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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。

　

安
田
庭
園
の
長
い
塀
を
過
ぎ
る

と
、
い
か
に
も
博
物
館
と
い
う
感
じ

の
新
し
い
建
物
が
目
に
飛
び
込
ん
で

き
ま
し
た
。
駅
か
ら
徒
歩
五
、六
分

の
距
離
で
す
。
代
々
木
の
時
よ
り
も

わ
か
り
や
す
く
、
外
国
人
の
来
館
者

の
激
増
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

安
田
庭
園
の
由
緒
に
つ
い
て
は
既

に
多
く
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

協
会
の
新
住
所
名
は
興
味
を
引
き
ま

す
。
墨
田
区
横よ

こ

網あ
み

で
あ
り
、
大
相
撲

の
街
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
横
綱
」
で

は
な
い
そ
う
で
す
。

　

新
刀
剣
博
物
館
は
石
目
地
肌
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
直
線
と

曲
面
を
構
成
し
て
お

り
、
上
部
に
ド
ー
ム
状

の
構
造
物
が
あ
り
、
旧

博
物
館
と
は
趣
が
か
な

り
異
な
り
ま
す
。
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
は
広
々
と
し

て
い
て
、
観
光
バ
ス
用

の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。
建
物
入
り
口

の
自
動
ド
ア
は
二
重
に

な
っ
て
い
て
デ
パ
ー
ト
か
シ
テ
ィ
ホ

テ
ル
の
よ
う
で
す
が
、
博
物
館
な
の

で
空
調
に
は
と
り
わ
け
配
慮
し
て
い

る
こ
と
が
感
じ
取
れ
ま
し
た
。

　

入
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
、
本
間

薫
山
先
生
と
佐
藤
寒
山
先
生
の
胸
像

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
ま
ず
一

礼
。
そ
こ
に
柴
原
勤
専
務
理
事
・
飯

田
俊
久
事
務
局
長
の
お
二
方
が
お
い

で
に
な
り
、
一
階
フ
ロ
ア
構
成
の
ご

説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

安
田
庭
園
全
体
が
墨
田
区
の
所
有

地
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
階
に

は
だ
れ
で
も
自
由
に
出
入
り
で
き
る

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
、
区

の
告
知
コ
ー
ナ
ー
も
設
置
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
講
堂
が
半

円
形
に
な
っ
て
、
以
前
よ
り
や
や
狭

く
感
じ
ま
し
た
。
審
査
物
件
が
多
い

時
は
受
付
が
二
階
で
は
な
く
、
こ
の

一
階
講
堂
で
行
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

　

二
階
か
ら
上
は
柴
原
専
務
理
事
に

ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。事
務
所
ス

ペ
ー
ス
は
広
々
と
し
て
、窓
か
ら
の
眺

望
も
素
晴
ら
し
く
、開
放
感
が
あ
り
ま

す
。会
長
室
・
資
料
室
・
書
庫
・
審
査
室
・

撮
影
室
も
二
階
で
す
。エ
レ
ベ
ー
タ
は

来
客
用
と
業
務
用
が
あ
り
ま
し
た
。

　

三
階
に
案
内
し
て
い
た
だ
く
と
、

メ
イ
ン
の
刀
剣
展
示
室
は
来
春
の
オ

ー
プ
ン
に
向
け
て
施
工
の
真
っ
最
中

で
あ
り
、
入
り
口
か
ら
の
ぞ
く
だ
け

で
し
た
が
、
か
な
り
広
く
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。
三
階
の
展
示
ケ
ー
ス
を
使

用
す
る
前
に
は
厳
し
い
検
査
が
あ

り
、
そ
れ
に
合
格
し
な
い
と
使
用
で

き
な
い
た
め
、
壁
面
の
内
部
に
は
文

化
財
を
守
る
た
め
の
諸
設
備
が
施
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

三
階
か
ら
は
屋
上
庭
園
に
出
ら
れ

ま
す
。
眼
下
に
安
田
庭
園
が
広
が
り
、

京
都
の
名
勝
に
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

来
館
の
折
に
は
ぜ
ひ
立
ち
寄
り
た
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

新
し
い
役
員
室
で
柴
原
専
務
か
ら

新
築
と
移
転
に
ま
つ
わ
る
ご
苦
労
や

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伺
い
ま
し
た
。
墨
田

区
か
ら
提
示
さ
れ
た
最
初
の
移
転
先

候
補
地
が
、
道
路
反
対
側
の
首
都
高

速
の
す
ぐ
脇
だ
っ
た
こ
と
に
は
驚
か

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
場
所
と
は
雲

泥
の
差
で
す
か
ら
。

　

現
在
は
駅
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
安

田
庭
園
の
塀
の
外
側
を
歩
い
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
墨
田

区
の
配
慮
で
、
安
田
庭
園
の
中
を
通

っ
て
博
物
館
の
正
面
へ
出
ら
れ
る
よ

う
に
現
在
、
新
た
な
通
用
門
が
作
ら

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
博
物
館
見
学

が
先
か
、
そ
れ
と
も
庭
園
散
策
か
、

悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
は
近
隣
の
江
戸
東
京
博
物
館

や
、
す
み
だ
北
斎
美
術
館
と
合
同
で

の
三
館
巡
り
、
そ
れ
に
大
相
撲
と
の

コ
ラ
ボ
企
画
も
視
界
に
入
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。�
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秋
晴
れ
の
爽
や
か
な
一
日
、
そ
の

刀
剣
博
物
館
を
初
訪
問
す
る
た
め
、

清
水
理
事
長
・
嶋
田
専
務
理
事
と
Ｊ

Ｒ
両
国
駅
で
待
ち
合
わ
せ

ま
し
た
。

　

両
国
駅
は
山
手
線
の
多

く
の
駅
と
比
べ
る
と
、
静

か
で
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

が
あ
り
ま
す
。
大
相
撲
の

場
所
中
で
は
な
い
か
ら
、

と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
建
物
も
堅
牢
な
感

じ
で
、
現
在
使
わ
れ
な
い

で
封
鎖
し
て
あ
る
薄
暗
い

階
段
か
ら
は
、
総
武
本
線

の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の

か
つ
て
の
賑
わ
い
が
偲
ば

れ
ま
す
。

　

駅
を
出
て
右
手
に
進
む

と
、
す
ぐ
が
江
戸
東
京
博

物
館
、
次
が
大
相
撲
の
蔵

前
国
技
館
で
す
。
そ
の
日

は
何
と
外
国
の
ス
ポ
ー
ツ

カ
ー
の
シ
ョ
ー
が
開
催
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保

存
協
会
（
酒
井
忠
久
会
長
）
が
待
望

の
新
刀
剣
博
物
館
に
移
転
し
ま
し
た
。

日
刀
保
が
移
転
、新
築
成
っ
た

新
刀
剣
博
物
館
を
訪
ね
る

刀剣博物館にて。（左から）当組合・清水理事長、日刀保・柴原専務理事、当組合・服部副理事長、同・嶋田専務理事

新刀剣博物館（左）

広々とした１階のオープンスペース
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今
年
も
六
月
に
「
大
刀
剣
市
」
実
行

委
員
会
が
清
水
理
事
長
の
委
嘱
を
受
け

て
立
ち
上
が
り
、
七
月
か
ら
は
『
大
刀

剣
市
２
０
１
７
』
カ
タ
ロ
グ
の
制
作
が

始
ま
り
ま
し
た
。

　

参
加
す
る
各
店
か
ら
掲
載
す
る
商
品

が
寄
せ
ら
れ
、
ま
ず
は
写
真
撮
影
が
行

わ
れ
ま
す
。
昨
年
か
ら
は
組
合
が
集
荷

す
る
方
法
を
や
め
、
出
店
者
の
方
々
に

指
定
す
る
撮
影
会
場
へ
直
接
持
ち
込
ん

で
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
は
刀
装
・
刀
装
具
類
の
場
合
、

七
月
二
十
六
～
二
十
八
日
の
三
日
間
内

に
お
持
ち
い
た
だ
き
、
撮
影
終
了
後
に

お
持
ち
帰
り
願
い
ま
し
た
。
連
日
、
午

前
十
時
に
服
部
一
隆
さ
ん
に
会
場
を
開

け
て
い
た
だ
き
、
円
滑
な
撮
影
が
想
定

通
り
に
行
え
ま
し
た
。

　

高
価
な
掲
載
品
の
取
り
扱
い
に
万
全

の
配
慮
を
し
な
が
ら
、
出
店
者
の
要
望

を
提
出
さ
れ
た
申
込
用
紙
で
確
認
し
ま

す
。
も
し
不
具
合
や
行
き
違
い
が
あ
っ

た
ら
、
大
変
な
ご
迷
惑
を
か
け
て
し
ま

い
ま
す
。
出
店
者
の
意
図
が
カ
メ
ラ
マ

ン
に
も
円
滑
に
伝
わ
る
よ
う
に
、
二
十

六
日
は
服
部
副
理
事
長
、
二
十
七
日
は

綱
取
常
務
理
事
、
二
十
八
日
は
筆
者
が

立
ち
会
い
ま
し
た
。

　

刀
剣
類
と
甲
冑
類
も
そ
れ
ぞ
れ
別
な

撮
影
会
場
で
、
期
日
を
設
け
出
店
者
が

直
接
予
約
し
た
上
で
持
参
し
、
引
き
取

っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
工
程
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

撮
影
が
無
事
に
終
了
し
た
後
、
八
月

七
日
に
カ
タ
ロ
グ
の
ペ
ー
ジ
割
付
を
行

い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
申
込
書
に
添
付
さ
れ
た
多

く
の
書
類
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

り
、
店
舗
ご
と
の
掲
載
品
の
点
数
と
ペ

ー
ジ
ご
と
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、
総
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
ま
す
。
必
ず
添
付
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
鑑
定
書
類
と
の
突
き
合

わ
せ
も
不
可
欠
で
す
。
そ
の

上
で
、
不
公
平
に
な
ら
な
い

よ
う
、
体
裁
上
の
要
素
も
勘

案
し
な
が
ら
、
掲
載
順
を
決

め
て
い
き
ま
す
。
ご
覧
い
た

だ
い
て
い
る
よ
う
に
、
今
年

の
カ
タ
ロ
グ
は
過
去
最
大
の

ボ
リ
ュ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
作
業
は
、
服
部
一
隆

さ
ん
・
冥
賀
亮
典
さ
ん
・
大

平
将
広
さ
ん
の
若
手
三
名
に

組
合
事
務
所
へ
お
い
で
い
た

だ
き
、
土
子
編
集
長
と
筆
者

も
参
加
し
て
行
い
ま
し
た
。

以
前
は
八
名
か
ら
十
名
ほ
ど

で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
は
日
ご
ろ
か
ら
組
合
活
動

に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
若
手
三
名
の
テ
キ
パ
キ
と

し
た
仕
事
ぶ
り
も
あ
っ
て
、

順
当
に
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

編
集
作
業
を
経
て
、
初
校

は
九
月
十
一
日
に
同
美
印
刷
に
て
行

い
ま
し
た
。
参
加
し
た
の
は
、
土
子
編

集
長
・
冥
賀
理
事
・
生
野
理
事
・
松
本
理

事
・
服
部
一
隆
さ
ん
・
冥
賀
亮
典
さ

ん
・
大
平
将
広
さ
ん
、
そ
れ
に
事
務
局

二
名
と
筆
者
の
計
十
名
で
す
。

　

