
め

て
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
オ

ー
プ
ン
を
刀
剣
界
発

展
の
一
助
に
す
る
こ

と
が
公
益
財
団
法
人

日
本
美
術
刀
剣
保
存

協
会
の
最
大
の
目
標

で
す
」
と
取
材
に
応

じ
て
い
た
だ
い
た
柴

原
勤
専
務
理
事
は
語

っ
て
い
ま
し
た
。

 

（
松
本
義
行
）

上空から見た建設中の新刀剣博物館（5月20日撮影、日刀保提供）
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文
化
芸
術
基
本
法
が
成
立
、次
は
文
化
省
の
創
設
を

 

全
美
連
な
ど
17
団
体
で
構
成
す
る
文
化
芸
術
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
提
唱

〜
文
化
芸
術
立
国
」
の
記
念
祝
賀
会
が

開
催
さ
れ
た
。

　

文
化
芸
術
振
興
議
員
連
盟
（
河
村
建

夫
会
長
）
は
、
文
化
政
策
の
抜
本
的
な

改
革
を
目
指
し
つ
つ
、
文
化
芸
術
の
振

興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
超
党
派

の
議
員
連
盟
。

　

一
方
の
文
化
芸
術
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
野
村
萬
議
長
）は
、
平
成
十
四
年
に
前

年
の
文
化
芸
術
振
興
基
本
法
成
立
を
支

援
し
た
芸
術
諸
団
体
が
集
い
、
文
化
芸

術
振
興
基
本
法
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し

て
発
足
、
翌
年
に
現
行
の
「
文
化
芸
術

推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
改
称
し
た
。
現

在
は
十
七
の
団
体
で
構
成
さ
れ
る
。
文

化
芸
術
が
社
会
に
お
い
て
果
た
し
得
る

役
割
を
十
二
分
に
発
揮
し
て
い
く
こ
と

を
目
指
し
、
同
法
の
理
念
の
浸
透
、
啓

発
、
政
策
提
言
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て

い
る
。

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
が
加
盟
す

る
一
般
社
団
法
人
全
国
美
術
商
連
合
会

（
淺
木
正
勝
会
長
、
全
美
連
）
も
構
成

十
七
団
体
の
一
つ
で
あ
る
。

　

連
携
す
る
両
機
関
は
今
後
、「
五
輪

の
年
に
は
文
化
省
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

文
化
庁
か
ら
文
化
省
の
創
設
に
向
け
た

活
動
を
加
速
す
る
。
わ
れ
わ
れ
全
国
刀

剣
商
業
協
同
組
合
も
微
力
で
は
あ
る
が
、

全
美
連
を
通
じ
て
役
割
を
果
た
し
て
い

き
た
い
。

　

祝
賀
会
場
の
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

「
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
ホ
ー
ル
」
は
五
百
名
近

い
参
加
者
で
賑
わ
っ
た
が
、
宮
田
亮
平

文
化
庁
長
官
の
中
締
め
の
挨
拶
で
散
会

と
な
っ
た
。

　

祝
賀
会
に
先
立
っ
て
文
化
芸
術
推
進

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
都
内
で
記
者
会
見
し
、

文
化
芸
術
の
振
興
や
技
能
継
承
を
国
が

支
援
す
る
文
化
芸
術
基
本
法
の
早
期
制

定
や
、「
文
化
省
の
創
設
」
を
訴
え
た
。

　

フ
ォ
ー
ラ
ム
議
長
で
人
間
国
宝
の
狂

言
師
・
野
村
萬
さ
ん
は
「
文
化
芸
術
は

多
く
の
人
が
力
強
く
生
き
て
い
く
た
め

の
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
だ
」
と
基
本
法

の
意
義
を
強
調
。

文
化
関
連
省
庁
の

一
元
化
を
目
指
し
、

関
連
す
る
政
策
を

一
元
的
に
担
う

「
文
化
省
」
創
設

を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

　

文
化
芸
術
基
本

法
は
、
現
行
の
文

化
芸
術
振
興
基
本

法
を
改
正
・
改
称

し
、
国
に
支
援
の

基
本
計
画
作
成
を

義
務
づ
け
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

同
法
は
六
月
十
六

日
、
参
議
院
本
会

議
に
お
い
て
全
会

一
致
で
可
決
成
立

し
た
。

 

（
清
水
儀
孝
）

　

六
月
十
三
日
、
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ

ル
に
て
「
文
化
芸
術
振
興
議
員
連
盟
四

十
年
・
文
化
芸
術
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
創

立
十
五
年
・
文
化
芸
術
基
本
法
の
制
定

情報交換会に臨んだ皆さん
儀
孝
氏
に
代
わ
り
、
新
執
行
部
が
発
足

し
た
の
を
受
け
て
、
挨
拶
を
兼
ね
、
公

益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

（
酒
井
忠
久
会
長
）幹
部
と
の
情
報
交
換

会
を
六
月
十
九
日
、
都
内
の
某
店
で
開

催
し
ま
し
た
。

　

和
や
か
か
つ
建
設
的
な
話
で
盛
り
上

が
っ
た
会
合
を
振
り
返
り
、
飯
田
元
理

事
長
は
「
組
合
新
聞
『
刀
剣
界
』
な
ど

の
実
績
が
同
協
会
か
ら
の
信
頼
に
つ
な

が
り
、
現
在
の
良
好
な
関
係
に
至
っ
た

の
で
す
」
と
感
慨
深
げ
に
語
っ
て
い
ま

し
た
。

　

刀
剣
業
界
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
、
日
刀
保
に
お
い
て
は
今
年
十
月
の

両
国
移
転
と
来
年
一
月
の
刀
剣
博
物
館

開
館
が
あ
り
、
そ
し
て
当
組
合
に
お
い

て
は
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
認
定
制
度

を
開
始
し
ま
す
。

　

今
後
と
も
相
互
に
理
解
を
深
め
、
日

本
刀
の
振
興
を
と
も
に
目
指
す
協
力
体

制
を
築
く
べ
く
新
執
行
部
で
も
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。 

（
松
本
義
行
）

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
で
は
、
去

る
五
月
十
七
日
の
第
三
十
回
総
会
に
お

い
て
理
事
長
が
深
海
信
彦
氏
か
ら
清
水

日
刀
保
と
の
情
報
交
換
会
開
く

　

出
品
総
数
は
七
十
八
点
、
無
鑑
査
を

除
く
出
品
数
は
六
十
六
点
（
作
刀
の
部

三
十
八
点
、
刀
身
彫
の
部
三
点
、
彫
金

の
部
二
十
五
点
）
で
し
た
。

　

経
過
報
告
に
続
い
て
酒
井
会
長
よ
り

主
催
者
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の
後
、
受
賞

者
に
対
し
て
賞
状
・
賞
金
・
副
賞
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
。
講
評
は
作
刀
の
部
・

上
林
恒
平
氏
、
刀
身
彫
・
彫
金
の
部
・

橋
本
晴
雄
氏
か
ら
あ
り
、
受
賞
者
を
代

表
し
て
高
松
宮
賞
受
賞
の
久
保
善
博
氏

に
よ
る
答
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

新
作
名
刀
展
は
六
月
十
四
日
㈬
か
ら

七
月
六
日
㈭
山
形
県
の
致
道
博
物
館
で
、

八
月
四
日
㈮
〜
同
月
二
十
七
日
㈰
岡
山

県
の
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
で
、
九
月

九
日
㈯
〜
同
月
二
十
四
日
㈰
埼
玉
県
の

川
越
市
立
博
物
館
で
巡
回
展
示
が
行
わ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
新
刀
剣
博
物
館
で
は
来
年
一

月
に
「
開
館
特
別
記
念
新
作
名
刀
展
及

び
刀
剣
研
磨
・
外
装
技
術
発
表
会
入
賞

作
品
展
」
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　

入
賞
者
は
以
下
の
通
り
。

（
作
刀
の
部
）

〈
高
松
宮
記
念
賞
〉
久
保
善
博

〈
薫
山
賞
〉
森
國
清
廣

〈
寒
山
賞
〉
高
見
國
一

〈
協
会
会
長
賞
〉
小
宮
國
天

〈
優
秀
賞
〉
木
村
兼
光
・
金
田
國
真
・

高
田
義
景
・
小
宮
陸
郎
國
天
・（
短

刀
）
安
藤
広
康
・
新
保
基
平

〈
努
力
賞
〉
新
保
基
平
・
加
藤
慎
平
・

羽
岡
慎
仁
・
松
川
清
直
・
高
橋
恒

厳
・
北
川
正
忠
・
山
下
浩
・
宮
下
正

吉
・（
短
刀
）高
羽
弘
宗
・
上
畠
宗
泰

（
刀
身
彫
の
部
）

〈
優
秀
賞
〉
片
山
重
恒
・
柏
木
重
光

〈
努
力
賞
〉
入
江
万
里

（
彫
金
の
部
）

〈
優
秀
賞
〉
川
島
義
之
・
柳
川
清
次
・

長
内
勝
義

〈
努
力
賞
〉
伊
藤
恒
颯
・
山
下
秀
文
・

福
與
裕
毅
・
武
田
守
夫
・
大
川
雅

見
・
高
橋
正
樹 

（
生
野
正
）

　
「
新
作
名
刀
展
」
の
表
彰
式
が
四
月

二
十
八
日
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
（
酒
井
忠
久
会
長
）
の

四
階
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

新
作
名
刀
展
表
彰
式
を
開
催

新作名刀展の表彰式（日刀保提供）

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

古
銭·

切
手·

刀
剣
　売
買
　評
価
鑑
定

㈱
城
南
堂
古
美
術
店

〒
１
５
３
–
０
０
５
１

東
京
都
目
黒
区
上
目
黒
四
–
三
一
–
一
○

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
三
–
三
七
一
○
–
六
七
七
六

　
　
　
　
○
九
○
–
三
二
○
八
–
九
六
一
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
○
三
–
三
七
一
○
–
六
七
七
七

代
表田
中 

勝
憲

500名近い賛同者で賑わった祝賀会

『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）
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『産經新聞』平成29年6月29日（９ページに関連記事）

［問１］　登録後の刀剣類を研究もしくは修理のため、
または公衆の観覧に供するため貸付または保管の委
託をした場合に限り、所有者変更届をしなくても良
い。○か×か。

［問２］　銃砲または刀剣類を自宅において発見した際
は、速やかに所轄の警察署に連絡し、発見したこと
を報告するが、その際に自宅内の安全な場所に移動
させてから電話することが重要である。○か×か。

［問３］　刀の実際の長さと登録証に記載されている長
さが異なる場合、届け出る必要があるが、届け出る
のはどこか。次の中から正しいものを選びなさい。
①教育委員会　　②最寄りの警察署

［問４］　火縄銃を輸出する場合の手続きで正しい記述は
どちらかですか。
①文化庁の古美術品輸出監査証明を取得しなけれ
ばならない
②文化庁の古美術品輸出監査証明と経済産業省の
輸出許可を取得しなければならない

［問５］　買い受けもしくは交換するため、または売却
もしくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者か
ら古物を受け取ることができる場所はどちらですか。
①古物商の営業所または取引の相手方の住所もし
くは居所
②古物商の営業所または取引の相手方が指定した
場所