こ
の
初
校
の
際
に
も
、
平
日
の
日
中

で
あ
り
な
が
ら
若
手
三
名
が
駆
け
つ
け

て
く
れ
ま
し
た
。
大
平
さ
ん
に
は
ほ
か

に
も
大
刀
剣
市
会
場
設
営
の
照
明
担
当

に
な
っ
て
も
ら
い
、
東
京
貸
物
社
と
折

衝
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

再
校
は
九
月
二
十
日
。
参
加
者
は
土

子
編
集
長
・
服
部
副
理
事
長
・
綱
取
常

務
理
事
・
藤
田
裕
介
さ
ん
・
筆
者
の
五

人
。
今
年
は
全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
の

代
表
幹
事
を
務
め
る
藤
田
さ
ん
で
す
が
、

多
忙
な
中
を
編
集
会
議
に
参
加
し
、
率

先
し
て
商
品
解
説
の
疑
わ
し
い
点
な
ど

を
指
摘
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

二
十
六
日
の
色
校
は
土
子
編
集
長
・

服
部
副
理
事
長
・
綱
取
常
務
理
事
・
冥

賀
理
事
・
持
田
理
事
・
冥
賀
亮
典
さ

ん
・
筆
者
の
七
人
で
行
い
、
二
十
九
日

の
最
終
校
は
土
子
編
集
長
・
清
水
理
事

長
・
服
部
副
理
事
長
・
筆
者
の
四
人
で

確
認
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
カ
タ
ロ
グ
の
制
作
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
大
刀
剣
市

実
行
委
員
に
は
ほ
か
に
も
若
い
組
合
員

が
、
多
く
を
語
ら
ず
黙
々
と
任
務
に
就

い
て
い
ま
す
。
会
場
設
営
・
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
・
財
務
・
広
告
・
防
犯
・
ク
レ
ジ

ッ
ト
・
重
文
室
企
画
・
諸
団
体
折
衝
な

ど
を
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

共
同
販
売
事
業
が
事
故
も
な
く
順
調

に
推
移
し
て
い
る
現
状
に
は
、
若
い
組

合
員
の
奉
仕
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
る

の
も
事
実
で
す
。
今
後
は
今
以
上
に
若

い
組
合
員
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き

な
が
ら
、
共
同
販
売
事
業
を
盛
り
立
て

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（「
大
刀
剣
市
」実
行
委
員
長･

嶋
田
伸
夫
）

事
例
⓳

　

先
日
、
お
客
さ
ま
か
ら
刀
を
購
入
し

登
録
証
の
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
登
録
証
に
県
名
が

未
記
載
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し

た
。
刀
に
は
保
存
刀
剣
の
鑑
定
書
が

あ
り
ま
す
が
、
県
名
の
欄
に
は
「
文
化

財
」
と
だ
け
記
載
さ
れ
、
ど
こ
で
登
録

さ
れ
た
の
も
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

お
客
さ
ま
に
も
聞
い
て
み
ま
し
た
が

経
緯
不
明
と
の
こ
と
な
の
で
、
当
店
で

登
録
証
を
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
地
元
の
群
馬
県
教
育
委
員
会
に

問
い
合
わ
せ
、
事
情
を
伝
え
た
と
こ

ろ
、
登
録
審
査
を
す
る
と
の
こ
と
。
そ

の
際
、
該
当
番
号
の
登
録
の
有
無
を
四

十
七
都
道
府
県
全
て
の
教
育
委
員
会
に

照
会
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ど
こ

に
も
一
致
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
群
馬
県
で
新
規

登
録
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

当
地
の
登
録
審
査
会
は
二
カ
月
に
一

度
の
た
め
、
相
応
の
時
間
は
要
し
ま
し

た
が
、
大
変
面
倒
な
処
理
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
丁
寧
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

ほ
か
に
も
、
登
録
証
に
誤
字
・
脱
字

が
あ
る
場
合
な
ど
、
群
馬
県
教
育
委
員

会
に
は
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

毎
回
迅
速
な
対
応
を
し
て
い
た
だ
き
感

謝
し
て
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


イ
ベ
ン
ト
当
た
り
五
千
円
程
度
の
広
告

料
を
頂
き
ま
す
。
厳
し
い
予
算
の
中
、

こ
の
収
入
で
継
続
す
る
シ
ス
テ
ム
開
発

に
伴
う
費
用
を
賄
う
予
定
で
す
。

　

限
ら
れ
た
予
算
と
人
材
の
中
、
開
発

の
継
続
に
は
困
難
が
伴
い
ま
す
が
、
Ｉ

Ｔ
社
会
と
な
っ
た
今
日
、
ア
ナ
ロ
グ
や

旧
式
の
ま
ま
で
は
情
報
の
対
応
に
不
便

を
伴
い
か
ね
ま
せ
ん
。
組
合
Ｈ
Ｐ
は
そ

れ
に
対
応
す
る
べ
く
、
組
合
紙
『
刀
剣

界
』
と
と
も
に
、
組
合
員
に
と
っ
て
の

情
報
発
信
源
を
担
え
る
よ
う
に
な
れ
ば

と
希
望
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
組
合
Ｈ
Ｐ
の
あ
り
方
や
運
営

の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
組
合
員
の
皆

さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
反
映
し
、
閲
覧

者
数
も
多
い
、
よ
り
魅
力
あ
る
も
の
を

作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
委
員
会
）

●
本
紙
前
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
組

合
創
立
三
十
周
年
記
念
祝
賀
会
に
つ
き

ま
し
て
は
、
そ
の
後
の
事
情
に
よ
り
延

期
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、
な
に

と
ぞ
ご
猶
予
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

お
知
ら
せ

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
し
た

　

こ
の
ほ
ど
、
当
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
以
下
「
組
合
Ｈ
Ｐ
」）
が
デ
ザ
イ
ン

を
一
新
し
、
機
能
を
充
実
さ
せ
て
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

　

組
合
Ｈ
Ｐ
は
六
年
前
に
初
め
て
開
設

さ
れ
ま
し
た
が
、
従
来
は
情
報
の
更
新

が
十
分
と
は
言
え
ず
、
閲
覧
数
も
あ
ま

り
多
い
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
後
は
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

外
部
に
頼
る
こ
と
な
く
自
身
で
情
報
の

更
新
が
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
組

合
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
追
加
入
力

や
記
載
内
容
の
変
更
、『
刀
剣
界
』
の
最

新
号
ア
ッ
プ
が
容
易
に
な
り
、
更
新
頻

度
が
格
段
に
増
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
新
た
な
掲
載
項
目
を
加
え
、
よ
り

情
報
の
発
信
度
合
い
を
高
め
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
組
合
員
が
開
催
す
る
全
国

の
展
示
即
売
会
を
掲
載
し
、
一
般
の
閲

覧
者
数
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
す
。

　

掲
載
す
る
に
は
、
年
内
は
お
試
し
期

間
に
て
無
料
で
す
が
、
来
年
以
後
は
一

■
全
刀
商
の
活
動
　「
大
刀
剣
市
」カ
タ
ロ
グ
編
集
委
員
会

若
手
委
員
の
活
躍
で
例
年
以
上
に
充
実

校正に取り組む委員の皆さん完成した『大刀剣市2017』

申
し
上
げ
ま
す
。

●
賛
助
会
員
に
新
規
加
入
の
お
申
し
込

み
を
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
は
、受
付
の
手
続

き
は
完
了
し
て
お
り
ま
す
が
、
賦
課
金

（
会
費
）の
ご
請
求
は
来
年
四
月
か
ら
の

　
「
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
ゆ
る
「
種
の

保
存
法
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、

今
年
六
月
に
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い

て
経
済
産
業
省
生
活
製
品
課
の
担
当
者

二
名
に
よ
り
説
明
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
の
進
捗
状
況
報
告
会
が
去
る
九
月
二

十
六
日
、
全
国
美
術
商
連
合
会
（
全
美

連
）
と
当
組
合
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。

　

環
境
省
も
関
わ
る
同
法
は
、
詳
細
が

ま
だ
定
ま
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
改

正
法
は
第
一
九
三
回
国
会
で
成
立
し
、

本
年
六
月
二
日
に
公
布
さ
れ
て
お
り
、

公
布
日
か
ら
一
年
以
内
、
す
な
わ
ち
平

成
三
十
年
六
月
一
日
ま
で
に
施
行
さ
れ

る
こ
と
が
既
に
決
定
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
同
法
の
お
さ
ら
い
を
す
る
と
、

い
わ
ゆ
る
絶
滅
危
惧
種
の
野
生
動
植
物

の
保
存
を
図
り
、
生
物
の
多
様
性
と
良

好
な
自
然
環
境
を
保
つ
た
め
の
法
で
あ

る
。特
に
規
制
対
象
の
一
つ「
象
牙
」は
、

国
内
取
引
を
厳
格
に
管
理
す
る
必
要
が

あ
る
。
結
果
と
し
て
、
日
本
は
「
入
れ

ず
、
出
さ
ず
」、
流
通
チ
ャ
ネ
ル
で
は
な

い
こ
と
を
世
界
に
示
す
こ
と
に
な
る
。

　

昨
年
一
月
十
二
日
の
『
日
本
経
済
新

聞
』
電
子
版
に
よ
る
と
、
米
国
の
環
境

保
護
団
体
が
か
つ
て
日
本
の
業
者
へ
匿

名
で
無
登
録
全
形
牙
の
扱
い
を
投
げ
か

け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
意
識
が
徹
底
し
な

い
業
者
が
散
見
さ
れ
た
と
の
報
告
が
あ

っ
た
と
い
う
。

新
年
度
か
ら
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
の
間
、
本
紙
の
ご
送
付
等
の
サ
ー

ビ
ス
は
継
続
し
ま
す
。
な
お
、
賛
助
会

員
の
新
規
加
入
申
し
込
み
は
引
き
続
き

お
受
け
い
た
し
ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
必
要
で

あ
る
の
か
。

◎
特
定
国
際
種
事
業
の
届
け
出
を
確
認

す
る

　

既
に
届
け
出
済
み
の
事
業
者
で
あ
れ

ば
、
手
続
き
・
手
数
料
な
く
自
動
的
に

特
別
国
際
種
事
業
者
と
な
る
の
で
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
早
め
の
届
け
出
を
勧
め

る
。
カ
ッ
ト
ピ
ー
ス
を
含
む
象
牙
製
品

の
扱
い
は
、
引
き
続
き
台
帳
に
記
載
す

る
が
、
一
定
の
大
き
さ
以
上
の
カ
ッ
ト

ピ
ー
ス
や
製
品
に
は
、
管
理
票
を
作
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
法
改
正
施
行
後
の
登
録
更
新

手
続
き
に
は
、
政
令
で
定
め
ら
れ
る
手

数
料
が
発
生
す
る
。
さ
ら
に
、
現
行
法

の
事
業
届
け
出
は
無
料
だ
が
、
改
正
法

施
行
後
の
新
規
登
録
に
は
別
途
登
録
免

許
税
九
万
円
が
か
か
る
。
ま
た
、
先
出

の
匿
名
調
査
で
は
な
い
が
、
無
登
録
全

形
牙
の
取
引
は
、
種
の
保
存
法
に
よ
り

厳
し
い
罰
則
が
科
さ
れ
る
こ
と
を
、
あ

ら
た
め
て
注
意
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
組
合
員
の
皆
さ
ん
は
お
客
さ