［問６］　売買もしくは交換のため、または売買もしく
は交換の委託により、古物を受け取り、または引き
渡したときは、その都度、帳簿等に内容の記載をし、
または電磁的方法により記録をしておかなければな
らない事柄は何ですか。
①相手方の住所、氏名、職業および年齢
②相手方の住所、氏名、職業および電話番号

［問７］　古物営業法において、防犯三大義務と呼ばれ
るのは、「取引相手の確認義務」「不正品申告義務」と、
あと一つは次のいずれか。
①帳簿等への記録義務　　②コンピュータへの記
録義務

［問８］　「品触れ」を受け取ったときは、その「品触れ」
に到達日付を記載し、どれだけの期間保存しなけれ
ばいけないか。次の中から正しいものを選びなさい。
①１年間　　②６カ月間

［問９］　絶滅危惧種とされる生き物を保護する条約
（ワシントン条約）の対象生物の毛皮・象牙・鮫皮
等の一部を使用していても、江戸時代の骨董品であ
れば、条約違反とならずに輸出は可能である。○か
×か。

［問10］　古物商は訪問購入する際、買取価格等の必要
事項を記載した書面を交付する義務がある。また訪
問購入に係る売り主（消費者）にはクーリングオフ
できる制度がある。書面が交付された日から何日以
内であればクーリングオフできるか、正しいものを
次の中から選びなさい。
①８日　　②５日

［問11］　刀の長さはどこを計測したものか。次の中か
ら正しいものを選びなさい。
①棟区から切先まで　　②茎（中心）の先端から
切先まで

［問12］　刀の切れ味を切り手の名前とともに茎（中心）
に入れた銘を意味する言葉として、適切なものは何
か。次の中から選びなさい。
①截

せつ

断
だん

銘　　②切り付け銘
［問13］　次の［　］の中から誤りを１つ選びなさい。
８代将軍徳川吉宗から一葉葵紋を賜った刀工には
［①一平安代、②主水正正清、③越前康継、④筑前
信国重包］がいる。

［問14］　片落ち互の目を得意とした刀工は誰ですか。
次の中から正しいものを選びなさい。
①光忠　　②景光

［問15］　一般的に関物の帽子の特徴としているのは、
次のどれか。次の中から正しいものを選びなさい。
①三作帽子　　②地蔵帽子

［問16］　江戸新刀の大家長曽祢虎徹の前身は何であっ
たと伝えているか。次の中から正しいものを選びな
さい。
①甲冑師　　②鉄砲鍛冶

［問17］　次の［　］の中から正しいものを選びなさい。
後藤本家は初代祐乗に始まり、17代［①光晃、②光
則］まで続く金工界の名門である。

［問18］　古式銃とは「美術品もしくは骨董品として価
値のある火縄式銃砲の古式銃砲」で、おおむね何年
までわが国に存在したものと定義されているか。次
の中から正しいものを選びなさい。
①慶応３年（1867）　　②明治45年（1912）

［問19］　刀匠になるためには、一人の刀匠について（　
　）修業する必要がある。さらに文化庁が主催する
美術刀剣刀匠技術保存研修会を修了しなければなら
ない。空欄に当てはまる正しい語句を下から選びな
さい。
①５年間　　②７年間

［問20］　折紙には「代金子百枚」などと記されている
が、１枚は何両か。次の中から正しいものを選びな
さい。
①100両　　②10両

　当組合が今年度に開始する「刀剣評価鑑定士」
認定制度について、さまざまな質問が寄せられて
います。特に目立つのは、試験問題に関する事柄
です。そこで、認定事業委員会が現在検討しつつ
ある問題例の中から20問を取り上げてみました
（正解は下段欄外）。

「刀剣評価鑑定士」試験問題例

隕
石
で
で
き
た「
流
星
刀｣ 

北
海
道･

小
樽
の
龍
宮
神
社
に
奉
納

　
作
ら
せ
た
榎
本
武
揚
の
ひ
孫
が
寄
贈

　

明
治
期
の
政
治
家
で
草
創
期
の
小
樽

の
発
展
に
寄
与
し
た
榎
本
武
揚
が
建
立

し
た
龍り

ゅ
う

宮ぐ
う

神
社（
稲
穂
三
）
に
六
月
二

十
日
、
武
揚
が
隕い

ん

石せ
き

か
ら
作
ら
せ
た
刀

剣
「
流
星
刀
」
が
奉
納
さ
れ
た
。
代
々

榎
本
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
、
武

揚
の
ひ
孫
の
榎
本
隆
充
さ
ん
82
が
同
神

社
に
寄
贈
し
た
。
小
樽
の
関
係
者
は
、

ゆ
か
り
の
地
で
保
管
で
き
る
こ
と
を
歓

迎
し
て
い
る
。

　
「
流
星
刀
」
は
、
富
山
県
で
見
つ
か
っ

た
隕
石
「
白
萩
隕い

ん

鉄て
つ

」
を
武
揚
が
買
取

り
、
刀
工
に
頼
ん
で
明
治
三
十
一
年
（
一

八
九
八
）
に
長
刀
二
本
、
短
刀
三
本
の

計
五
本
製
作
し
た
。
今
回
寄
贈
さ
れ
た

の
は
短
刀
で
、
刃
渡
り
約
十
九
セ
ン
チ
。

　

隕
石
に
詳
し
い
小
樽
市
総
合
博
物
館

の
大
鐘
卓
哉
学
芸
員
に
よ
る
と
、白
萩
隕

鉄
は
ほ
と
ん
ど
が
鉄
分
で
で
き
て
お
り
、

こ
れ
に
鋼
を
加
え
て
刀
剣
に
鍛
え
た
と

い
う
。「
隕
石
か
ら
作
ら
れ
た
刀
は
、
日

本
に
は
流
星
刀
以
外
に
個
人
所
有
の
一

本
が
あ
る
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
。
非
常

に
貴
重
な
資
料
で
、そ
れ
が
小
樽
に
保
管

さ
れ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
」と
話
す
。

　
ロ
シ
ア
で
見
た
刀
剣
に
憧
れ

　

武
揚
は
官
僚
と
し
て
、
科
学
技
術
に

強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
に

行
っ
た
際
に
鉄
隕
石
で
作
ら
れ
た
刀
剣

を
見
て
憧
れ
、
研
究
を
進
め
て
い
た
と

い
う
。
五
本
の
う
ち
、
長
刀
は
天
皇
家

と
東
京
農
大
に
寄
贈
。
短
刀
は
一
本
が

戦
時
中
に
行
方
不
明
に
。
今
回
寄
贈
さ

れ
た
も
の
以
外
に
、
富
山
市
科
学
博
物

館
に
も
一
本
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。

　

東
京
に
在
住
す
る
隆
充
さ
ん
は
「
龍

宮
神
社
は
武
揚
と
深
い
ゆ
か
り
が
あ
る
。

流
星
刀
の
保
管
場
所
と
し
て
最
も
ふ
さ

わ
し
い
と
感
じ
て
寄
贈
を
決
め
た
」
と

話
す
。
流
星
刀
の
存
在
や
、
小
樽
と
武

揚
の
関
係
に
つ
い
て
も
多
く
の
人
に
知

っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
た
と
い
う
。

 

（『
北
海
道
新
聞
』
六
月
二
十
二
日
）

榎本武揚が隕石から作らせた「流星刀」

ア
オ
バ
企
画
㈱

〒
１
３
０
–
０
０
１
２

墨
田
区
大
平
四
–
一
九
–
二
–
一
三
○
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
五
一

メ
ー
ル
　aobakk@

pj8.so-net.ne.jp

高 

橋   

一

正 解
［問１］○　［問２］×　［問３］①　［問４］②　［問５］①　［問６］①　［問７］①　［問８］②　［問９］×　［問10］①　［問11］①　［問12］①　［問13］③
［問14］②　［問15］②　［問16］②　［問17］②　［問18］①　［問19］①　［問20］②

暑中お見舞い申し上げます
一般社団法人 日本甲冑武具保存研究会
〒162-0801 東京都新宿区山吹町350 鈴康ビル201
☎03-6265-0856　http://japanese-armor.org/
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ブック・レビュー　BOOK REVIEW

凄
絶
極
ま
る
水
戸
藩
の
回
天
維
新

 『
義
烈
千
秋 

天
狗
党
西
へ
』

 

伊
東 

潤
　
新
潮
文
庫
　
八
五
三
円（
税
込
）

　

幕
末
の
元げ

ん

治じ

元
年
（
一
八
六
四
）、

水
戸
藩
の
尊
王
攘
夷
派
が
幕
命
に
従
わ

ず
、
那
珂
湊
か
ら
京
に
向
か
う
道
の
り

を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
水
戸

藩
に
お
け
る
派
閥
を
分
類
す
る
。

　

水
戸
藩
尊
王
攘
夷
派
は
「
天
狗
党
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
呼
び
名
は
烈

公
斉
昭
が
天
保
の
藩
政
改
革
を
実
施
し

た
際
、
下
士
層
か
ら
多
く
の
登
用
を
行

っ
た
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
た
上
士
層
、

い
わ
ゆ
る
保
守
門
閥
派
が
、
下
士
層
に

対
し
て
使
っ
た
の
が
発
端
だ
っ
た
が
、

改
革
派
自
ら
「
天
狗
党
」
と
称
し
た
こ

と
で
定
着
し
た
。

　

天
狗
党
の
名
は
や
が
て
攘
夷
の
即
時
実

行
を
唱
え
る
激
派
だ
け
の
呼
び
名
と
な
り
、

同
じ
尊
攘
派
で
も
よ
り
穏
当
な
改
革
を
目

指
す
一
派
は
鎮
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
水
戸
藩
士
は
、
過
激
尊

攘
派
の
天
狗
党
、
穏
健
尊
攘
派
の
鎮
派
、

保
守
佐
幕
の
門
閥
派
（
後
の
諸
生
党
）
に

三
分
さ
れ
た
。

　

し
か
も
、
彼
ら
の
主
で
あ
る
十
代
水
戸

藩
主
・
九
代
斉
昭
長
男
慶
篤
は
江
戸
に
常

駐
し
、
名
目
上
は
将
軍
の
代
理
と
い
う
立

場
に
あ
っ
た
が
、
長
州
藩
主
の
毛
利
敬
親

（
慶
親
）
が
「
そ
う
せ
い
候
」
と
呼
ば
れ

た
の
と
同
じ
く
、
慶
篤
は
「
よ
か
ろ
う
様
」

と
陰
口
を
た
た
か
れ
、
お

飾
り
に
す
ぎ
な
い
存
在
だ

っ
た
。

　

そ
の
慶
篤
が
支
藩
で
あ

る
宍
戸
藩
主
・
松
平
大
炊

頭
頼
徳
を
名
代
に
指
名

し
、
さ
ら
に
事
情
を
複
雑

に
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
斉
昭
九
男
の
備

前
藩
主
池
田
茂
正
と
、
同
五
男
の
因
幡
藩

主
池
田
慶
徳
、
そ
し
て
天
狗
党
が
最
も
敬

愛
し
、
頼
り
に
も
し
て
い
た
七
男
の
禁
裏

御
守
衛
総
督
・
一
橋
慶
喜
と
、
水
戸
藩
人

脈
総
出
で
あ
る
。

　