ま
か
ら
全
形
牙
に
つ
い
て
相
談
を
受
け

た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

平
成
三
十
一
年
夏
か
ら
書
類
審
査
が

厳
し
く
な
る
予
定
の
よ
う
だ
が
、
環
境

省
で
は
現
在
、
国
内
の
全
形
牙
量
把
握

を
進
め
て
い
る
の
で
、
象
牙
在
庫
把
握

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局
（
〇
三-

六
六

五
九-

四
六
六
〇
）
へ
の
相
談
を
お
勧

め
す
る
。　

届
け
出
済
み
業
者
の
方
は
、

二
年
ご
と
の
事
業
報
告
提
出

依
頼
が
郵
送
さ
れ
て
い
た
と

思
う（
十
一
月
四
日
提
出
期

限
）が
、お
忘
れ
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
取
り
扱
い
や
在
庫

が
な
く
て
も
、
報
告
の
提
出

義
務
が
あ
る
。�（
伊
波
賢
一
）

「
種
の
保
存
法
」改
正
の
中
間
報
告 

施
行
前
に
早
め
の
対
応
を
！

環境省のキャンペーンポスター
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今
回
ご
紹
介
す
る
品
物
は
、
買
い
出

し
品
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。

　

買
い
出
し
屋
さ
ん
か
ら
「
刀
が
あ
る

ん
や
け
ど
、
買こ

う
て
ん
か
ー
」
と
、
い

つ
も
の
よ
う
に
関
西
弁
の
軽
い
口
調
で

お
誘
い
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
ち
ら
も

「
い
い
で
す
よ
ー
」
と
軽
く
答
え
、
早

速
行
っ
て
み
ま
す
。

　

刀
・
脇
指
・
短
刀
が
そ
れ
ぞ
れ
一
口

ず
つ
あ
り
ま
し
た
が
、
中
で
も
短
刀
に

惹
か
れ
ま
し
た
。

　
「
奉
命�

祐
光
造
／
明
治
三
年
二
月
日
」

と
銘
が
あ
り
、
水
戸
の
作
だ
と
は
わ
か

り
ま
し
た
が
、
立
派
な
小
さ
刀
拵
が
付

い
て
い
ま
す
。
鉄
地
の
縁
頭
・
鐔
・
鐺こ

じ
り

に
抱
花
杏
葉
の
家
紋
が
入
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
鉄
地
の
龍
図
の
二
所
が
配
さ

れ
、
栗
形
が
取
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
以

外
は
完
全
な
姿
で
す
。

　

早
速
、
在
銘
か
否
か
を
確
認
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
二
所
は
無
銘
、
柄

前
を
外
し
て
縁
頭
を
拝
見
す
る
と
、
こ

れ
も
無
銘
。
縁
に
銘
が
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
鐔
も
無
銘
だ
ろ
う
と
い
う
小
生

の
勝
手
な
予
想
と
い
う
よ
り
は
、
皆
さ

ん
も
大
体
そ
う
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
小
さ
刀
拵
付
き
の

祐
光
短
刀
を
他
の
二
口
と
と
も
に
、
お

互
い
の
納
得
す
る
値
付
け
で
買
っ
て
き

ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
一
週
間
ほ
ど
た
っ
て
、
買

い
出
し
た
刀
を
あ
ら
た
め
て
鑑
賞
し
て

い
る
と
、
小
さ
刀
拵
の
鐔
に
銘
が
あ
る

の
を
発
見
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
応
、

買
い
出
し
屋
さ
ん
に
断
っ
て
お
こ
う
と
、

鐔
が
在
銘
だ
っ
た
こ
と
を
電
話
で
伝
え

る
と
、「
え
え
わ
、
え
え
わ
、
次
も
買

う
て
や
ー
」
と
ま
た
も
関
西
弁
の
軽
い

口
調
で
応
じ
て
く
れ
た
の
で
助
か
り
ま

し
た
。

　

そ
の
鐔
の
銘
に
は
「
海
野
基も

と
ひ
ら平

」
と

あ
り
、
海
野
な
ら
勝
珉
の
一
族
か
な
、

そ
れ
に
し
て
も
聞
か
な
い
名
前
だ
な
と

思
い
若
山
泡
沫
編
『
刀
装
金
工
事
典
』

を
開
い
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
あ
り

ま
し
た
。

　
「
基
平　

海
野
氏
。
勝
珉
の
若
銘
。
藻

税
軒
基
平（
花
押
）と
銘
し
、
蟻
通
、
鬼

面
、
唐
人
物
の
鐔
、
小
柄
、
縁
頭
を
高
彫

色
絵
の
堅
実
な
工
法
で
彫
る
。
良
工
。」

　

何
と
勝
珉
の
若

銘
！　

勝
珉
を
引

い
て
み
る
と
、明
治

四
年
に
東
京
に
出

て
き
て
、宗
珉
に
も

勝
る
工
人
に
な
ろ

う
と
志
し
、
勝
珉

に
改
銘
し
た
と
い

う
。
な
る
ほ
ど
、
こ

の
短
刀
の
年
紀
は

明
治
三
年
。基
平
は

こ
の
金
具
を
製
作

し
た
翌
年
、勝
珉
を

名
乗
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
が
出
会
っ
た
珍
品･

逸
品

持
田 

具
宏

抱だ
き

花は
な

杏ぎ
ょ
う

葉よ
う

紋も
ん

散ち
ら
し

図ず

鐔つ
ば

　
銘 

海
野
基
平（
花
押
）

�

天
地
五
〇
㎜

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
銀座日本刀ミュージアム

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

［問１］　登録証原物ではなく写しを付帯して研磨を依
頼したが、問題はないか。正しいものを下から選び
なさい。

①原物紛失の恐れがあるので、写しでやむを得ない
②登録証は刀剣類とともに移動しなければならない

［問２］　刀剣類を新たに購入したとき、何日以内に所
有者変更をしなければならないか。次の中から正し
いものを選びなさい。

①14日　　②20日

［問３］　品触れを受けたときは、当該品触れに係る書
面に到達の日付を記載し、その日からこれを保存し
なければならないが、その期間はどれだけか。次の
中から正しいものを選びなさい。

①６カ月間　　②１カ月間

［問４］　「応永備前の三光」と言われる刀工で正しい
のはどちらですか。

①盛光、康光、師光　　②盛光、康光、景光

［問５］　江戸時代初期に流行した身幅が広く切先延
び、やや長寸の姿の刀を何と言うか。次の中から正
しいものを選びなさい。

①慶長新刀　　②寛文新刀

［問６］　大和五派の中で最も柾目肌が強いのは次のい
ずれの流派か。正しいものを選びなさい。

①保昌　　②尻懸

［問７］　金・銀などの色金を薄くかぶせ、蠟付けして
押さえた彫金技法を何と言うか。次の中から正しい
ものを選びなさい。

①鍍金　　②うっとり色絵

［問８］　江戸時代中期から後期にかけて栄え、代々の
嫡流が味墨の号を用いた金工一派は何家か。次の中
から正しいものを選びなさい。

①浜野家　　②菊岡家

［問９］　最前線で戦った足軽たちの仏胴具足には、一目
でその所属がわかるデザインが大きく施されている。

「大一大万大吉」と漢字で書かれているのはどの戦国
大名の所属か。次の中から正しいものを選びなさい。

①石田氏　　②明智氏

［問10］　たたら操業を行う長を「村上」と言う。○か
×か。

［問11］　日本刀の製作に使用する炭は、主にカラマツ
を焼いたものを使用する。○か×か？

［問12］　棒樋が茎の先まで彫ってある場合、それを何
と言うか。次の中から正しいものを選びなさい。

①掻き通し　　②掻き流し

［問13］　日本刀の下地研ぎとはどの段階を指すか。次
の中から正しいものを選びなさい。

①金剛砥（形の成形）から細名倉砥（運び研ぎ）まで
②金剛砥（形の成形）から内曇砥（刃砥・地砥）まで

［問14］　白鞘に使われる材料は主に何の木か。次の中
から正しいものを選びなさい。

①樫　　②朴　　③桜　　④欅

［問15］　やすりで鎺
はばき

の形を整えた後に炭研ぎをする
が、その材料は何か。次の中から正しいものを選び
なさい。

①朴炭や桐炭　　②松炭や備長炭
� （正解は下段欄外）

「 刀 剣 評 価 鑑 定 士 」 試 験 問 題 例 ③

正 解 ［問１］②　［問２］②　［問３］①　［問４］①　［問５］①　［問６］①　［問７］②　［問８］①　
［問９］①　［問10］×　［問11］×　［問12］①　［問13］②　［問14］②　［問15］①

大刀剣市「西郷隆盛とその時代の刀工達」展　出品目録
太刀　銘�包永（西郷隆盛）
短刀　銘�村正（西郷隆盛）
刀 　　�金象嵌銘�志津（西郷隆盛）

脇差　銘�信國　應永四年二月十六日（西郷隆盛）
太刀　銘�定利（桐野利秋）
短刀　銘�薩州住藤原正房（村田新八）
刀 　銘�肥前國住近江大掾藤原忠廣（奈良原喜左衛門）
刀 　銘��（一葉葵紋）玉置主馬首藤原朝臣一平安代

　　　　�享保九年於薩刕給黎郡作之（島津継豊→近衛家久）
刀 　銘��（一葉葵紋）宮原主水正藤原朝臣正清

　　　　�享保九年二月（島津継豊→近衛家久）
刀 　銘�肥前國忠吉　慶長六年八月吉日（勝海舟）

短刀　銘�新藤五國光（佐久間象山）

刀 　�銘�村正（有栖川宮熾仁親王）
松竹梅�に鶏図大小鐔　銘�知識兼置（花押）（上級薩摩藩士

所用）
朱漆塗鞘薩摩半太刀大小拵（上級薩摩藩士佩用）
朱霞塗鞘薩摩大小拵（上級薩摩藩士佩用）
錦包鞘薩摩打刀拵（調所広郷）
朱鞘薩摩打刀拵（島津分家旧像）
黒蠟色塗鞘薩摩打刀拵（薩摩武士佩用）
〈特別展示〉
太刀　�銘�大阪住髙橋信秀八十四歳謹鍛　昭和三年月日　

為御大典記念（金梨地五三桐紋金蒔絵鞘衛府太刀拵）
　　　（ロシア・プーチン大統領→安倍晋三内閣総理大臣）

９月１日　銀座刀剣倶楽部会場にて『刀剣界』第37号編集委員会
（再校）・「刀剣評価鑑定士」実行委員会を開催。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・
冥賀理事・持田理事・深海相談役・土子民夫氏・棟方武城氏（（一
社）日本甲冑武具研究保存会）・阿部一紀氏（（公財）日本刀文
化振興協会）

４日　組合事務所において「大刀剣市」の広告掲載について打ち
合わせ。出席者、松本氏（産経新聞社）・伊波副理事長・嶋田
専務理事

11日　同美印刷において「大刀剣市」カタログ初校。出席者、嶋
田専務理事・生野理事・松本理事・冥賀理事・大平将広氏・服
部一隆氏・冥賀亮典氏・土子氏・事務局（有山・濵﨑）

14日　福隆美術工芸において『刀剣界』第37号編集委員会を開催
（念校）。出席者、服部副理事長・綱取常務理事・深海相談役・
土子氏

16日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第38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・佐
藤常務理事・綱取常務理事・飯田理事・大平理事・木村理事・生
野理事・冥賀理事・吉井理事・赤荻監事・深海相談役・土子氏