結
局
、
水
戸
藩
で
の
凄
絶
な
派
閥
争
い

の
結
果
、
天
狗
党
一
千
百
余
の
軍
勢
は
、

那
珂
湊
か
ら
京
を
目
指
し
て
出
発
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

天
狗
党
は
そ
の
道
中
、
ほ
と
ん
ど
戦
い

の
日
々
に
明
け
暮
れ
る
。
幕
府
か
ら
追
討

令
が
出
て
い
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
と
は

い
え
、
や
は
り
辛
い
道
中
で
あ
る
。
だ
が

天
狗
党
は
強
か
っ
た
。
下
妻
合
戦
・
下
仁

田
戦
争
・
和
田
峰
合
戦
と
、
見
事
な
作
戦

で
勝
ち
続
け
る
。

　

作
者
の
伊
東
潤
氏
は
こ
れ
ら
の
戦
い
を

よ
く
調
べ
て
書
い
て
い
る
の
で
、
内
容
は

ぜ
ひ
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　

天
狗
党
の
旅
は
見
事
な
も
の
だ
っ
た
と

い
う
。

　

藤
岡
宿
を
立
つ
と
き
、
宿
役
人
が
「
実

見
記
」
と
い
う
手
記
を
残
し
て
い
る
が
、

天
狗
党
は
最
初
の
拍
子
木
で
出
発
の
身
支

度
を
調
え
た
上
、
次
の
拍
子
木
で
整
然
と

歩
き
出
し
た
と
い
う
。
そ
の
隊
規
の
見
事

さ
に
感
嘆
し
た
記
録
者
は
、「
騎
馬
武
者
二

百
余
、
小
荷
駄
五
十
疋
、
大
砲
十
五
挺
、

歩
兵
数
百
、
総
勢
合
わ
せ
て
千
余
人
、
見

る
人
驚
か
ざ
る
は
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。

　

一
行
は
葵
の
紋
の
吹
き
流
し
を
先
頭
に
、

「
魁
」「
赤
心
」「
竜
」「
報
国
」「
攘
夷
」

「
日
本
海
」「
奉
勅
」
な
ど
と
書
か
れ
た
幟

を
押
し
立
て
、
太
鼓
を
叩
き
、
法
螺
貝
を

吹
き
、
行
進
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
越
前
敦
賀
の
手
前
に

来
た
と
き
、
何
と
一
橋
慶
喜
が
追
討
総
督

と
し
て
出
張
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

加
賀
藩
前
田
家
に
全
員
の
身
柄
を
預
け
る

こ
と
に
な
る
。
加
賀
藩
は
天
狗
党
を
武
士

と
し
て
遇
し
て
く
れ
た
の
だ
が
、
幕
閣
か

ら
一
橋
慶
喜
に
対
し
て
の
工
作
の
結
果
、

慶
喜
は
天
狗
党
を
見
捨
て
て
し
ま
う
。

　

こ
う
な
る
と
、
も
は
や
天
狗
党
は
賊
徒

と
し
て
処
分
さ
れ
る
し
か
な
い
。
ま
た
、

水
戸
に
お
い
て
は
、
諸
生
党
に
よ
り
天
狗

党
の
家
族
ま
で
も
が
獄
舎
に
つ
な
が
れ
、

劣
悪
な
環
境
の
中
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
獄

死
し
た
。
諸
生
党
は
さ
ら
に
鎮
派
の
幹
部

ら
も
処
刑
し
、
安
心
し
き
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
敦
賀
で
は
彼
ら
諸
生
党
に
と

っ
て
意
外
な
過
誤
が
起
こ
っ
て
い
た
。

　

ど
う
い
う
訳
か
、
天
狗
党
総
大
将
・
武

田
耕
雲
斎
の
孫
で
あ
る
金
次
郎
が
十
八
歳

と
い
う
当
時
と
し
て
は
十
分
な
成
人
年
齢

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遠
島
刑
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
刑
は
、
一
年
ほ
ど
で

朝
廷
に
よ
り
正
式
に
流
罪
宥
免
さ
れ
る
。

　

鳥
羽
伏
見
の
戦
の
結
果
、
幕
府
の
崩
壊

が
決
定
的
と
な
っ
た
慶
応
四
年
（
一
八
六

八
）
正
月
、
朝
廷
か
ら
水
戸
藩
の
「
除
奸

反
正
」
の
勅
許
を
賜
っ
た
金
次
郎
が
官
軍

と
し
て
江
戸
城
に
入
り
、
朝
廷
の
命
を
藩

主
慶
篤
に
伝
え
た
。

　

立
場
は
一
瞬
に
し
て
入
れ
替
わ
っ
た
。

今
度
は
諸
生
党
が
や
ら
れ
る
番
で
あ
る
。

諸
生
党
の
面
々
が
討
ち
取
ら
れ
た
り
、
ま

た
処
刑
さ
れ
た
り
し
た
。

　

こ
う
し
て
水
戸
藩
の
幕
末
は
終
わ
っ
た
。

水
戸
藩
に
と
っ
て
の
「
回
天
維
新
」
と
は
、

血
で
血
を
洗
う
殺
戮
の
歴
史
で
し
か
な
か

っ
た
。
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
水
戸

藩
家
臣
団
名
簿
に
は
三
千
四
百
四
十
九
人

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
慶
応
四

年
に
は
、
そ
れ
が
八
百
九
十
二
人
に
減
っ

て
い
る
。

　

幕
末
、
薩
摩
・
長
州
と
と
も
に
表
に
立

っ
て
い
た
水
戸
は
、
こ
う
し
て
表
舞
台
か

ら
姿
を
消
し
た
。

　

な
お
、
義
烈
と
は
「
義
を
守
る
心
の
堅

い
こ
と
」
を
言
う
が
、
本
書
の
題
名
「
義

烈
千
秋
」
に
は
、
義
公
光
圀
と
烈
公
斉
昭

の
志
は
末
永
く
続
く
と
の
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。 

（
持
田
具
宏
）

13

東
京
都
台
東
区
編

　

今
日
の
俺
の
行
き
先
は
台
東
区
竜
泉
。

ベ
テ
ラ
ン
刀
剣
商
、
鴫し

ぎ

村む
ら

喜
一
氏
を
訪

ね
る
。

　

藤
沢
市
編
で
小
野
氏
を
訪
ね
た
と
き

も
今
日
も
、
白
い
ジ
ャ
ー
ジ
を
着
用
。

研
師
の
阿
部
一
紀
氏
と
ロ
ー
ド
レ
ー
サ

ー
に
乗
り
始
め
た
こ
ろ
の
二
十
代
に
、

小
柄
な
大
型
新
人
ゼ
ッ
ケ
ン
54
番
シ
ャ

ー
リ
ー･

モ
テ
選
手（
仏
）と
同
じ
だ
、
と

思
い
買
っ
た
。
今
じ
ゃ
ド
ラ
イ
バ
ー
か

ら
視
認
し
て
も
ら
い
た
い
一
心
で
派
手

な
ジ
ャ
ー
ジ
を
着
る
が
、
当
時
派
手
な

色
に
腰
が
引
け
選
ん
だ
こ
れ
は
、
ツ
ー

ル
・
ド･

フ
ラ
ン
ス
、
ヴ
ェ
ル
タ･

デ
・

エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
と
並
ぶ
欧
州
三
大
レ
ー

ス
の
一
つ
ジ
ロ
・
デ
・
イ
タ
リ
ア
の
新
人

賞
ジ
ャ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
を
後
に
知
る
。

　

そ
う
、
俺
も
か
つ
て
は
こ
の
業
界
の

新
人
だ
っ
た
。
こ
の
世
界
の
入
り
口
と

し
て
知
人
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
の
が

一
条
兼
良
氏
の
自
宅
で
開
か
れ
て
い
た

浅
草
協
同
交
換
会
。
小
さ
な
競
売
の
元

の
形
「
自
宅
訪
問
会
」
の
ス
タ
イ
ル
を

残
す
会
だ
っ
た
。
そ
こ
で
初
め
て
会
っ

た
人
の
中
に
鴫
村
氏
は
い
た
。

　

ほ
か
は
と
い
う
と
、
斎
藤
光
喜
氏
、

松
島
礼
士
氏
、
山
崎
昭
氏
、
斎
藤
雅
稔

氏
、
山
口
良
平
氏
、
帳
場
に
島
和
子
女

史
…
…
そ
ん
な
刀
剣
界
の
黎
明
期
を
支

え
た
皆
さ
ん
に
温
か
く
迎
え
ら
れ
期
待

さ
れ
た
俺
は
、
新
人
賞
を
い
た
だ
い
た

も
同
然
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

俺
は
鳴
か
ず
飛
ば
ず
…
…
。

　

浅
草
協
同
交
換
会
は
一
条
氏
亡
き
後

は
鴫
村
氏
が
代
表
と
な
り
、
料
亭
「
浜

清
」
で
開
催
。
そ
の
後
、
足
立
区
曙
町

自
治
会
館
に
場
所
を
移
し
た
が
、
少
し

残
念
な
幕
の
引
き
方
と
な
っ
た
。

　

鴫
村
氏
は
現
在
八
十
二
歳
。
平
成
二

十
一
年
に
発
覚
し
た
病
気
と
向
き
合
う

日
々
だ
そ
う
だ
が
、
そ
の
姿
を
銀
座
刀

剣
倶
楽
部
の
交
換
会
な
ど
で
拝
見
で
き

る
。
製
靴
会
社
勤
務
か
ら
こ
の
世
界
に

転
職
し
た
関
係
で
、
遅
咲
き
の
苦
労
を

さ
れ
た
も
の
の
、
誰
も
が
気
付
く
通
り

氏
の
ま
な
ざ
し
は
温
か
い
。

　

そ
し
て
俺
に
は
こ
ん
な
忠
告
を
し
て

く
れ
て
い
る
。「
ジ
ョ
ー
ち
ゃ
ん
、
交
換

会
に
出
た
甲
冑
か
ら
目
が
離
れ
な
い
よ
。

そ
れ
じ
ゃ
テ
コ
ら
れ
る
の
は
当
た
り
前

だ
よ
」。

　

俺
も
や
が
て
こ
ん
な
年
配
者
に
な
れ

た
ら
う
れ
し
い
な
。
で
も
、
鳴
か
ず
飛

ば
ず
だ
け
ど
。

　

ジ
ロ
の
新
人
賞
ジ
ャ
ー
ジ
、

何
だ
か
爺
さ
ん
の
メ
リ
ヤ
ス
肌

着
み
た
い
で
今
と
な
っ
て
は
情

け
な
い
が
、
あ
の
こ
ろ
の
こ
と

を
忘
れ
難
く
、
長
袖
・
半
袖
と

も
に
大
切
に
し
て
い
る
。
二
十

代
の
服
が
五
十
八
歳
の
今
で
も

着
ら
れ
る
っ
て
体
型
が
変
わ
ら

な
い
の
と
、
物
持
ち
が
良
い
の

と
で
二
重
に
す
ご
い
だ
ろ
！　

で
も
、
俺
は
今
で
も
鳴
か
ず
飛

ば
ず
。 

（
綱
取
譲
一
）

■
鴫
村
美
術
店
＝
〒
１
１
０-

０

０
１
２ 

台
東
区
竜
泉
三-

一
七-

一
二　

☎
〇
三-

三
八
七
三-

四

二
一
九

鴫村喜一さんと樋口一葉記念館前にて

　

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協

会
（
本
阿
彌
光
洲
理
事
長
）
で
は
「
日

本
刀
の
匠
た
ち
―
第
八
回
新
作
日
本
刀 

研
磨 

外
装 

刀
職
技
術
展
覧
会
」
に
先

立
っ
て
、
授
賞
式
と
懇
親
会
を
五
月
二

十
七
日
、
長
野
県
・
坂
城
町
中
心
市
街

地
コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
（
坂
城

町
鉄
の
展
示
館
隣
接
）
で
開
催
し
た
。

　

同
展
は
八
月
二
十
七
日
㈰
ま
で
坂
城

町
鉄
の
展
示
館
（
〒
３
８
９-

０
６
０

１ 

長
野
県
埴
科
郡
坂
城
町
大
字
坂
城

六
三
一
三-

二　

☎
〇
二
六
八-

八
二-

一
一
二
八
）
で
開
か
れ
て
い
る
（
月
曜

休
館
。
た
だ
し
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）。

週
末
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
計

画
さ
れ
て
い
る
。
問
い
合
わ
せ
・
申
し

込
み
は
同
館
ま
で
。

　

入
賞
者
は
下
記
の
通
り
。

（
作
刀
部
門
）

〈
経
済
産
業
大
臣
賞
〉
上
山
輝
平

〈
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
会
長
賞
〉
久

保
善
博

〈
金
賞
〉
第
一
席
・
明
珍
宗
裕
、
第
二

席
・
根
津
秀
平
、第
三
席
・
河
内
一
平

〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
佐
々
木
胤
成
、
第

二
席
・
松
川
清
直

〈
銅
賞
〉
第
一
席
・
満
足
弘
次

（
刀
身
彫
刻
部
門
）

〈
長
野
県
知
事
賞
〉
木
下
宗
憲

（
研
磨
部
門
）

〈
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
会
長
賞
〉
森

井
鐵
太
郎

〈
信
濃
毎
日
新
聞
社
賞
〉
玉
置
城
二

〈
金
賞
〉
第
一
席
・
本
阿
彌
雅
夫
、
第

二
席
・
阿
部
聡
一
郎
、
第
三
席
本
阿

彌
毅
、
第
四
席
・
倉
島
一
、
第
五
席

・
菅
野
聖
也
、
第
六
席
・
藤
川
二
朗

〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
小
野
敬
博
・
第
二

席
・
小
川
和
比
古
、
第
三
席
・
米
川

好
次

〈
銅
賞
〉
第
一
席
・
関
山
和
進
、
第
二

席
・
水
田
吉
政

（
刀
装
部
門
）

刀
装
具
〈
坂
城
町
教
育
長
賞
〉
ケ
ビ
ン

・
ア
ダ
ム
ス

〈
金
賞
〉
第
二
席
・
福
與
裕
毅

〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
長
内
勝
義
、
第
二

席
・
川
上
登

〈
銅
賞
〉
第
一
席
・
石
井
成
道

白
銀
〈
坂
城
町
長
賞
〉
松
本
豊

〈
金
賞
〉
第
二
席
・
平
田
実

〈
銀
賞
〉
杉
山
英
明

白
鞘
〈
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
会
長
賞
〉

森
隆
浩

〈
金
賞
〉
第
二
席
・
森
井
敦
央

〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
古
川
和
幸

柄
巻
き
〈
金
賞
〉
第
一
席
・
笹
原
喜
幸

〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
平
井
重
治

鞘
塗
り
〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
小
山
光
秀

拵
〈
銀
賞
〉
第
一
席
・
森
井
敦
央

〈
銅
賞
〉
第
一
席
・
桑
野
敏
朗

（
第
二
回
特
別
公
開
部
門 

"Sword Oshigata Art"

）

〈
優
秀
賞
〉
第
一
席
・
長
津
祐

介
、
第
二
席
・
三
浦
弘
貴
、
第

三
席
・
玉
置
城
二

〈
佳
作
〉
第
一
席
・
阿
部
聡
一

郎
、
第
二
席
・
関
山
和
進

刀
文
協
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
開
幕

５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、深海理事長・冥賀副理事長・
清水専務理事・伊波常務理事・服部常務理事・赤荻理事・
飯田理事・嶋田理事・瀬下理事・綱取理事・松本理事・
持田理事・大平監事・木村監事・土子民夫氏
８日　銀座長州屋において『刀剣界』第35号編集委員会を開
催（再校）。出席者、深海理事長・服部常務理事・土子氏
12日　東京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、深海理事長・冥賀副理事長・
清水専務理事・服部常務理事・赤荻理事・飯田理事・嶋
田理事・生野理事・瀬下理事・綱取理事・土肥理事・松
本理事・持田理事・大平監事・木村監事・土子氏
16日　全刀会会場において「刀剣評価鑑定士」実行委員会
を開催。出席者、深海理事長・清水専務理事・伊波常務
理事・服部常務理事・飯田理事・嶋田理事・瀬下理事・
綱取理事・土肥理事・大平監事・土子氏
17日　東京美術倶楽部において第30回通常総会を開催
17日　東京美術倶楽部において組合交換会を開催。出来高
18,699,500円
17日　東京美術倶楽部において第31期第２回理事会を開催。
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・綱取常務理事・大平理事・木村理事・生野
理事・瀬下理事・松本理事・持田理事・赤荻監事

組合こよみ（平成29年5～6月）
17日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第36号・『全刀商』
第26号編集委員会を開催（企画）。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・綱取常務
理事・大平理事・木村理事・生野理事・瀬下理事・松本
理事・持田理事・赤荻監事・土子氏
６月12日　東京美術倶楽部において経済産業省生活製品課
の山崎・鴨志田両氏を迎え象牙取り扱い登録申請法律改
正の説明会を開催。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・綱取常務理事・生野理事・
瀬下理事・松本理事・持田理事・土子氏
13日　東京プリンスホテルにおいて開催された「文化芸術
振興議員連盟創立40周年・文化芸術推進フォーラム創立
15年記念祝賀会」に清水理事長と服部副理事長が出席
17日　東京美術倶楽部にて臨時理事懇談会・「大刀剣市」
実行委員会を開催。出席者、清水理事長・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・松本理事・冥賀理事
19日　公益財団法人日本美術刀剣保存協会の酒井会長・芝
原専務理事・志塚常務理事・福本常務理事との情報交換
会を開催。出席者、清水理事長・深海前理事長・伊波副
理事長・服部副理事長・嶋田専務理事・綱取常務理事・
飯田理事・松本理事・冥賀理事
26日　刀剣査定のため清水理事長・伊波副理事長・服部副
理事長・嶋田専務理事・綱取常務理事が公益財団法人日
本美術刀剣保存協会を訪問
29日　清水理事長・服部副理事長・嶋田専務理事が中小企
業団体中央会を訪問
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

だ
っ
た
が
、
土
子
さ
ん
は
隣
の
行な

め
が
た方
市

の
出
身
で
あ
る
。
少
年
の
一
時
期
を
当

地
で
過
ご
し
た
私
の
幼
な
じ
み
の
一
人

と
高
校
で
同
級
と
い
う
奇
縁
も
あ
り
、

共
通
の
知
人
も
数
人
い
る
。

　

私
の
家
か
ら
鹿
嶋
ま
で
は
車
で
一

時
間
四
十
分
、
二
人

は
東
京
駅
か
ら
高
速

バ
ス
で
二
時
間
の
旅

だ
。

　

神
宮
の
大
鳥
居
前

で
落
ち
合
う
。
六
年

前
の
東
日
本
大
震
災

で
崩
落
し
た
御
影
石

製
の
鳥
居
は
、
樹
齢

六
百
年
の
境
内
の
ご

神
木
で
見
事
に
蘇
っ

て
い
た
。

　

早
速
、
私
の
案
内

で
参
拝
し
、
神
域
を

一
回
り
し
た
。

　

次
に
、
も
う
一
つ
の
目
的
で
あ
る
韴ふ

つ

御の
み

霊た
ま

と
の
対
面
で
あ
る
。
宝
物
館
に
入

る
と
、
そ
れ
は
往
時
の
ま
ま
鎮
座
し
て

い
た
。
久
し
ぶ
り
の
対
面
で
あ
る
。

　

韴
御
霊
は
鹿
島
神
宮
に
伝
え
ら
れ
る

神
剣
で
、
別
称
を
「
国く

に
む
け
の
つ
る
ぎ

平
剣
」
と
言
い
、

国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
指
定
名
称

は
「
直
刀･

黒
漆
平
文
大
刀
拵 

附
刀
唐

櫃
」
で
あ
る
。

　

長
大
な
直
刀
で
、
柄
・
鞘
を
含
め
た

全
長
は
２･

71
㍍
、
刀
長
は
２･

24
㍍
で
、

製
作
年
代
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代

と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
伝
世
品

（
出
土
品
で
は
な
い
）
の
刀
剣
の
中
で

は
古
例
の
一
で
あ
り
、
刃
長
の
点
で
は

最
大
の
作
品
と
さ
れ
る
。
外
装
は
、
黒

漆
塗
り
の
上
に
平
文
や
金
銅
透
か
し
彫

り
の
金
具
で
装
飾
を
施
し
た
古
様
な
技

法
に
よ
っ
て
い
る
。

　

作
刀
に
関
し
て
は
「
常
陸
風
土
記
」

に
あ
る
地
元
若
松
浜
の
砂
鉄
を
用
い
た

と
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　

外
装
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
刀
唐
櫃
ま

で
当
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
と
に
か
く
圧

巻
で
あ
る
。
壮
観
で
あ
る
。
表
現
す
る

言
葉
が
思
い
浮
か
ば
な
い
…
…
。

　

し
か
し
、
で
あ
る
。
神
宮
に
は
は
な

は
だ
失
礼
だ
が
、
展
示
・
保
存
環
境
が

悪
す
ぎ
る
。
建
物
も
古
い
が
、
空
調
も

な
い
。
私
の
記
憶
に
あ
っ
た
源
頼
朝
寄

進
の
梅
竹
蒔
絵
鞍
（
重
要
文
化
財
）
な

ど
は
見
る
影
も
な
く
、
雑
品
に
紛
れ
て

な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で

あ
る
。
是
が
非
で
も
一
度
、
国
立
博
物

館
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
展
示
し
て
も
ら

う
こ
と
を
願
う
。

　

そ
の
後
、
土
子
さ
ん
の
友
人
で
あ
る

錦
織
孝
一
鹿
嶋
市
長
に
連
絡
を
取
り
、

市
役
所
に
表
敬
訪
問
し
た
。
そ
こ
で
市

長
か
ら
、
公
約
で
も
あ
る
博
物
館
建
設

の
計
画
を
聞
い
た
。
市
長
も
神
宮
宝
物

館
の
現
状
を
憂
え
て
お
ら
れ
た
が
、
そ

の
熱
意
に
わ
れ
わ
れ
も
共
感
し
、
微
力

な
が
ら
可
能
な
協
力
を
惜
し
ま
な
い
旨

お
伝
え
し
て
き
た
。

　