17日　東京美術倶楽部において組合交換会を開催。出席者50名、
出来高9,253,500円

17日　東京美術倶楽部において第４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・生野理事・瀬下理事・松本理事・冥賀理事・吉井理
事・大西監事

20日　同美印刷において「大刀剣市」カタログ再校。出席者、服部
副理事長・嶋田専務理事・綱取常務理事・藤田裕介氏・土子氏

26日　同美印刷において「大刀剣市」カタログ色校。出席者、服
部副理事長・嶋田専務理事・冥賀理事・持田理事・土子氏

29日　刀剣博物館を取材するため公益財団法人日本美術刀剣保存
協会を清水理事長・服部副理事長・嶋田専務理事が訪問

29日　同美印刷において「大刀剣市」カタログ念校。出席者、清
水理事長・服部副理事長・嶋田専務理事・土子氏

10月１日　銀座刀剣倶楽部会場にて理事懇談会を開催。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・大平理事・木村理事・猿
田理事・瀬下理事・冥賀理事・持田理事・吉井理事・大西監事

17日　東京美術倶楽部において組合交換会を開催。出席者45名、
出来高12,827,000円

17日　東京美術倶楽部において第５回理事会を開催。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・大平理事・木村理事・猿
田理事・瀬下理事・松本理事・冥賀理事・持田理事・吉井理事・
大西監事

17日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第38号編集委員会を開
催（初校）。出席者、清水理事長・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・松本理事・冥
賀理事・持田理事・吉井理事・土子氏

18日　清水理事長と嶋田専務理事が全国中小企業団体中央会を訪問
18日　｢大刀剣市」カタログが入荷
19日　古物講習会に事務局濵﨑氏が参加

組合こよみ（平成29年9～10月）
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ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
砥
石
を
薄
く
し
た

り
平
ら
に
し
た
り
な
ど
の
お
手
伝
い
を

し
た
り
、水
を
張
っ
て
あ
る
砥
石
の
桶
の

底
か
ら
泡
が
ブ
ク
ブ
ク
と
出
て
い
た
の

で
何
だ
ろ
う
と
ジ
ー
っ
と
見
て
い
た
ら
蛙

が
飛
び
出
し
て
き
て
ビ
ッ
ク
リ
し
た
り
、

今
と
な
れ
ば
と
て
も
良
い
思
い
出
で
す
。

　

本
格
的
に
仕
事
と
し
て
意
識
し
出
し

た
の
は
、
大
学
生
の
夏
休
み
に
研
ぎ
の

初
歩
的
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と

き
で
す
。
初
め
て
の
刀
の
研
磨
な
の
で
、

と
て
も
緊
張
し
た
こ
と
を
今
で
も
よ
く

覚
え
て
い
ま
す
。

　

成
人
の
お
祝
い
で
も
ら
っ
た
鳳
凰
と

麒
麟
の
目
貫
の
彫
り
の
素
晴
し
さ
に
感

銘
を
受
け
、
刀
装
具
が
好
き
に
な
り
ま

し
た
。

　

市
場
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ま

だ
二
年
で
す
が
、
粋
な
先
輩
方
に
と
て

も
よ
く
教
え
て
い
た
だ
き
、
本
当
に
恵

ま
れ
た
環
境
で
仕
事
が
で
き
て
い
ま
す
。

日
本
の
素
晴
ら
し
い
文
化
を
少
し
で
も

普
及
で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

若
輩
者
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
る
と
存
じ
ま

す
が
、
今
後
と
も
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

は
じ
め
ま
し
て
。
刀
剣�

明
日
香
の

杉
浦
弘
幸
と
申
し
ま
す
。
拙
い
文
で
は

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

自
己
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

父
昭
宏
が
刀
の
研
師
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
刀
と
の
最
初
の
関
わ
り
が
あ
っ

た
の
は
幼
少
期
で
し
た
。
し
か
し
、
小

さ
い
こ
ろ
は
仕
事
場
の
中
に
は
ほ
と
ん

ど
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
研
ぎ
の
仕
上
げ

の
段
階
に
な
る
と
鬼
気
迫
る
父
の
表
情

を
見
て
、
子
供
心
に
大
変
な
仕
事
な
ん

だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

 

杉
浦 

弘
幸
（
刀
剣 

明
日
香
）

研
磨
か
ら
日
本
刀
の

魅
力
と
神
秘
を
知
る

25

■
一
筆
啓
上

　

柔
和
な
顔
立
ち
の
杉
浦
弘
幸
さ
ん
、
父

上
の
背
を
見
て
刀
剣
界
に
仲
間
入
り
し
て

二
年
、
市
場
で
こ
れ
と
思
っ
た
刀
装
具
や

現
代
刀
で
は
強
気
の
「
や
り
」
で
周
り
を

唸
ら
せ
ま
す
。「
市
場
で
先
輩
方
の
指
導
を

受
け
な
が
ら
勉
強
中
で
す
」
と
謙
虚
な
言

葉
の
お
人
柄
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
躍
進

さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。�

（
松
本
義
行
）
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埼
玉
県
川
越
市
編

　

今
日
の
俺
の
行
き
先
は
川
越
市
新
宿

町
。
移
転
し
心
機
一
転
と
な
っ
た
三
浦

優
子
さ
ん
・
智
美
さ
ん
姉
妹
の
優
古
堂

を
訪
ね
る
。
リ
レ
ー
訪
問
で
自
転
車
で

行
っ
た
高
坂
で
長
く
頑
張
っ
た
が
、
川

越
に
移
り
、
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
。

　

三
浦
さ
ん
姉
妹
か
よ
、
綱
取
の
や
つ

役
得
だ
な
、と
言
う
前
に
…
見
た
？
『
刀

剣
界
』第
37
号
の
四
ペ
ー
ジ
の
上
部
の
写

真
。
奥
に
い
る
俺
の
足
が
写
っ
て
い
な

い
！　

こ
れ
っ
て
夏
の
Ｔ
Ｖ
番
組
の
怖

い
映
像
特
集
に
出
て
き
そ
う
だ
よ
ね
。

　

不
吉
な
晦
日
金
曜
日
の
川
越
街
道
。

新
座
・
朝
霞
辺
り
は
道
が
狭
く
、
肩
の

す
ぐ
右
側
を
ダ
ン
プ
が
通
過
し
て
い
く
。

直
後
に
自
転
車
な
ど
は
右
側
に
吸
い
込

ま
れ
そ
う
に
な
る
矢
先
、
ま
た
ダ
ン
プ

が
通
過
。
さ
ら
に
左
の
レ
ス
ト
ラ
ン
か

ら
自
動
車
が
出
か
か
っ
て

い
る
。
写
真
は
こ
れ
の
虫

の
知
ら
せ
だ
っ
た
か
と
思

い
俺
、
思
わ
ず
念
仏
を
唱

え
た
よ
。

　

新
し
い
優
古
堂
は
南
向

き
。
陽
を
遮
る
工
夫
を
凝

ら
し
、
角
を
上
手
に
使
っ

た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
は
前
の

店
舗
を
踏
襲
し
て
い
る
。

な
お
、
都
市
計
画
上
で
は

近
い
将
来
、
す
ぐ
横
に
幅

の
広
い
道
路
が
開
通
す
る

予
定
だ
と
か
。
川
越
で
は

イ
ー･

ソ
ー
ド
さ
ん
と
双

璧
を
な
す
刀
剣
の
拠
点
と

な
り
そ
う
だ
。

　

ま
た
、
彼
女
の
強
い
味
方
は
お
向
か

い
の
お
家
に
住
む
刀
剣
女
子
の
高
校
生

と
い
う
の
も
素
晴
ら
し
い
。
そ
し
て
今

年
、
初
め
て
の
川
越
祭
を
迎
え
る
。

　

組
合
員
な
ら
、
交
換
会
会
場
で
の
彼

女
を
知
る
人
も
多
か
ろ
う
。「
女
だ
か

ら
と
い
っ
て
な
め
ん
じ
ゃ
な
い
わ
よ
」

と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
な
く
、

会
話
で
も
人
を
逸
ら
さ
ず
、
下
見
を
し

た
物
品
を
静
か
に
待
ち
競
っ
て
い
る
。

　

俺
は
昔
、
柴
田
光
男
初
代
理
事
長
か

ら
若
・
貴
・
曙
時
代
、
大
相
撲
の
チ
ケ

ッ
ト
を
頂
い
た
こ
と
が
あ
る
。「
見
合

っ
て
見
合
っ
て
ー
」
と
始
ま
る
の
か
と

思
い
き
や
、
仕
切
り
直
し
と
な
る
。
こ

ん
な
と
き
、
俺
は
館
内
の
き
れ
い
な
女

性
と
か
を
探
し
ち
ゃ
う
。
も
う
一
度
土

俵
を
見
た
と
き
に
は
勝
負
が
つ
い
て
い

る
。
同
様
、
交
換
会
会
場
で
も
誰
か
と

世
間
話
を
し
て
い
る
間
、
宇
宙
と
交
信

し
て
い
る
間
に
気
に
な
る
刀
装
具
が
競

ら
れ
終
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
じ
ゃ
、
三
浦
さ
ん
と
大
違
い
だ
。

こ
の
相
撲
の
件
を
職
場
の
常
連
さ
ん
に

話
す
と
、
こ
う
返
さ
れ
た
。「
君
の
好
き

な
ツ
ー
ル･

ド･

フ
ラ
ン
ス
を
沿
道
で
応

援
す
る
人
々
も
同
じ
は
ず
だ
よ
」
と
。

な
る
ほ
ど
！　

待
ち
時
間
ば
か
り
で
、

選
手
通
過
は
一
瞬
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
の
お
店
に
こ
ん

な
お
客
（
様
）
来
な
い
？

＊�

わ
れ
ら
が
業
界
に
大
変
興
味
が
お
あ

り
で
、
な
お
か
つ
詳
し
い
。

＊�

業
者
さ
ん
同
士
の
人
間
関
係
も
同
様
、

余
分
な
情
報
ま
で
く
れ
る
。

＊�

意
外
に
も
行
動
範
囲
が
広
い
。

＊�

本
当
に
愛
刀
家
な
の
か
、
あ
ま
り
買

っ
て
く
れ
な
い
。

　

こ
う
書
き
な
が
ら
俺
は
、
一
名
様
を

思
い
描
い
て
い
る
。持
て
る
予
算
以
上
に

わ
が
業
界
に
愛
着
を
持
っ
て
く
れ
て
い

る
お
客（
様
）な
の
に
す
ぎ
な
く
、
害
の

あ
る
方
で
は
な
い
、
と
そ
の
お
客（
様
）

の
名
誉
の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
く
。

　

ム
チ
ム
チ
し
た
体
形
、
オ
タ
ク
っ
ぽ

い
と
思
わ
れ
て
い
そ
う
な
こ
の
方
の
ビ

ジ
ュ
ア
ル
。
刀
剣
店
の
女
性
店
員
に
は

顔
を
見
ら
れ
る
な
り
裸
足
で
逃
げ
ら
れ

る
、
と
そ
の
方
は
悲
し
む
。
そ
ん
な
お

客
（
様
）
に
三
浦
優
子
さ
ん
だ
け
が
に

こ
や
か
に
接
し
て
く
れ
る
と
い
う
。

　