そ
の
晩
、
共
通
の
友
人
ら
と
席
を
共

に
し
、
昔
話
に
華
を
咲
か
せ
た
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

　

鹿
島
が
生
ん
だ
剣
聖
塚
原
卜
伝
に
つ

い
て
も
触
れ
た
か
っ
た
が
、
紙
数
が
尽

き
た
。
ま
た
の
機
会
と
し
た
い
。

 

（
赤
荻
　
稔
）

　

今
回
こ
の
記
事
を
書
く
に
当
た
り
、

再
確
認
の
た
め
に
鹿
嶋
を
訪
ね
た
。

　

本
紙
編
集
委
員
の
二
人
、
持
田
具
宏

さ
ん
と
土
子
民
夫
さ
ん
と
の
同
行
取
材

で
あ
る
。
持
田
さ
ん
は
初
め
て
の
鹿
島

神
宮
に
ぜ
ひ
参
拝
し
た
い
と
い
う
こ
と

鹿
島
神
宮
と
国
宝
韴
御
霊

3

夕
景
の
中
、波
打
ち
際
を
走
る

20第 回

●
石
川
県・千
里
浜
な
ぎ
さ
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ

大
平 

岳
子

夕
景
の
中
、波
打
ち
際
を
走
る

以
前
と
比
べ
、
東
京
か
ら
は
格
段
に
便

利
に
な
り
ま
し
た
。
七
尾
は
金
沢
か
ら

さ
ら
に
一
時
間
半
、
能
登
に
入
っ
た
場

所
に
あ
る
の
で
す
が
、
人
口
六
万
人
弱

の
と
て
も
長の

ど
か閑
な
所
で
す
。

　

金
沢
か
ら
七
尾
に
向
か
う
途
中
に
羽は

咋く
い

が
あ
り
、
こ
こ
に
今
回
お
勧
め
の
ス

ポ
ッ
ト
「
千ち

里り

浜は
ま

な
ぎ
さ
ド
ラ
イ
ブ
ウ

ェ
イ
」
が
あ
り
ま
す
。

　

千
里
浜
は
遠
浅
の
海
で
、
全
長
約
八

キ
ロ
の
日
本
海
に
面
し
た
海
水
浴
場
で

す
。
私
が
子
供
の
こ
ろ
は
、
家
か
ら
水

着
を
着
用
し
、
浮
き
輪
も
膨
ら
ま
せ
て
、

自
家
用
車
で
出
か
け
、
車
は
そ
の
ま
ま

海
水
浴
場
の
砂
浜
そ
ば
ま
で
乗
り
入
れ
、

好
き
な
場
所
に
駐
車
し
、
着
い
て
す
ぐ

海
に
入
る
と
い
う
状
態
で
し
た
。

　

当
時
は
そ
れ
が
当
た
り
前
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
車
で
走
れ
る
砂
浜
が
あ

り
、
そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
駐
車
も
で
き
る

所
な
ど
国
内
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と

　

私
の
ふ
る
さ
と
は
石
川
県
七な

な

尾お

市
で

す
。
北
陸
新
幹
線
の
開
通
に
よ
り
、
東

京
―
金
沢
は
二
時
間
半
に
短
縮
さ
れ
、

を
後
で
知
り
ま
し
た
（
現
在
、
海
水
浴

シ
ー
ズ
ン
は
安
全
の
た
め
海
側
に
ロ
ー

プ
が
張
ら
れ
、
道
路
標
識
が
立
て
ら

れ
、
臨
時
交
通
規
制
が
行
わ
れ
、
駐
車

場
も
指
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
）。

　

今
年
五
月
に
親
戚
の
法
事
が
あ
り
、

実
家
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

久
々
に
懐
か
し
い
こ
の
場
所
を
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
短
時
間
の
滞
在

で
し
た
が
、天
候
に
も
恵
ま
れ
、あ
ら
た

め
て「
千
里
浜
は
や
っ
ぱ
り
い
い
な
〜
」

と
実
感
し
、
帰
路
に
就
き
ま
し
た
。
皆

さ
ん
も
能
登
に
お
出
か
け
の
機
会
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
こ
の
場
所
を
訪
れ
、

車
で
砂
浜
を
走
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
夕
日
も
最
高
で
す
よ
！

はるかに続く千里浜なぎさドライブウェイ

鹿島神宮の楼門前にて

の
会
員
か
ら
、
骨
董
品
・
小
道
具
類
・

絵
画
・
古
書
と
多
種
多
様
な
品
々
が
持

ち
寄
ら
れ
ま
す
。

　
「
し
の
ぎ
刀
剣
交
換
会
」
の
主
催
者

で
あ
る
大
沢
都
志
夫
さ
ん
は
、
刀
剣
界

の
目
利
き
と
名
高
い
方
で
す
。
お
店
の

経
営
と
市
場
の
運
営
の
ほ
か
に
、
日
本

刀
剣
保
存
会
の
審
査
員
・
副
理
事
長
の

重
職
を
長
年
務
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
近
年
ま
で
、
地
元
で
開
催
さ
れ
る

日
本
刀
勉
強
会
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
講

師
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
刀
の
啓

蒙
活
動
に
も
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
沢
さ
ん
は
今
年
で
七
十
五
歳
に
な

り
ま
す
が
、
元
気
い
っ
ぱ
い
。「
刀
が

好
き
で
始
め
た
仕
事
で
す
。
天
性
の
仕

事
と
思
い
、
楽
し
み
な
が
ら
頑
張
っ
て

い
ま
す
。」
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
は
、
小
川
和
紙
の
里
と
し
て
ユ

ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ

た
有
名
な
地
域
で
す
（
細
川
紙
）。
交

通
手
段
は
、
東
武
東
上
線
の
小
川
町
駅

か
ら
タ
ク
シ
ー
で
十
五
分
。
車
で
来
ら

れ
る
お
客
さ
ま
に
は
広
い
駐
車
ス
ペ
ー

ス
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

会
場
の
近
く
に
名
湯
の
玉
川
温
泉
が

あ
り
、
一
風
呂
浴
び
て
行
楽
気
分
で
来

会
さ
れ
る
方
も
い
る
そ
う
で
す
。
地
元

生
産
農
家
の
野
菜
直
売
所
で
お
土
産
を

仕
入
れ
る
の
も
よ
し
。
お
酒
好
き
に
は

地
酒
の
「
晴
霞
」
が
お
薦
め
と
の
こ
と
。

　
「
愛
さ
れ
る
交
換
会
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
組
合
員
の
皆
さ
ま
の
お
越
し
を

心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
」
と
、
大

沢
さ
ん
か
ら
の
伝
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
沢
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
健
康
で
ま

す
ま
す
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
っ

て
い
ま
す
。 

（
生
野
　
正
）

■
連
絡
先
＝
し
の
ぎ
刀
剣
美
術
館　
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埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が

わ
町
五
明
二
六
七-

五　

☎
〇
四
九
三-

六

五-

〇
二
八
二

　

埼
玉
県
内
で
唯
一
の
刀
剣
市
場

で
あ
る
「
し
の
ぎ
刀
剣
交
換
会
」

は
、
本
年
六
月
で
三
十
周
年
を
迎

え
ま
す
。

　

毎
月
十
一
日
の
定
例
会
に
は
県

内
外
か
ら
訪
れ
る
約
三
十
名
の
会

員
に
よ
り
、
古
い
時
代
か
ら
現
代

に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
物

を
持
ち
寄
ら
れ
、
活
発
な
交
換
会

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は

ロ
ー
カ
ル
色
が
強
い
品
が
出
品
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
他
の
交
換
会

で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
宝

に
出
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
月
の
最
終
水
曜
日
に

は
道
具
の
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

定
例
会
と
は
少
々
異
な
る
顔
ぶ
れ

交
換
会
紹
介

祝
30
周
年
！ 

し
の
ぎ
刀
剣
交
換
会

しのぎ刀剣交換会の会場風景

　

玉た
ま

置き

城
二
さ
ん
は
昭
和
四
十
八
年
、

奈
良
県
吉
野
郡
十と

津つ

川か
わ

村
の
生
ま
れ
。

そ
こ
は
勤
皇
の
志
厚
い
十
津
川
郷
氏
の

古
里
で
あ
る
。
地
元
の
高
校
を
卒
業
後
、

縁
あ
っ
て
研
師
の
修
業
に
入
っ
た
。

　

平
成
十
二
年
に
独
立
し
、
京
都
上
賀

茂
神
社
の
近
く
で
開
業
、
結
婚
を
機
に

現
在
地
に
移
っ
た
。

　

同
十
三
年
か
ら
公
益
財
団
法
人
日
本

刀
文
化
振
興
協
会
主
催
の
「
新
作
日
本

刀 

研
磨 

外
装 

刀
職
技
術
展
覧
会
」
に

出
品
し
、
連
続
し
て
金
賞
を
受
賞
し
て

き
た
が
、
今
回
は
特
賞
・
信
濃
毎
日
新

聞
社
賞
受
賞
の
栄
に
輝
い
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
刀
に
出
会
い
、
ま
た
先

人
の
研
磨
の
仕
事
に
直
接
触
れ
る
こ
と

が
一
番
の
感
動
と
幸
せ
で
あ
る
と
語
る
。

研
師
を
自
ら
の
天
職
と
信
じ
、
精
進
を

重
ね
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、
あ
り
あ
り

と
わ
か
る
。

　
「
刀
以
外
で
趣
味
は
な
い
の
で
す
か
」

と
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
し
ば
ら
く
思
案
の

後
、「
強
い
て
言
う
な
ら
、
押
形
を
採

る
こ
と
と
、
砥
石
を
収
集
す
る
こ
と
ぐ

ら
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。
頭
の
中
に
は

や
は
り
研
ぎ
の
こ
と
し
か
な
い
。

　

京
都
は
天
然
砥
石
の
産
地
と
し
て
、

昔
か
ら
名
高
い
。
日
本
刀
用
と
し
て
は

使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
天
然
砥
石
で
も

試
し
て
み
て
、
研
究
す
る
こ
と
が
と
て

も
楽
し
い
ら
し
い
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
と
と
も
に
、
尋
常
で
な
い
う
ん
ち
く

を
し
ば
し
傾
け
て
い
た
だ
い
た
。

　

こ
の
京
都
に
は
古
刹
な
ど
に
錆
び
た

状
態
の
刀
剣
が
多
く
存
在
し
て
お
り
、

筆
者
も
京
都
へ
出
店
し
て
か
ら
し
ば
し

ば
目
に
し
て
き
た
。
玉
置
さ
ん
と
は
、

「
こ
れ
か
ら
神
社
仏
閣
な
ど
の
文
化
財

修
復
を
行
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！
」
と

意
気
投
合
。
既
に
、
と
あ
る
神
社
の
文

化
財
修
復
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
行
中

で
す
。 

（
玉
山
真
敏
）

■
連
絡
先
＝
〒
６
０
６-

０
０
２
４ 

京

都
市
左
京
区
岩
倉
花
園
町
五
四
一-

九
四　

☎
〇
七
五-

七
二
一-

二
七
三
五

〈
研
師
〉
玉
置 

城
二 

さ
ん

刀
職
紹
介
第
23
回
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刀
剣
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
に
参
加
し
て