三
浦
優
子
さ
ん
・
智
美
さ
ん
姉
妹
は

こ
ん
な
孤
独
な
お
客（
様
）、
俺
の
よ
う

な
醜
怪
な
男
に
も
優
し
い
笑
顔
を
女
神

の
よ
う
に
投
げ
か
け
て
く
れ
る
。
今
年

の
「
大
刀
剣
市
」
で
も
こ
の
姉
妹
の
ブ

ー
ス
は
愛
刀
家
の
足
が
絶
え
る
こ
と
は

な
か
ろ
う
。
オ
タ
ク
た
ち
の
足
も
絶
え

る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。�

（
綱
取
譲
一
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去
る
十
月
十
七
日
、
横
浜
ベ
イ
ク
ォ

ー
タ
ー
に
て
鞘
師
の
森
井
敦あ

つ

央ひ
ろ

さ
ん
と

竹
内
香
織
さ
ん
の
挙
式
・
披
露
宴
が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

披
露
宴
は
、
人
間
国
宝
の
本
阿
彌
光

洲
先
生（
公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振

興
協
会
理
事
長
）と
森
井
さ
ん
の
師
匠
で

あ
る
高
山
一
之
先
生
の
祝
辞
で
始
ま
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
美
術
刀
剣
外
装
技

術
保
存
会
会
長
・
宮
島
宏
先
生
の
乾
杯

の
発
声
と
同
時
に
会
場
の
大
き
な
カ
ー

テ
ン
が
開
く
と
、
朝
か
ら
降
り
続
い
て

い
た
雨
は
す
っ
か
り
上
が
り
、
眼
下
に

ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
と
横
浜
港
を
見
下
ろ
せ

る
素
晴
ら
し
い
景
色
に
陽
が
射
し
込
み
、

お
二
人
の
門
出
を
お
祝
い
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
宴
の
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

敦
央
さ
ん
は
、
お
父
上
思
訓
氏
と
兄

鐵
太
郎
氏
が
そ
ろ
っ
て
研
師
と
い
う
職

人
一
家
に
育
っ
て
き
た
た
め
、
真
面
目

な
上
に
実
直
で
仕
事
に
は
一
切
の
妥
協

を
許
さ
ず
、
木
材
選
び
の
際
に
は
遠
方

ま
で
足
を
運
び
、
自
身
の
目
で
見
て
納

得
す
る
材
料
し
か
使
わ
な
い
と
い
う
強

い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
反
面
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
は
と

て
も
明
朗
快
活
で
、
話
し
上
手
な

彼
に
は
誰
も
が
引
き
込
ま
れ
、
気

付
け
ば
周
囲
に
は
笑
顔
が
絶
え
ま

せ
ん
。
趣
味
は
音
楽
と
い
う
こ
と

で
、
若
い
こ
ろ
は
バ
ン
ド
を
組
ん

で
ラ
イ
ブ
を
す
る
ほ
ど
の
熱
の
入

れ
よ
う
だ
っ
た
聞
き
ま
す
。

　

新
婦
の
香
織
さ
ん
は
容
姿
端
麗

な
上
に
頭
脳
明
晰
で
、
加
え
て
、

お
父
さ
ま
が
大
工
職
人
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
木
の
匂
い
を
共
有
す

る
敦
央
さ
ん
を
支
え
る
良
き
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
お
二
人
の
素
晴
ら
し
い

前
途
を
心
よ
り
お
祈
り
し
て
お
り

ま
す
。�

（
藤
田
裕
介
）

森
井
敦
央
さ
ん
と
香
織
さ
ん
が
結
婚

お二人に輝かしい未来を…
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八
月
四
日
か
ら
三
日
間
開
催
さ
れ
た

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
刀
剣
会
に
、
約
十

五
年
ぶ
り
に
参
加
し
て
き
た
。

　

そ
れ
以
前
の
十
数
年
間
は
、
米
国
各

地
で
開
催
さ
れ
る
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス

ォ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
に
年
六
、
七
回
は
行

き
、
名
刀
探
し
を
楽
し
ん
だ
も
の
だ
。

二
月
の
タ
ン
パ
、
四
月
の
ヒ
ュ
ー
ス
ト

ン
、
五
月
の
ダ
ラ
ス
、
八
月
の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
、
十
月
の
シ
カ
ゴ
の
ほ
か
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
も

開
催
さ
れ
て
い
た
。
今
思
え
ば
、
本
当

に
懐
か
し
い
。

　

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
が
世
界
に
広
ま
る
と
、

刀
剣
の
銘
の
真
偽
が
瞬
時
に
あ
る
程
度

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
通
信

技
術
が
発
達
し
、
今
で
は
鮮
明
な
画
像

が
得
ら
れ
、
銘
の
真
贋
が
正
確
に
判
断

で
き
る
。
わ
ざ
わ
ざ
米
国
に
行
き
、
掘

り
出
し
物
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、

そ
の
可
能
性
は
非
常
に
低
い
。

　

米
国
に
行
か
な
く
な
っ
た
理
由
は
、

ほ
か
に
も
あ
る
。

　

円
高
が
急
速
に
進
ん
で
一
ド
ル
＝
八

十
円
に
も
な
っ
た
り
、
輸
入
に
は
非
常

に
不
利
な
時
代
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
バ

ブ
ル
の
崩
壊
や
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

等
の
国
内
の
経
済
的
要
因
、
さ
ら
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
日
本

刀
の
価
格
が
世
界
中
で
ほ
ぼ
共
通
す
る

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
理
由

に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
原
因
は
何
と
言
っ
て
も
自

身
の
体
力
・
気
力
の
衰
え
で
、
米
国
行

き
が
次
第
に
遠
の
き
、
十
五
年
間
の
ブ

ラ
ン
ク
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
こ
の
数
年
、
八
月
が
近
づ
く
と
、
元

気
な
う
ち
に
も
う
一
度
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
刀
剣
会
に
行
き
た
い
と
、
独
り
言

を
言
っ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
折
、
あ
る
席
で
楽
し
か
っ
た

ア
メ
リ
カ
行
脚
の
思
い
出
話
を
し
て
い

た
と
き
、
松
本
義
行
さ
ん
が
「
ぜ
ひ
一

度
行
っ
て
み
た
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た

の
で
「
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
か
」
と

な
っ
た
次
第
。

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
空
港
で
の
入
国

審
査
は
や
は
り
厳
し
か
っ
た
が
、
マ
イ

ク
山
崎
氏
と
ジ
ョ
ー
さ
ん
が
出
迎
え
に

来
て
く
れ
た
の
で
一
安
心
。
刀
剣
会
会

場
と
な
る
空
港
近
く
の

ホ
テ
ル
に
着
く
と
、
大

勢
の
昔
の
仲
間
が
温
か

く
迎
え
て
く
れ
た
。
最

初
は
「
ミ
ス
タ
ー
冥

賀
？
」
と
何
人
も
に
尋

ね
ら
れ
長
い
ブ
ラ
ン
ク

を
感
じ
た
が
、
す
ぐ
に

打
ち
解
け
再
会
を
喜
び

合
っ
た
。

　

翌
朝
八
時
に
二
階
の

広
い
会
場
に
行
っ
て
み

る
と
、
既
に
大
勢
の
関

係
者
が
集
ま
っ
て
い

た
。
初
日
午
前
は
セ
ッ

ト
ア
ッ
プ
の
た
め
に
一

般
客
は
入
場
で
き
な
い

の
だ
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
刀
剣
会
会
長
の
フ
レ
ッ
ド
・
ワ

イ
ズ
バ
ー
グ
さ
ん
や
マ
イ
ク
山
崎
氏
の

配
慮
で
特
別
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

広
さ
は
東
京
美
術
倶
楽
部
で
の
「
大

刀
剣
市
」
と
同
じ
。
そ
こ
に
約
百
台
の

テ
ー
ブ
ル
が
整
然
と
並
ぶ
。
白
布
が
敷

か
れ
、
そ
の
上
に
刀
剣
類
が
無
造
作
に

置
か
れ
て
い
る
。
値
札
は
付
い
て
い
な

い
。
価
格
は
相
対
で
の
交
渉
で
あ
る
。

初
日
は
高
い
が
、
次
第
に
こ
な
れ
、
最

終
日
に
は
半
値
以
下
に
な
る
こ
と
も
。

　

三
段
に
白
布
を
掛
け
、
価
格
を
明
示

し
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
も
い
く
つ
か
見
た
。

か
つ
て
な
ら
考
え
ら
れ
な
い
展
示
だ
。

さ
ら
に
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
の
は
、

錆
身
の
刀
が
極
端
に
少
な
く
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
昔
は
八
割
以
上
が
錆
身
で
、

鑑
定
書
の
付
い
て
い
る
も
の
な
ど
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
今
で
は
大
半
に
鑑
定

書
が
付
い
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
大
刀
剣
市

の
場
合
の
売
り
主
は
す
べ
て
全
刀
商
組

合
員
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
刀
剣
会

は
売
り
主
が
全
て
業
者
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
。
デ
ィ
ー
ラ
ー
も
も
ち
ろ
ん
い

る
が
、
多
く
は
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
配

慮
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

コ
レ
ク
タ
ー
に
は
弁
護
士
・
医
師
・

パ
イ
ロ
ッ
ト
・
実
業
家
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
本
業
の
方
々
が
い
る
。
こ
の
刀
剣

会
は
、
世
界
中
の
愛
刀
家
が
一
年
に
一

度
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
集
い
、
再

会
を
喜
び
、
夜
は
酒
を
酌
み
交
わ
し
な

が
ら
刀
剣
談
義
を
楽
し
み
、
つ
い
で
に

長
年
所
有
し
て
い
た
刀
剣
を
相
互
に
交

換
し
よ
う
と
い
う
、
あ
ま
り
商
売
気
の

な
い
イ
ベ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

　

参
加
者
は
三
百
人
前
後
、
米
国
の
ほ

か
、
欧
州
各
国
、
東
洋
諸
国
、
南
ア
メ

リ
カ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
か
ら

訪
れ
る
世
界
の
愛
刀
家
の
祭
典
で
あ
る
。

　

今
回
、
主
催
者
が
並
々
な
ら
ぬ
努
力

を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
感
じ
入
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
が
支
払
う
宿
泊
料
金
に
は

特
別
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
し
、
二

日
目
に
催
さ
れ
た
名
刀
鑑
賞
会
と
一
本

入
札
鑑
定
は
、
十
分
楽
し
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
世
界
の
愛
刀
家
の
レ
ベ
ル
が

す
こ
ぶ
る
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
こ
で
も
実
感
で
き
た
。

　

別
室
で
は
日
本
刀
剣
保
存
会
主
催
の

審
査
会
も
開
催
さ
れ
て
い
た
。
米
国
に

お
い
て
日
本
刀
の
普
及
の
た
め
の
活
動

を
推
進
し
て
こ
ら
れ
た
吉
川
永
一
先
生

は
じ
め
、
日
本
刀
剣
保
存
会
の
皆
さ
ま

に
も
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
。

　

楽
し
い
三
日
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に

過
ぎ
て
い
っ
た
。
期
待
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
掘
り
出
し
物
も
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
小
錆
は
あ
る
も
の
の
、
見

事
な
不
動
明
王
の
彫
り
の
あ
る
出
羽
大

掾
国
路
の
脇
指
で
あ
る
。

　

米
国
に
は
宝
物
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ

ん
眠
っ
て
い
る
。
来
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
刀
剣
会
に
は
ぜ
ひ
行
か
れ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
市
内
観
光
も
素