　

片
山
重
恒
氏
（
刀
身
彫
刻
師
）
と
澤

田
康
則
氏
（
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
理
事
）
の
企
画
で
、
次

世
代
の
刀
剣
愛
好
家
を
発
掘
し
、
育
成

す
る
刀
剣
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
（
通
称
「
刀
ネ
コ
会
」）
大
阪
オ
フ

会
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

　

会
場
は
大
阪
歴
史
博
物
館
の
講
堂
で
、

受
付
を
済
ま
せ
て
入
場
す
る
と
、
中
に

は
既
に
大
勢
の
参
加
者
が
。
特
に
女
性

や
学
生
の
若
い
世
代
が
多
く
、
明
る
い

雰
囲
気
が
印
象
的
で
し
た
。

　

九
年
前
に
始
ま
っ
た
会
だ
が
、
今
で

は
参
加
者
が
七
十
名
ほ
ど
に
な
る
。
十

人
前
後
の
刀
職
の
皆
さ
ん
の
協
力
に
も

あ
ず
か
る
と
こ
ろ
大
の
よ
う
だ
。

　

こ
の
会
の
参
加
者
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
刀
剣
に
興
味
を
持
っ
た
人

た
ち
が
多
い
。
刀
剣
に
興
味
を
持
っ
て

も
、
実
際
に
は
ど
こ
に
行
け
ば
刀
が
見

ら
れ
る
の
か
、
ど
こ
で
学
べ
ば
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
人
た
ち
の
受

け
皿
と
し
て
、
勉
強
の
場
で
あ
り
、
交

流
の
場
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
刀
ネ
コ
」

な
の
で
あ
る
。

　

初
め
て
刀
剣
を
手
に
取
り
鑑
賞
す
る

方
に
は
、
初
心
者
マ
ナ
ー
講
座
の
参
加

を
義
務
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

後
は
刀
剣
の
見
ど
こ
ろ
を
ス
ラ
イ
ド
シ

ョ
ー
で
懇
切
に
解
説
す
る
。
ま
た
、
刀

剣
鑑
賞
の
際
に
は
マ
ス
ク
着
用
、
刀
装

具
鑑
賞
に
は
手
袋
の
着
用
な
ど
、
徹
底

し
て
い
る
。

　

鑑
賞
会
は
と
て
も
自
由
な
発
想
で
、

参
加
者
の
所
蔵
品
の
持
ち
寄
り
の
場
で

も
あ
っ
た
。
会
場
で
は
全
身
押
形
の
実

演
や
体
験
、
刀
剣
研
磨
や
刀
身
彫
刻
の

実
演
な
ど
、
刀
職
な
ら
で
は
の
充
実
し

た
企
画
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

鑑
賞
会
・
体
験
会
の
後
は
懇
親
会
も

用
意
さ
れ
て
お
り
、「
一
日
中
刀
の
話
が

で
き
て
、
と
て
も
幸
せ
で
す
」
と
語
る

若
い
女
性
の
言
葉
が
心
に
残
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
次
の
世
代
の
愛
好
家
を
大
事

に
し
て
行
き
た
い
と
強
く
感
じ
た
。

　

次
回
は
九
月
に
名
古
屋
で
、
十
一
月

に
は
東
京
で
開
催
予
定
と
の
こ
と
で
、

日
本
刀
に
興
味
を
持
ち
一
歩
踏
み
出
し

た
い
方
は
参
加
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。 

（
玉
山
真
敏
）

■
連
絡
先
＝
片
山
重
恒　

☎
〇
九
〇-

一

九
五
六-

七
一
九
八　

https://www.
facebook.com/tsurugi.works
Facebook

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
ド
レ
ス

https://w
w
w
.facebook.com

/
groups/1384934311806160/

とにかく明るい刀ネコ会

東
京
美
術
倶
楽
部
で
刀
剣
の
公
開
講
座
を
開
催

　

東
京
美
術
倶
楽
部
で
は
年
間
を
通
じ

て
美
術
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
公
開

美
術
講
座
が
あ
る
。
著
名
な
講
師
陣
を

迎
え
、
優
れ
た
美
術
品
を
併
せ
て
展
観

す
る
こ
と
で
、
美
術
愛
好
家
を
育
て
て

い
こ
う
と
い
う
も
の
で
、
今
ま
で
に
計

十
六
講
座
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

五
月
二
十
日
と
六
月
二
十
四
日
は
、

佐
野
美
術
館
の
渡
邉
妙
子
館
長
が
担
当
、

同
館
よ
り
多
く
の
名
刀
を
用
意
さ
れ
て

刀
剣
講
座
が
開
催
さ
れ
た
。

　
「
日
本
刀
の
時
代
的
変
遷
」
と
題
し
た

初
回
に
は
、
日
本
刀
の
起
源
か
ら
形
状

の
変
遷
、
佩
刀
の
作
法
な
ど
、
し
ば
し

ば
初
心
者
か
ら
質
問
さ
れ
る
基
本
的
な

内
容
が
中
心
で
、
講
演
後
に
も
熱
心
な

質
問
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

か
つ
て
筆
者
が
渡
邉
先
生
に
初
心
者

向
け
の
講
演
で
の
留
意
点
に
つ
い
て
ア

ド
バ
イ
ス
を
求
め
た
際
、「
初
心
者
ほ
ど

本
当
の
名
刀
を
見
せ
て
あ
げ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
」
と
ご
助
言
を
頂
い
た
が
、

当
日
の
鑑
賞
刀
は
重
要
美
術
品
を
は
じ

め
、
名
刀
の
数
々
が
用
意
さ
れ
壮
観
な

も
の
で
あ
っ
た
。

　

東
京
美
術
倶
楽
部
で
は
過
去
に
、
刀

剣
を
題
材
に
美
術
商
向
け
の
勉
強
会
と

し
て
本
阿
彌
光
遜
氏
、
近
年
で
は
本
阿

彌
光
洲
氏
と
伊
波
賢
一
氏
に
よ
る
講
習

会
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
一
般

愛
好
家
向
け
の
刀
剣
講
座
が
行
わ
れ
た

の
は
、
長
い
東
京
美
術
倶
楽
部
の
歴
史

に
お
い
て
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
背
景
の
一
つ
に
昨
今
の
刀

剣
ブ
ー
ム
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

何
よ
り
長
年
に
わ
た
る
諸
先
輩
方
の
尽

力
の
賜
物
で
あ
り
、
当
業
界
が
誇
る
べ

き
一
歩
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

（
飯
田
慶
雄
）

渡邉講師による刀剣講座

イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

岐
阜
県
博
物
館「
日
本
刀
押
形
展
〜
幽
玄
美
へ
の
い
ざ
な
い
〜
」

好
評
だった
日
本
初
の「
日
本
刀
押
形
展
」

実物と押形が対比できて好評だった

　

岐
阜
県
博
物
館
（
関
市
）
の
マ
イ
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
四
月
二
十

二
日
か
ら
六
月
十
八
日
ま
で
、
日
本
美

術
刀
剣
保
存
協
会
岐
阜
県
支
部
創
設
六

十
周
年
記
念
行
事
と
し
て
「
日
本
刀
押

形
展
〜
幽
玄
美
へ
の
い
ざ
な
い
〜
」
が

開
催
さ
れ
、話
題
を
呼
ん
だ
。

　

展
示
さ
れ
た
刀
剣
押
形
は

近
藤
邦
治
支
部
長
に
よ
る
も

の
で
、
押
形
三
十
八
点
と
そ

の
元
に
な
っ
た
刀
剣
十
五

振
が
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
を
飾
っ

た
。

　

額
装
・
掛
け
軸
に
さ
れ
た

押
形
は
、
太
刀
・
刀
・
脇

指
・
短
刀
・
槍
・
剣
の
す
べ

て
の
ス
タ
イ
ル
が
網
羅
さ

れ
、
刀
は
藤
末
鎌
初
の
古
備

前
国
綱
の
太
刀
を
は
じ
め
、

新
刀
期
を
代
表
す
る
乕
徹
の

脇
指
（
緒
方
竹
虎
旧
蔵
）、

岐
阜
県
初
の
無
鑑
査
認
定
を

受
け
た
尾
川
兼
圀
刀
匠
の
高

松
宮
賞
受
賞
作
ま
で
幅
広
く

展
示
さ
れ
た
。

　

押
形
と
刀
剣
の
実
物
が
並
べ
ら
れ
た

こ
の
展
示
ス
タ
イ
ル
は
、
ど
ん
な
説
明

よ
り
も
深
く
刀
剣
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
声
が
相
次
い
だ
。
最
近
、

各
地
の
刀
剣
展
で
会
場
を
賑
わ
せ
て
い

る
と
い
う
刀
剣
女
子
に
も
好
評
だ
っ
た

よ
う
だ
。
岐
阜
県
知
事
・
副
知
事
・
関

市
長
ほ
か
県
の
重
鎮
の
方
々
も
お
見
え

に
な
り
、「
こ
の
よ
う
な
展
覧
会
は
初

め
て
と
の
こ
と
だ
が
、
素
晴
ら
し
い
」

と
絶
賛
さ
れ
て
い
た
。

　

約
一
万
人
の
入
場
者
は
県
博
の
一
年

分
に
相
当
す
る
と
の
こ
と
で
、
好
評
に

よ
り
、
十
一
月
に
は
長
崎
市
で
の
巡
回

展
示
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
長
崎
支
部
主
催
）。

 

（
舟
山
堂
・
稲
留
修
一
）

月山氏のトークに熱心に聞き入る来場者
切
れ
る
こ
と
な
く
女
性
の
方
が
来
場
さ

れ
、
単
眼
ル
ー
ペ
を
片
手
に
ゆ
っ
く
り

と
何
周
も
会
場
を
回
り
、
地
鉄
や
刃
文

に
つ
い
て
の
ご
質
問
に
答
え
る
こ
ち
ら

も
熱
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
熱
心

に
鑑
賞
さ
れ
る
男
性
の
方
も
多
く
、
昨

今
の
日
本
刀
へ
の
関
心
の
高
さ
を
大
い

に
感
じ
た
次
第
で
す
。

　

十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
師
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
に
も
本
当
に
多
数
の
ご
参

加
を
頂
き
、「
児
手
柏
」
再
現
作
の
解

説
、
月
山
鍛
冶
の
歴
史
や
作
品
に
つ
い

て
約
四
十
分
余
り
、
終
始
会
場
は
盛
り

上
が
り
、
今
ま
で
に
な
い
熱
気
に
満
ち

た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
を
通
し
て
お
客
さ
ま

か
ら
は
「
現
代
刀
の
展
示
を
見
る
機
会

は
少
な
い
の
で
、
大
変
良
か
っ

た
」「
お
刀
に
値
段
が
付
い
て

い
る
の
で
、
ま
た
違
っ
た
角
度

で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
将
来

ぜ
ひ
一
振
持
っ
て
み
た
い
」
な

ど
の
お
言
葉
も
頂
き
、
現
代
刀

普
及
の
良
い
機
会
と
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

数
多
く
の
美
術
工
芸
品
を
扱

う
百
貨
店
で
、
日
本
刀
の
展
示

さ
れ
る
機
会
は
ま
だ
ま
だ
少
な

く
、
今
後
の
日
本
刀
の
地
位
向

上
や
、
私
自
身
も
個
展
を
将
来

の
目
標
と
し
て
頑
張
っ
て
ま
い

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
来
場
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
、

展
示
関
係
各
位
に
は
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

（
月
山
貞
伸
）

　

六
月
十
四
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
日

本
橋
髙
島
屋
に
お
い
て
「
刀
匠
月
山
貞

利
展
」
が
三
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
二
年
の
故
月
山
貞
一
と
の
親

子
展
か
ら
数
え
九
回
目
を
迎
え
る
今
展

覧
会
は
、
月
山
家
伝
統
の
綾
杉
肌
や
濃

密
な
刀
身
彫
刻
を
施
し
た
作
品
、
初
の

貞
利
・
貞
伸
合
作
の
作
品
な
ど
、
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
「
魂
を
鍛
つ
」
の
通
り
、
貞

利
渾
身
の
最
近
作
約
三
十
点
に
加
え
、

水
戸
徳
川
家
ご
下
命
の
同
家
に
伝
わ
る

「
児
手
柏
」
太
刀
の
再
現
作
も
特
別
展

示
さ
れ
ま
し
た
。

　

連
日
会
場
に
は
多
く
の
お
客
さ
ま
の

ご
来
場
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
特
に

今
回
は
多
く
の
刀
剣
女
子
の
方
々
の
鑑

賞
姿
勢
に
、
あ
ら
た
め
て
驚
き
を
感
じ

ま
し
た
。
平
日
の
ア
フ
タ
ー
５
は
途

実物を示して講演する高岩さん

研
師
・
高
岩
節
夫
氏
が
故
郷
で
講
演

「
刀
匠
月
山
貞
利
展
│
魂
を
鍛
つ
│
」に
参
加
し
て

　

島
根
県
安
来
市
広
瀬
町
出
身
で
東
京

都
葛
飾
区
指
定
無
形
文
化
財
保
持
者
の

研
師
、
高
岩
節
夫
氏
が
六
月
四
日
、
故

郷
の
広
瀬
交
流
セ
ン
タ
ー
で
「
研
師
が

語
る
日
本
刀
の
魅
力
」
と
題
し
講
演
を

行
っ
た
。
会
場
に
は
定
員
に
倍
す
る
聴

衆
が
訪
れ
、
講
演
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。

　

講
演
に
先
立
っ
て
地
元
新
聞
社
の
取

材
に
応
じ
、
た
た
ら
製
鉄
が
盛
ん
だ
っ

た
鳥
取
・
島
根
両
県
の
日
本
刀
を
活
用

し
た
地
域
振
興
な
ど
に
つ
い
て
も
語
っ

た
。「
お
守
り
刀
の
需
要
も
あ
り
、
持

っ
て
い
る
こ
と
で
心
の
支
え
に

な
る
。
日
本
刀
フ
ァ
ン
が
多
い

外
国
か
ら
の
観
光
客
向
け
に
も

活
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」

と
提
案
し
た
。

　

高
岩
さ
ん
は
研
師
で
あ
っ

た
父
幸
吉
さ
ん
の
影
響
で
研

師
を
目
指
し
、
人
間
国
宝
の

藤
代
松
雄
氏
に
入
門
、
二
十
歳

代
で
独
立
し
、
昭
和
五
十
五
年

に
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

の
研
磨
技
術
発
表
会
無
鑑
査

に
認
定
さ
れ
た
。
平
成
十
八

年
に
は
英
文
版
の
〝THE ART 

OF JAPANESE SW
ORD 

POLISHING

〞
を
出
版
し
た
。
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催 事 情 報

　愛刀家の間ではよく知られながら、
これまでほとんど一般に見る機会が
少なかった珠玉の名刀コレクション、
この度東京で堂々公開！兵庫県西宮
市にある黒川古文化研究所は、東洋
古書画や考古遺物を多数所蔵し、そ
の研究で知られていますが、日本刀
についても国宝・重文を含む一大コ
レクションを有しています。その中
から、国宝「短刀　無銘（名物伏
見貞宗）」や重文「太刀　銘 国光」、
重文「太刀　銘 備前国長船住景光」
など平安から江戸時代までに作られ
た約30口の名刀を紹介します。また、
刀装具や武士の描いた絵画も併せ展
示し、武士たちが育んできた美意識
についても探ります。 
〈主な展示品〉（予定）
国宝　短刀　無銘（名物伏見貞宗）
国宝　短刀　銘 来国俊
重要文化財　刀　無銘（伝長谷部国重）
重要文化財　太刀　銘 備前国長船住景光

重要文化財　太刀　銘 国光
重要文化財　土屋安親　豊干禅師図鐔
岡本尚茂　鈍太郎図目貫
後藤一乗　瑞雲透鐔
会 期：６月１日㈭～８月４日㈮　月
曜休館。ただし７月17日は開館、
翌日休館

■泉屋博古館
　〒106-0032 東京都港区六本木１-５-１　☎03-5777-8600（ハローダイヤル）
　https://www.sen-oku.or.jp/tokyo/

名刀礼賛─もののふ達の美学

　江戸時代、横綱をはじめとする強
豪力士の中には、大名に抱えられ、
帯刀を許された者がいました。ブロ
マイドに相当する力士の錦絵には、
帯刀姿の力士を描くものが数多く存
在します。大相撲の世界において日
本刀は、力士の地位や権威を示す象
徴としての役割を果たしており、そ
の中には、歴代の横綱たちが土俵入
りに使用した太刀のように、当時の
名だたる刀匠によって製作されたも
のがありました。
　本展は、歴代の名横綱が所持した
太刀など、大相撲にゆかりのある日
本刀にスポットを当てながら、刀匠
の技術や刀剣美に加えて、これまで
紹介される機会の少なかった、相撲
における刀剣の意味や、横綱の歴史
に着目し、相撲文化の新たな一面を
知っていただきます。併せて、横綱
の化粧まわしや相撲絵など相撲関係
資料を紹介するとともに、大阪歴史
博物館が収集してきた大阪相撲に関
する資料も展示し、公益財団法人日
本相撲協会の源流の一つである大阪

ゆかりの相撲集団の歴史についても
触れる機会とします。
会 期：７月８日㈯～８月28日㈪　火
曜休館。ただし、８月15日は開館。

■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/

大相撲と日本刀

■森記念秋水美術館
　〒930-0066 富山市千石町１-３-６　☎076-425-5700
　http://www.mori-shusui-museum.jp/

日本刀物語
　昭和８年、「重要美術品等ノ保存
ニ関スル法律」は、日本の美術品が
海外へ流出することを防止する目的
で制定されました。その後、昭和25
年の文化財保護法の施行よって「重
要美術品」の認定は廃止されました
が、いまもってなお認定された美術
品は高く評価されています。

　今回の特別展では、「重要美術品」
に認定されている日本刀のみ約60振
を一堂に会し、認定の経緯を伝える
とともに、その作品の持つ力量や作
風、歴史などの物語を通して日本刀
の多彩で多面的な魅力を紹介しま
す。
会期：７月15日㈯～９月24日㈰

　本紙第31号（平成28年
９月15日発行）でも取り
上げたが、今年も熱田神
宮において刀剣並びに技
術奉納が執り行われる。
７月８～10日は刀剣鍛
錬、８月20日は研磨等技
術奉納である。
　今年は奉納の時期と合
わせて、当会20周年を記
念した企画展が、熱田神
宮宝物館との共催展とし
て開催される運びとなった。同展は、これまでに当会の奉納行事において奉
納された刀剣類を一堂に展示するとともに、歴代の奉納刀匠・技術奉納者が
最近製作した作品をそれぞれ１口展示することとなり、当会の歩みを振り返
り、各奉仕者の研鑽の成果を見ることのできるまたとない機会である。
会期：６月30日㈮～７月25日㈫ （大平将広）

■熱田神宮宝物館
　〒456-8585 愛知県名古屋市熱田区神宮１-１-１　☎052-671-0852
　https://www.atsutajingu.or.jp/jingu/bunkaden/treasure_guide.html

熱田神宮刀剣並びに技術奉納奉賛会二十周年記念展

江戸東京博物館の特別展会場を訪れた
井伊直虎役の柴咲コウさん。「刀が大好き
で、つい見入ってしまった」と語っていた。

　戦国時代、男の名で家督を
継いだ「おんな城主」井伊直
虎の波乱に満ちた生涯を軸
に、駿河の今川、甲斐の武田、
三河の徳川と３つの大国に囲
まれた遠江の領主井伊氏が、
繰り返される謀略や戦いの中
でどのように乱世を生き延び
たのか、同時代に生きた戦国
武将や周辺の人物を通して浮
き彫りにします。
　また、直虎に養育され、徳
川家康の家臣となった井伊直
政は、小牧・長久手の戦や関ヶ
原の戦などで武功を上げ、後
に「徳川四天王」と称される
ほど、家康の天下統一事業に
重要な役割を果たしました。
　直政の彦根藩井伊家創設に
至る道程を、井伊家に受け継
がれた貴重な美術品・古文書
などから紹介します。
会 期：７月４日㈫～８月６日
㈰　休館７月10日㈪・18日
㈫・24日㈪・31日㈪

■江戸東京博物館
　〒130-0015 東京都墨田区横網１-４-１　☎03-3626-9974
　https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

2017年NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」特別展 井伊直虎から直政へ

脇指 勝光宗光合作草壁打ち（重要文化財、東照宮所蔵）

『東京新聞』平成29年6月16日
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印刷／株式会社日刊企画

銀
座
長
州
屋

株
式
会
社  

眞 

玄 

堂

〒
１
０
１
–
０
０
４
４

東
京
都
千
代
田
区
鍛
冶
町
１
–
７
–
17

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
２
５
２
–
７
８
４
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
２
５
１
–
１
４
１
９

千
葉
県
野
田
市
清
水
１
９
９
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
４
–
７
１
２
２
–
１
１
２
２

メ
ー
ル
　info@

touken-m
atsum

oto.jp

松 

本  

富 

夫

松 

本  

義 

行

株
式
会
社 

美
術
刀
剣
松
本

茨
城
県
下
妻
市
下
妻
乙
１
７
２
の
５

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
２
９
６
–
４
４
–
２
６
４
３

赤
荻
刀
剣
店

赤  

荻     

稔

つ
る
ぎ
の
屋

冥 

賀  

吉 

也

冥 

賀  

亮 

典

東
京
都
北
区
西
ヶ
原
４
–
35
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
５
７
６
–
１
７
５
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
５
７
６
–
８
４
１
９

奈
良
県
無
形
文
化
財
保
持
者

〒
６
３
３
–
０
０
７
３

奈
良
県
桜
井
市
大
字
茅
原
２
２
８
–
８

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
７
４
４
–
４
３
–
７
３
３
０

　
　
　
　
　
記
念
館
　
４
２
–
３
２
３
０

月 

山  

貞 

利

や
し
ま東

京
都
西
東
京
市
柳
沢
６
–
８
–
10

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
４
２
–
４
６
３
–
５
３
１
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
４
２
–
４
６
３
–
７
９
５
５