晴
ら
し
い
が
、
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

ラ
ス
ベ
ガ
ス
や
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
、

ヨ
セ
ミ
テ
国
立
公
園
に
足
を
延
ば
す
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
ワ
イ
ズ
バ
ー
グ
会
長
、
マ

イ
ク
山
崎
氏
、
松
本
義
行
氏
に
は
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。�

（
冥
賀
吉
也
）

海
外
刀
剣
事
情  

十
五
年
ぶ
り
の

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
刀
剣
会
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明
治
の
成
功
体
験
が
昭
和
の
失
敗
の
基
だ
っ
た

　『「
司
馬
遼
太
郎
」で
学
ぶ
日
本
史
』

�

磯
田
道
史　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書　

定
価
八
四
二
円（
税
込
）

　

司
馬
遼
太
郎
は
わ
れ
わ
れ
刀
剣
商
に

と
っ
て
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
作
家
で
あ
り
、

誰
も
が
一
度
は
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
作

家
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
維

新
、
そ
し
て
日
清
・
日
露
戦
争
を
経
て

大
国
に
な
っ
て
以
降
の
歴
史
小
説
は
書

い
て
い
な
い
。

　

司
馬
遼
太
郎
は
大
阪
外
語
大
学
の
蒙

古
語
学
科
出
身
で
あ
り
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
と
き
に
学
徒
出
陣
に
よ
り
陸
軍

に
配
属
さ
れ
、
中
国
東
北
部
の
満
州
に

渡
っ
た
。
そ
の
と
き
の
体
験
に
つ
い
て

『
こ
の
国
の
か
た
ち
』
に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　
「
私
は
、
ソ
連
の
参
戦
が
早
け
れ
ば
、

ソ
連
製
の
徹
甲
弾
で
戦
車
を
串
刺
し
に

さ
れ
て
死
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。」

　

そ
し
て
、
そ
の
四
、
五
年
前
に
満
州

で
起
き
た
あ
る
事
件
に
つ
い
て
、
絶
え

ず
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
つ
い

に
昭
和
期
の
小
説
を
書
く
こ
と
の
な
か

っ
た
司
馬
遼
太
郎
が
、
幾
度
も
取
材
を

重
ね
て
い
た
の
が
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」

で
す
。

　

こ
れ
は
一
九
三
九
年
五
月
か
ら
九
月

に
か
け
て
起
こ
っ
た
、
日
本
が
大
陸
に

派
遣
し
て
い
る
関
東
軍
と
、
ソ
連
・
モ

ン
ゴ
ル
連
合
軍
と
の
軍
事
衝
突
で
す
。

こ
の
戦
い
で
、
最
強
と
言
わ
れ
た
関
東

軍
は
死
傷
者
七
〇
％
以
上
と
い
う
大
敗

北
を
喫
し
ま
す
。
中
で
も
ソ
連
の
Ｂ
Ｔ

戦
車
は
、
攻
撃
力
と
防
御
力
に
お
い
て

日
本
の
戦
車
を
凌
駕
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
つ
い
て

は
、
小
生
も
苦
い
思
い
出
が
あ
る
。
ノ

モ
ン
ハ
ン
の
時
の
連
隊
長
で
、
戦
場
で
自

決
し
、
戦
死
扱
い
で
一
階
級
昇
進
し
た
山

県
武
光
少
将
の
遺
品
の
整
理
を
ご
遺
族
よ

り
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。

　

司
馬
遼
太
郎
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
つ

い
て
調
べ
て
い
た
の
は
知
っ
て
い
た
の
で
、

司
馬
遼
太
郎
記
念
館
に
お
声
を
か
け
て
み

ま
し
た
。
す
る
と
、「
こ
こ
は
司
馬
遼
太
郎

が
収
集
し
た
品
物
を
展
示
・
研
究
す
る
と

こ
ろ
な
の
で
、
新
た
な
資
料
は
必
要
な
い
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で「
大

刀
剣
市
」
に
出
品
し
た
と
こ
ろ
、
明
治
・

大
正
・
昭
和
二
十
年
ま
で
の
軍
隊
物
を
収

集
す
る
方
に
出
会
い
、
助
か
っ
た
次
第
。

　

閑そ
れ
は
さ
て
お
き

話
休
題
。
日
本
の
陸
軍
は
満
州
事
変

以
後
、
戦
車
や
装
甲
車
の
編
成
を
進
め
ま

し
た
が
、
戦
車
と
戦
車
が
戦
う
と
い
う
戦

争
を
想
定
し
て
い
な
い
た
め
、
致
命
的
な

欠
陥
を
持
っ
た
戦
車
を
配
備
し
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
そ
の
不
都
合
な
事
実
に
気
づ

い
て
い
た
も
の
の
、
深
く
考
え
な
い
よ
う

に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

当
時
の
陸
軍
で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な

不
都
合
が
ま
か
り
通
っ
た
の
か
。「
深
く
考

え
な
い
」
と
い
う
日
本
的
習
慣
は
、
な
ぜ

成
立
す
る
の
か
。
明
治
時
代
の
日
本
の
軍

隊
に
は
、
強
力
な
武
器
を
持
っ
て
相
手
を

圧
倒
す
る
精
神
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

の
に
、
日
本
は
い
つ
か
ら
そ
ん
な
国
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
こ

そ
が
、
司
馬
遼
太
郎
の
創
作
活
動
の
原
点

で
し
た
。

　

司
馬
遼
太
郎
は
明
治
維
新
か
ら
廃
藩
置

県
、
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
、
帝
国
議
会

開
催
、
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
と
い
う
時

代
を
一
つ
の
理
想
と
し
て
描
い
て
い
ま
す

が
、
自
分
自
身
が
経
験

し
た
「
昭
和
前
期
」
そ

し
て
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事

件
」
も
書
か
な
け
れ
ば

と
思
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

『
こ
の
国
の
か
た
ち
』

に
は
「
昭
和
ヒ
ト
ケ
タ

か
ら
同
二
十
年
の
敗
戦

ま
で
の
十
数
年
は
、
な

が
い
歴
史
の
な
か
で
も
と
く
に
非
連
続
の

時
代
だ
っ
た
。」「
明
治
憲
法
下
の
法
体
制

が
、
不
覚
に
も
孕
ん
で
し
ま
っ
た
鬼
胎
の

よ
う
な
感
じ
」
と
書
い
て
い
る
。

　

鬼
胎
つ
ま
り
鬼
っ
子
を
生
ん
で
し
ま
っ

た
の
は
、
日
露
戦
争
で
勝
っ
た
際
に
数
多

く
の
軍
人
た
ち
が
、
爵
位
を
持
つ
華
族
に

な
っ
た
こ
と
で
す
。
下
級
武
士
出
身
の
功

労
者
が
主
君
の
旧
大
名
を
追
い
越
し
て
、

爵
位
の
上
で
偉
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
数
、

百
人
。

　

戦
争
で
勝
つ
者
が
華
族
に
な
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
貴
族
院
の
議
席
さ
え
世
襲
で

き
る
の
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
ら
、

新
た
に
軍
隊
に
入
っ
て
く
る
若
者
、
特
に

維
新
で
賊
軍
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
奥
羽
越

出
身
者
た
ち
が
、
薩
長
出
身
者
た
ち
に
後

れ
を
取
ら
じ
と
、
日
露
戦
争
の
ま
ね
っ
こ

戦
争
を
考
え
、
自
分
が
華
族
に
な
る
姿
を

想
像
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
冷
静
に

世
界
情
勢
や
日
本
の
国
力
を
分
析
し
て
、

軍
を
縮
小
し
よ
う
な
ど
と
は
思
う
は
ず
も

な
い
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
決
定
的
な
の
が
、
ド
イ
ツ
へ
の

傾
斜
で
し
ょ
う
。
以
下
は
、
磯
田
道
史
氏

の
文
を
そ
の
ま
ま
引
く
。

　
「
天
皇
の
国
家
が
ド
イ
ツ
服
を
着
て
大
日

本
帝
国
を
名
乗
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
ド
イ
ツ
服
に
は
落
と
し
穴
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
服
に
あ
わ
せ
た
軍
隊
ブ
ー
ツ

が
、
な
ん
と
一
度
履
い
た
ら
死
ぬ
ま
で
踊

り
続
け
る
『
赤
い
靴
』
だ
っ
た
の
で
す
。
日

本
は
軍
事
国
家
に
な
っ
て
踊
り
続
け
、
右

足
の
陸
軍
、
左
足
の
海
軍
と
い
う
足
を
切

り
落
と
さ
れ
る
ま
で
止
ま
ら
な
か
っ
た
と

い
う
、
恐
ろ
し
い
結
果
に
な
っ
た
、
と
い
う

の
が
、昭
和
に
至
る
こ
の
国
の
歴
史
で
す
。」

　

名
言
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
を
「
鬼
胎
」

に
し
た
正
体
―
そ
れ
は
ド
イ
ツ
か
ら
輸
入

し
て
大
き
く
育
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
す

な
わ
ち
「
統
帥
権
」
で
し
た
。

　

今
回
は
明
治
以
後
の
こ
と
を
書
き
ま
し

た
が
、
こ
の
本
に
は
『
国
盗
り
物
語
』『
花

神
』
と
い
う
小
説
も
取
り
上
げ
て
い
る
の

で
、
ぜ
ひ
一
読
さ
れ
た
く
思
い
ま
す
。

�
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持
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

「
龍
馬
展
」に
合
わ
せ
て

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ
る

　

坂
本
龍
馬
ゆ
か
り
の
刀
「
陸
奥
守
吉

行
」
の
展
示
に
合
わ
せ
、
刀
剣
の
歴
史

や
魅
力
を
語
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
が
高

知
県
香こ

う

南な
ん

市
の
創
造
広
場
「
ア
ク
ト
ラ

ン
ド
」
で
十
月
八
日
に
開
催
さ
れ
、
東

京
国
立
博
物
館
の
末
兼
俊
彦
主
任
研
究

員
が「
世
相
が
乱
れ
る
と
、身
を
守
る
た

め
に
武
器
が
欲
し
く
な
る
。
必
要
に
な

り
、こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
刀
が
売
れ
出
し
た

の
が
幕
末
の
世
相
」な
ど
と
解
説
し
た
。

　

ア
ク
ト
ラ
ン
ド
で
開
催
中
の
企
画

展
「
坂
本
龍
馬
―
維
新
へ
の
軌
跡
と
そ

の
想
い
」（
十
月
七
日
～
一
月
十
四
日
）

の
関
連
企
画
と
し
て
催
さ
れ
た
。
土
佐

史
談
会
の
宅
間
一
之
会
長
が
司
会
を
務

め
、
末
兼
研
究
員
の
ほ
か
、
北
川
村
立

中
岡
慎
太
郎
館
の
豊
田
満
広
学
芸
員
、

愛
媛
県
新
居
浜
市
の
刀
匠
・
藤
田
宗
久

さ
ん
が
登
壇
。
約
八
十
人
が
参
加
し
た
。

　

末
兼
研
究
員
は
、
大
規
模
な
戦
が
な

く
、
刀
剣
の
需
要
が
縮
小
し
て
い
た
江

戸
時
代
の
刀
市
場
を
解
説
。
大
坂
の
刀

工
た
ち
が
打
開
策
と
し
て
独
創
的
で
美

し
い
刃
文
な
ど
の
付
加
価
値
を
凝
ら
し
、

「
作
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
表
現

し
た
」
と
話
し
た
。

　