齋 

藤  

雅 
稔

や
し
ま東

京
都
西
東
京
市
柳
沢
６
–
８
–
10

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
４
２
–
４
６
３
–
５
３
１
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
４
２
–
４
６
３
–
７
９
５
５

齋 
藤  

　 久

㈱
日
本
刀
剣

〒
１
０
５
–
０
０
０
１

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
３
–
８
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
４
３
４
–
４
３
２
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
４
３
４
–
４
３
２
４

伊 

波  

賢 

一

甲
冑・刀
剣・刀
装
具 

福
隆
美
術
工
芸

東
京
都
中
央
区
銀
座
２
–
11
–
４

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
５
４
１
–
８
２
０
９

綱 

取  

譲 

一

銀
座 

丸
英

東
京
都
中
央
区
銀
座
７
–
13
–
22 

友
野
ビ
ル
１
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
６
２
６
４
–
０
７
３
９

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　https://m

aruhidetouken.com

瀬 

下  

昌 

彦

拵
合
せ
致
し
ま
す

〒
１
６
０
–
０
０
０
２

東
京
都
新
宿
区
四
谷
坂
町
６
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
３
５
３
–
８
８
１
０

水
野 
美
行

日
本
刀
鞘
師

株
式
会
社 

刀
剣
柴
田

〒
１
０
４
–
０
０
６
１
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
５
–
６
–
８

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
５
７
３
–
２
８
０
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
５
７
３
–
２
８
０
４

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.tokensibata.co.jp

柴 

田  

光 

隆

飯
田
高
遠
堂

東
京
都
新
宿
区
下
落
合
３
–
17
–
33

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
９
５
１
–
３
３
１
２

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.iidakoendo.com

飯
田 

慶
雄

代
表
取
締
役

田
澤 

二
郎

代
表
取
締
役

〒
１
６
０
–
８
３
２
１

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
１
–
１
–
４

京
王
百
貨
店 

新
宿
店
６
階 

刀
剣
サ
ロ
ン

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
５
３
２
１
–
５
３
０
１（
直
通
）

刀
剣
・
古
美
術
・
古
書
画

㈱ 

日 

宝

〒
１
３
５
–
０
０
４
５

東
京
都
江
東
区
古
石
場
１
–
２
–
７

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
６
４
３
–
３
２
２
８

臼 

木  

良 

彦

刀
剣
研
師

岡
山
県
岡
山
市
北
区
柳
町
１
–
４
–
８
–
２
Ｆ

　
　
　
　
　
　
　
み
の
る
ガ
ー
デ
ン
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
５
３
５
０
–
８
５
１
３

携
帯
　
０
９
０
–
３
３
１
５
–
１
９
７
９

西
日
本
甲
冑
交
換
会

出
品
随
時
受
付
中

日
本
刀
籏
谷

籏
谷 

大
輔

事務局
毎月20日開催

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
２
–
20
–
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
博
多
ビ
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
５
３
５
０
–
８
５
１
３

携
帯
　
０
９
０
–
３
３
１
５
–
１
９
７
９

九
州
刀
剣
会
出
品
随
時

受
付
中

日
本
刀
籏
谷

籏
谷 

大
輔

事務局
毎月11日開催

中
央
区
銀
座
５
–
１
　
銀
座
フ
ァ
イ
ブ
２
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
５
５
８
–
８
０
０
１

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.seiyudo.com

東
京
都
葛
飾
区
青
戸
４
–
28
–
５
–
１
４
０
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
０
–
２
６
３
０
–
０
０
７
７

美
術
刀
剣永 

楽 

堂

刀
剣
の
店

岡
山
市
北
区
田
町
１
–
１
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
８
６
–
２
２
７
–
４
１
８
８

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.t-touken.com

玉
山
名
史
刀

玉
山 

祐
司
・
真
敏

〒
１
０
４
–
０
０
６
１

東
京
都
中
央
区
銀
座
６
–
７
–
16 

岩
月
ビ
ル
２
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
２
８
９
–
１
３
６
６

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
２
８
９
–
１
３
６
７

メ
ー
ル
　taibundo@

herb.ocn.ne.jp

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　https://w

w
w
.taibundo.com

銀
座
日
本
刀
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

泰
文
堂

川 

島  

貴 

敏

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
２
–
４
–
13 

石
垣
ビ
ル
B1

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
５
２
９
７
–
８
１
４
４

株
式
会
社 

舟
山
堂

稲 

留  

修 

一

〒
０
６
０
–
０
０
５
３

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
三
条
東
１
–
６

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
１
１
–
２
５
１
–
７
６
５
２

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
１
１
–
２
５
１
–
１
７
８
８

札
幌 
横
山
美
術

横 
山  

忠 

司

〒
１
１
３
–
０
０
３
４

文
京
区
湯
島
１
–
２
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
８
０
–
５
４
７
３
–
０
０
５
５

研
誠
堂

石 

塚  

孝 

夫

銀
座
　盛
光
堂

東
京
都
中
央
区
銀
座
８
–
11
–
14 

盛
光
堂
ビ
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
５
６
９
–
２
２
５
１
㈹

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.ginzaseikodo.com

齋  

藤     

恒

刀
剣・小
道
具・甲
冑
、売
買
、工
作
及
び
相
談
承
り
ま
す
。

株
式
会
社 
む
さ
し
屋

〒
５
９
０
–
０
０
２
５
　
大
阪
府
堺
市
堺
区
向
陵
東
町
１
–
２
–
19

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
７
２
–
２
５
１
–
８
６
０
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
７
２
–
２
５
７
–
２
８
８
５

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.m
usasiya.co.jp

猿
田 

慎
男

代
表
取
締
役

武
蔵
国
一の
宮・美
術
刀
剣・骨
董
品・居
合
道・古
式
銃
専
門
店

有
限
会
社 

清
水
商
会

〒
３
３
０
–
０
８
０
２
　
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
宮
町
３
–
７

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
４
８
–
６
４
４
–
３
４
７
７

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
４
８
–
６
４
７
–
７
４
３
４

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.surplusleopard.com

/

清
水 

敏
行

代
表
取
締
役

刀
　剣

古
美
術

飯 

塚
〒
３
３
７
–
０
０
１
５

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
蓮
沼
１
０
０
４
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
４
８
–
６
８
８
–
２
０
０
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
４
８
–
６
８
８
–
２
０
０
２

飯 

塚  

賢 

路

東
京
都
中
野
区
本
町
４
–
45
–
10

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
３
８
１
–
３
０
７
１

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.shoubudou.co.jp

服
部
美
術
店

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
３
–
５
–
12
・
２
Ｆ

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
２
７
４
–
５
１
７
０

も
ち
だ
美
術

さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
１
–
９
–
４
–
４
４
７

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
４
８
–
８
５
５
–
４
７
９
２

持 

田  

具 

宏

㈱
晴
雅
堂
清
水

〒
１
１
１
–
０
０
３
２
　
台
東
区
浅
草
２
–
30
–
11

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
８
４
２
–
３
７
７
７

浅
草
観
音
裏

　
美
術
・
骨
董
・
書
画
・
工
芸
・
刀
剣
・
鎧

58.2530.8124

山
城
屋東

京
都
豊
島
区
巣
鴨
１
–
21
–
８

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
９
４
２
–
２
７
０
１

嶋 

田  

伸 

夫

一
般
社
団
法
人

刀
剣
鑑
定
書
発
行
業
務

〒
７
１
０
–
１
１
０
１

岡
山
県
倉
敷
市
茶
屋
町
１
７
３

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
８
６
–
４
２
０
–
０
０
６
６

倉
敷
刀
剣
美
術
館

佐 

藤  

均

理
事
長

古
名
刀
か
ら
現
代
刀
、御
刀
の
こ
と
な
ら
お
任
せ
く
だ
さ
い
！

東
京
都
北
区
滝
野
川
７
–
16
–
６

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
５
３
９
４
–
１
１
１
８

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
５
３
９
４
–
１
１
１
６

携
帯
　
０
９
０
–
８
８
４
５
–
２
２
２
２

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.prem

i.co.jp

髙
島 

吉
童

代
表
者

刀
剣
・
書
画
・
骨
董

株
式
会
社
　和
敬
堂

新
潟
県
長
岡
市
柏
町
１
–
２
–
16

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
２
５
８
–
３
３
–
８
５
１
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
２
５
８
–
３
３
–
８
５
１
１

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.w
akeidou.com

土 

肥  

豊 

久

土 

肥  

富 

康

刀
剣
・
古
美
術 

宗
亨
庵

富
山
県
高
岡
市
江
尻
１
２
３
５
–
３

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
７
６
６
–
２
８
–
２
２
２
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
７
６
６
–
２
８
–
２
２
１
７

村  

中     

亨

日
本
刀
オ
ー
ク
シ
ョ
ン  

葵
美
術

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
４
–
22
–
11

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
３
７
５
–
５
５
５
３

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.aoijapan.jp

鶴 

田  

一 

成

瀬 

下  

明

代
表
取
締
役

株
式
会
社
　丸
英
刀
剣

栃
木
県
小
山
市
乙
女
３
–
７
–
30

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
２
８
５
–
４
５
–
０
１
５
８

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　https://刀

販
売
.com

美
術
刀
剣
・
刀
装
具
等
の
売
買
、加
工
承
り
ま
す

株
式
会
社
コ
レ
ク
ション
情
報

岐
阜
県
岐
阜
市
茜
部
本
郷
１
–
49

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
５
８
–
２
７
４
–
１
９
６
０

Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.sam
urai-nippon.net

村
上 
和
比
子

代
表
取
締
役
社
長

東
京
都
大
田
区
東
雪
谷
２
–
28
–
10

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
７
２
８
–
３
３
２
３

株
式
会
社 

金
丸
刀
剣
店

金 

丸  

一 

三

小
暮 

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

〒
５
２
９
–
１
３
１
５

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
沓
掛
80
–
１

電
話
　
０
７
４
９
–
４
２
–
５
１
０
６

携
帯
　
０
９
０
–
３
１
６
２
–
７
６
４
１

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

刀
剣
・
小
道
具
・
鎧

刀
剣
杉
田

豊
島
区
池
袋
２
–
49
–
５

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
９
８
０
–
１
４
６
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
３
–
３
９
８
０
–
１
４
６
３

メ
ー
ル
　info@

token-net.com

杉
田 

侑
司

代
表

生
き
た
研
ぎ
を
し
た
い

福
岡
市
博
多
区
東
雲
町
１
–
４
–
15

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
９
２
–
５
８
１
–
１
７
２
８

黒 

田  

守 

寿

刀
剣
研
師

刀
剣
鞘
師
・
御
拵
一
式
・
修
理
・
白
鞘

〒
１
７
０
–
０
０
１
２

東
京
都
豊
島
区
上
池
袋
１
–
13
–
12

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
３
–
３
９
１
７
–
１
８
４
２

廣 

井  

章 

久

木
村
美
術
刀
剣
店

群
馬
県
高
崎
市
萩
原
町
４
８
４
–
１
０

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
２
７
–
３
５
２
–
１
５
９
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
２
７
–
３
５
２
–
１
５
９
１

木 

村  

義 

治

平成29年（2017）盛夏　暑中お見舞い申し上げます 掲載は申し込み順です