拳
形
丁
子
を
特
徴
と
す
る
吉
行
も
そ

の
一
つ
。史
料
が
乏
し
く
、そ
の
正
確
な

経
歴
は「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」（
末
兼
研
究

員
）が
、
現
在
の
福
島
に
生
ま
れ
、
大
坂

で
修
業
し
、
高
知
で
作
刀
し
た
と
伝
わ

る
。
龍
馬
が
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
吉

行
は
京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る

が
、
ア
ク
ト
ラ
ン
ド
で
は
刃
長
六
六
・

七
セ
ン
チ
の
同
作
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

藤
田
さ
ん
は
「
世
界
無
比
の
鉄
の
芸

術
品
」
と
も
呼
ば
れ
る
刀
剣
の
鑑
賞
ポ

イ
ン
ト
や
、
時
代
別
の
特
徴
な
ど
の
基

礎
知
識
を
解
説
。
豊
田
学
芸
員
は
、
幕

末
期
の
土
佐
を
代
表
す
る
刀
工
た
ち
や
、

廃
刀
令
後
、
田
中
光
顕
ら
が
中
央
刀
剣

会
を
設
立
し
、
美
術
品
と
し
て
後
世
に

継
承
す
る
活
動
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
を

紹
介
し
た
。

■
創
造
広
場「
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ク
ト
ラ
ン
ド
」＝
〒
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８
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５
２
３
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高
知
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香
南
市
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大

谷
九
二
八-
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☎
〇
八
八
七-

五
六-

一

五
〇
一　
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龍馬の愛刀「吉行」に関心が集まった

　

福
井
市
の
刀
剣
類
販
売
修
理
会
社
・

勝
山
剣
光
堂
に
、
修
理
や
委
託
販
売
の

た
め
に
預
け
た
日
本
刀
な
ど
が
返
っ
て

こ
な
い
と
し
て
、
十
一
府
県
の
十
七
人

が
同
社
に
返
還
を
求
め
た
訴
訟
で
、
福

井
地
裁
（
林
潤
裁
判
長
）
は
九
月
二
十

日
、
同
社
に
対
し
、
日
本
刀
二
十
二
本

な
ど
を
返
還
す
る
よ
う
命
じ
た
。

　

判
決
に
よ
る
と
、
原
告
ら
は
平
成
二

十
五
～
二
十
八
年
、
所
有
す
る
日
本
刀

や
付
属
品
を
勝
山
剣
光
堂
に
預
け
、
修

理
や
販
売
を
依
頼
。
そ
の
後
、
同
社
の

対
応
が
悪
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
預
け

た
品
物
の
返
還
を
求
め
た
が
、
同
社
は

キ
ャ
ン
セ
ル
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
所

有
権
が
同
社
に
移
る
と
主
張
し
、
返
還

に
応
じ
な
か
っ
た
。

　

林
裁
判
長
は
判
決
理
由
で
、
キ
ャ
ン

セ
ル
料
が
発
生
す
る
契
約
に
な
っ
て
い

な
か
っ
た
と
指
摘
、「
会
社
側
の
主
張

は
一
方
的
で
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し

た
。

　

判
決
後
に
記
者
会
見
し
た
被
害
者
の

会
の
村
内
光
晴
事
務
局
長
は
「
命
令
が

出
て
も
ま
だ
返
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。
原
告
以
外
の
会
員
ら
も
含
め
最
後

ま
で
救
済
し
た
い
」
と
話
し
た
。

　

勝
山
剣
光
堂
を
巡
っ
て
は
、
客
の
刀

を
返
さ
な
か
っ
た
と
し
て
、
業
務
上
横

領
な
ど
の
疑
い
で
経
営
者
の
勝
山
智
充

被
告
（
48
）
が
福
井
県
警
に
逮
捕
・
起

訴
さ
れ
、
福
井
地
裁
で
公
判
中
。

刀
剣
業
者
に
日
本
刀
の
返
還
命
じ
る

第２回「奉納刀研磨プロジェクト」
ご支援のお願い

　現在、神社仏閣に奉納されている刀剣の
多くは、錆びた状態で保管されています。
このまま放っておくと、いつか価値のない
ものになってしまう恐れがあり、それを防
ぐためにはもう一度研磨する必要がありま
す。
　「奉納刀研磨プロジェクト」は昨年第１回
を開催し、多くの皆さまのご支援により成
功を収めることができました。この度、最
初に研磨を予定しているのは「大薙刀�銘�
盛光」（岡山県瀬戸内市・千

せ ん

手
ず

山
さ ん

弘
こ う

法
ぼ う

寺
じ

遍
へ ん

明
みょう

院
い ん

蔵、重要文化財）全長2.3メートルです。
　この貴重な刀剣をもう一度研磨するため、
ご支援をお願いします。さらに集まった浄
財で、できるだけ多くの奉納刀を研磨して
いきたいと考えています。
　詳細は、http://okayama.cizk.net/

日本美術刀剣保存協会岡山県支部
� 「奉納刀研磨プロジェクト」
� 実行委員長　小池 哲　 　

イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

小
田
原
城
天
守
閣「
武
者
揃
え
～
戦
の
時
代
の
装
い
」

小
田
原
城
が
歴
史
テ
ー
マパ
ー
ク
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

　

小
田
原
城
で
特
別
展
「
武
者
揃
え
～

戦
の
時
代
の
装
い
～
」
が
七
月
八
日
か

ら
九
月
二
十
四
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。

　

楽
し
み
に
し
て
い
た
の
は
、
亀
井
公

爵
家
に
伝
わ
っ
た
胴
丸
具
足
。
か
つ
て

自
分
の
手
に
あ
っ
た
と
き
、
師
と
仰
い

だ
笹
間
良
彦
氏
に
、
南
北
朝
期
の
鉢
の

リ
サ
イ
ク
ル
と
確
信
し
兜
を
見
て
も
ら

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
は
、
氏

に
「
江
戸
期
に
お
け
る
精
巧
な
写
し
で

あ
り
、
君
が
南
北
朝
と
見
ま
ご
う
の
に

無
理
は
な
い
」
と
言
わ
れ
愕
然
と
し
た
。

　

そ
れ
を
今
再
び
確
認
し
た
い
と
思
っ

た
が
、
係
員
曰
く
「
入
れ
替
え
が
あ
り
、

ポ
ス
タ
ー
の
も
の
が
全
て
あ
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
の
こ
と
で
、
残
念
な
結
果

と
な
っ
た
。

　

現
在
は
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武

具
研
究
保
存
会
に
よ
り
南
北
朝
期
の
鉢

と
鑑
定
さ
れ
て
い
て
、
釈
然
と
し
な
い

思
い
が
続
い
て
い
る
。

　

た
だ
参
考
に
な
る
も
の
も
多
く
、
次

な
る
愛
好
家
に
見
落
と
し
て
ほ
し
く
な

い
も
の
も
多
い
。
鉄
錆
地
の
象
嵌
を
伴

う
湾
曲
し
た
板
を
腹
巻
と
は
、
何
を
か

言
わ
ん
や
だ
が
、
ロ
マ
ン
は
あ
る
。
類

似
し
た
も
の
が
、
ま
だ
全
く
武
器
武
具

と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
見
つ
か
る

可
能
性
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

鉄
錆
地
の
脛す

ね

当あ
て

の
大
立
挙
両
外
部
が

外
へ
と
は
み
出
す
意
匠
は
江
戸
期
の
も

の
が
多
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
確
か
に

古
い
味
わ
い
で
あ
っ
た
。
ふ
く
ら
は
ぎ

部
外
側
だ
が
ヒ
ラ
メ
筋
と
呼
ば
れ
る
部

分
が
大
き
く
、
競
輪
選
手
調
の
足
で
ほ

れ
ぼ
れ
と
見
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

平
成
二
十
三
年
夏
の
同
企
画
か
ら
の

間
に
小
田
原
城
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、

エ
ア
コ
ン
が
完
備
さ

れ
、
歴
史
の
テ
ー
マ
パ

ー
ク
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
た
。
カ
ッ
プ
ル
や

家
族
連
れ
も
多
く
、
新

た
な
神
奈
川
の
観
光
の

拠
点
と
し
て
ス
タ
ー
ト

を
切
っ
て
い
る
。

�

（
綱
取
譲
一
）

特別付録「刀剣BOOK」
　「一生モノに出合いたい！�みんなの愛用
品」をコンセプトに個性的な暮らしと趣
味のテイストを紹介する月刊誌『Discover�
Japan』12月号に、特別付録『刀剣BOOK』
が付いて発売中。定価980円（税込）。

　日本刀の愛好家と言えば、数年前までは
男性がほとんどでした。ところが、現在は
ゲーム「刀剣乱舞」をプレイした女性ファ
ンが日本刀に興味を持つケースが増え、鑑
賞会などのイベントも賑わいを見せるな
ど、刀剣ファンが急増しています。また、
従来は時代が古く、由緒のしっかりした刀
が話題の中心でしたが、昨今は製作年代を
問わずに刀そのものの美しさに魅せられる
人も増えるなど、楽しみ方も多様化してい
ます。そもそも、江戸時代には名刀を所有
できるのは大名家くらいでしたが、今なら
美術館で傑作の数々を気軽に鑑賞できます
し、現代の刀匠に自分だけの一振を打って
もらうこともできます。日本刀を楽しむと
いう意味では、現代ほど素晴らしい時代は
ないと言えるのです。
〈主�な内容〉名刀コレクション／まずは知

りたい刀の基礎知識／現代の刀匠たち
／日本刀が見られる場所

発刊

　

第
八
十
二
回
日
本
オ
ー
プ
ン
ゴ
ル
フ

選
手
権
は
十
月
十
二
～
十
五
日
、
岐
阜

関
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
開
催
さ
れ
、

池
田
勇
太
プ
ロ
の
優
勝
で
幕
を
閉
じ
た

が
、
今
年
の
優
勝
副
賞
に
は
関
市
な
ら

で
は
の
新
作
日
本
刀
が
用
意
さ
れ
、
話

題
を
呼
ん
で
い
る
。

　

製
作
し
た
の
は
関
伝
日
本
刀
鍛
錬
技

術
保
存
協
会
刀
匠
会
代
表
の
尾
川
兼
國

刀
匠
。
刃
長
二
尺
四
寸
二
分
の
豪
壮
な

刀
を
贈
呈
す
る
に
当
た
り
、
関
市
の
尾

関
健
治
市
長
は
「
日
本
の
サ
ム
ラ
イ
と

し
て
世
界
に
切
り
込
ん
で
ほ
し
い
」、

兼
國
刀
匠
は
「
日
本
一
の
方
に
持
っ
て

い
た
だ
け
て
光
栄
」
と
コ
メ
ン
ト
。
池

田
は
「
こ
れ
の
た
め
に
優
勝
し
ま
し

た
」
と
満
面
の
笑
み
を
見
せ
て
い
た
。

　

池
田
の
憧
れ
で
あ
る
ジ
ャ
ン
ボ
尾
崎

は
、
刀
剣
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
米
国
に
あ
る
世

界
ゴ
ル
フ
殿
堂
の
尾
崎
専
用
ロ
ッ
カ
ー

に
は
収
集
し
て
い
る
日
本
刀
を
収
蔵
し

て
い
る
。
池
田
が
世
界
殿
堂
入
り
を
果

た
し
た
暁
に
は
、
こ
の
刀
も
ロ
ッ
カ
ー

に
納
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
オ
ー
プ
ン
の
優
勝
副
賞
に
日
本
刀
を
贈
呈

副
賞
の
日
本
刀
を
獲
得
し
た
池
田
プ
ロ
を
囲
ん
で
尾
関
市
長（
左
）と
尾
川
刀
匠

左から宅間座長、藤田・末兼・豊田の各講師



刀　剣　界平成29年11月15日発行（隔月刊） 第38号

（7）

巡回特別展「鏨の華─光村コレクションの刀装具─」
<第１会場>根津美術館
　〒107-0062�東京都港区青山６-５-１
　☎03-3400-2536　http://www.nezu-muse.or.jp/
　会期：平成29年11月３日（金・祝）～12月17日㈰　月曜休館

<第２会場>大阪歴史博物館
　〒540-0008�大阪市中央区大手前4丁目1-32
　☎06-6946-5728　http://www.mus-his.city.osaka.jp/
　会期：平成30年１月27日㈯～３月18日㈰　火曜休館

　根津美術館は、東武鉄道の社長な
どを務めた実業家・初代根津嘉一郎

（1860～1940）が収集した日本・東
洋の古美術品コレクションを保存・
展示する美術館として1941年に開
館。国宝７件、重要文化財87件、重
要美術品94件を含む7,400件を超え
る大コレクションを収蔵している。
　根津コレクションには、絵画・書
跡・漆工・陶磁・刀剣・中国古代青
銅器など幅広い分野の一級品が揃っ
ているが、本展覧会が行えるのは、
光村コレクションが売りに出され、
海外に流出する危機に際して、作品

　大阪歴史博物館は大阪を代表する
歴史系の博物館である。大阪城と難
波宮跡に隣接する地にモダンな外観
を誇っている。
　今回のテーマに関して、担当学芸
員の内藤直子様より調査研究過程で
の逸話を伺えたので、執筆の労を
執っていただいた。

「鏨廼花編纂資料」発見譚
� 内藤直子

　今から遡ること10年前、名著『鏨
廼花』と光村利藻の業績に興味を
持っていた私は、科学研究費補助金
を得て、光村利藻の足跡を追う研究
を行いました。その中で、今回の展
覧会の基礎資料となるいくつかの事
跡に注目し、その情報を活字の報告
書と、ウェブ上の報告記事にして残
しました。その中で、『鏨廼花』所
載の金工略伝を執筆するために光村
らが行った、菩提寺や遺族等への調
査活動の記録がかつて存在していた
こと、現在の所在は分からないもの
の、明治時点での金工の調査記録と
して重要な資料であることを指摘し
ていました。
　それから10年が経ち、日々に紛れ
てこの研究のことも忘れかけていた
ある日、京都国立博物館（当時）の
末兼俊彦研究員から一本の電話がか
かりました。
　刀剣関係らしい文書だと紹介され
て見にいったところ、どうも金工関
係らしいがよく分からない。そこで、
出てくる名前をキーワード検索した
ら、なんとあなたの科学研究費の研
究報告が出てきて驚いた。もしかし
て、あなたが探している資料ではな
いかと思うので見て欲しい、という
ものでした。
　早速拝見に伺うと、まさしく『鏨

を見るまでもなく購入を即決された
根津嘉一郎氏の英断によるところが
大きい。

廼花』編纂資料そのものでした。ま
さかこんな形で出てくるとは思って
いなかったので、うれしさよりも信
じられない気持ちでいっぱいで、間
違いではないか、と何度も確かめた
ほどでした。末兼さんのご高配で資
料は京博に所蔵されることになった
ので、再
び研究費
を 取 り、
京博のご
協 力 の
下、その
詳細調査
を行って
い ま す。
調査終了
時にはま
た報告書
を 作 成
し、広く
お伝えを
と思います。
　根津美術館さんから「鏨の華」展
のお話をいただいたのは、そのわず
か２，３ヶ月後のことでした。資料
の発見に続き、念願の企画を実現す
る機会が到来し、10年間なんの動き
もなかった研究テーマが、数ヶ月の
うちにあっという間に進展したので
す。ちょっと気持ち悪いぐらいの偶
然の連続でした。
　この新発見資料の中から、今回の
特別展では、光村利藻が開催した刀
剣鑑賞会に関する資料数点をお借り
し、展示します。光村利藻という人
物そのものと蒐集品、双方のスケー
ルの大きさが伝わってくる資料です。
素敵な作品群に紛れて、地味で見落
としそうな展示物ですが、ご観覧の
際にはぜひこちらにもご注目いただ
ければ、と思います。

■11月３日から根津美術館で開催されている特別展「鏨の華―光村コレク
ションの刀装具―」。既に足を運ばれた方も多いと思われるが、あらためて
その意義・魅力と、各会場でのみ鑑賞することのできる希少なコレクション
について特別に許可を頂き紹介する。� （飯田慶雄）

　本展覧会を語るに当たりまず紹介
しなければならないのは、明治期の
刀剣・刀装具の大収集家として知
られる光

み つ

村
む ら

利
と し

藻
も

（号龍獅堂、1877-
1955）についてである。
　多くの愛好家にとって垂

す い

涎
ぜ ん

の的で
ある龍獅堂コレクションは、氏の卓
越した審美眼によって選び抜かれた
優品の数々が、当時最先端の写真技
術で撮影・制作され、専用に誂えら
れた箱に納められた図録『鏨

たがね

廼
の

花
は な

』
に収録されている。

若き日の光村利藻

『鏨廼花』は明治36年から40年にかけて
第４巻まで刊行された大型名品図録。当時
の最新技術を用いた美しい写真に加え、装
剣金工一人一人の略伝もまとめ、きわめて
資料的価値の高い名著となった。�（個人蔵）

　これだけ見ても、氏の刀装具に対
する並々ならぬ愛情がうかがえるも
のである。一方、その日本最大規模
のコレクションに加え、彼が明治の
廃刀令以後、衰退していくわが国の
伝統文化を守ろうと尽力したことは、
あまり知られていない。
　その一つは、当時不遇をかこって
いた多くの名工たちに刀剣・刀装
具・日本画などを制作させ、その技
術伝承の庇護者となっていたことで
ある。また、神戸の自邸で数百人規
模の刀剣鑑賞会を幾度も開催して啓
発普及に努めていた。
　光村は当時先進の技術であった写
真術に触れたことに端を発し、自ら
印刷業を興した実業家でもあった

（現在の光村印刷株式会社）。海外の
最先端機器や技術者を招聘して、日
本の印刷技術の向上に大きく寄与し、
さらにそれを生かして『鏨廼花』を

編纂したことは、一愛好家、一実業
家の枠を超えた偉業と称えるべきで
あろう。
　筆者は、光村の功績を知るにつれ、
その足跡や人柄が徐々に人々の記憶
から忘れられていくことに危機感を
覚え、回顧展となるような展覧会を
開催してもらいたいと、かねがね
思っていた。そして、それを主導す
べきは、かつて光村コレクションの
全てを引き取るという英断をもって、
その海外流出を寸前で食い止め、今
でも国内最大規模の同コレクション
を所蔵している根津美術館をおいて
他にはないと、同館の学芸員と話し
ていたものである。
　かねてからコレクションの全貌を
紹介したいと考えていた同館や、10
年以上にわたり光村の刀装具収集と
パトロネージについて研究してきた
大阪歴史博物館の調査によって、新
出の資料に加え、広く海外からも作
品を集めた大展覧会になることは、
きわめて感慨深い。
　筆者の知る限り、光村利藻の没後
最大級の龍獅堂コレクションを扱っ
た展覧会であり、広く世界中から名
品が集まるコレクション展となる。
ぜひとも多くの皆さまにご高覧賜り
たい。

根津美術館（撮影／藤塚光政）

大阪歴史博物館

<第３会場>佐野美術館
　〒411-0838　静岡県三島市中田町１-43
　☎055-975-7278　http://www.sanobi.or.jp/
　会期：平成30年４月７日㈯～５月20日㈰　木曜休館

　佐野美術館は、実業家の佐野隆一
（1889-1977）が収集した日本・東洋
の優れた美術品約2,500件を基礎と
した美術館です。刀剣・人形・絵画・
絵本など多彩な内容の展覧会を開催
しており、特に日本最高峰の刀剣を
主にした展覧会に定評がある。
　同館には光村コレクションから太
刀�利恒（重要美術品）が所蔵されて
おり展示予定。光村コレクションが
刀装具のみならず多岐にわたって名
品を集めていたことの証左である。
　なお同館のある三島市は東海道の
宿場町として古くから栄え、富士の

湧き水が至る所に見られる伝統と清
流の街。同館にお出かけの際は見事
な回遊式庭園と「隆泉苑」にもお寄
りいただくことをお勧めする。

佐野美術館の庭園と隆泉苑

鍾馗鬼図大小鐔

波葦蒔絵合口拵

刀　月山貞一作

芙蓉朝顔図目貫
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　日本刀は単なる武器ではなく、優れた美術工芸
品であり、時代の権力者たちによって愛され、受
け継がれてきた貴重な歴史資料でもあります。
　本年は、埼玉県刀剣保存協議会が昭和32年から
開催してきた「埼玉県名刀展」が60回を迎える記
念の年であることから、同会・埼玉県立歴史と民
俗の博物館・埼玉県立嵐山史跡の博物館との共催
事業として「上杉景勝の生きた時代の刀」を開催
することになりました。
　なお、この展示は歴史と民俗の博物館で開催す
る特別展「上杉家の名刀と三十五腰」の関連企画
でもあります。
会�期：11月３日（金・祝）～11月26日㈰　月曜休館

　戦国時代の雄、上杉謙信は関東管領を継承し、
天皇家・将軍家などから数多くの名刀の贈与を受
けました。また、謙信の養子景勝も、それらの刀
剣を受け継ぎ、「上杉景勝腰物目録」を記すなど、
刀剣に強い関心を持っていました。そのため、上
杉家伝来の刀剣類には優品が多く、「上杉景勝腰
物目録」所載の刀剣類の多くも、国宝や重要文化
財として現在まで伝わっています。
　今回の特別展では、日本各地で大切に受け継が
れている上杉家の名刀が一堂に会します。
会�期：11月３日（金・祝）～12月10日㈰　月曜休館

■埼玉県立嵐山史跡の博物館
　〒355-0221�埼玉県比企郡嵐山町菅谷757
　☎0493-62-5896　http://www.ranzan-shiseki.spec.ed.jp/

■埼玉県立歴史と民俗の博物館
　〒330-0803�さいたま市大宮区高鼻町４-219
　☎048-645-8171　http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/?page_id=53

第60回埼玉県名刀展「上杉景勝の生きた時代の刀」

特別展「上杉家の名刀と三十五腰」 

印刷／株式会社日刊企画

催 事 情 報

　日本刀は平安時代中期ごろに誕生
し、現在に至るまでの約一千年の間
受け継がれてきました。初めは武器
として生まれ、歴史の転換となる大
きな場面でさまざまな形で登場し、
武士の表道具として大切に受け継が
れてきました。これは日本刀の持つ
美しさが古来、人々を引き付けてき
たからにほかなりません。
　その美しさは刀身の反りなど、形
状にも表れています。当時の人々の

美的感性や価値観、戦闘方法など時
代によって形状を変えてきており、
それを「姿」と呼んで日本刀の見所
としてきました。
　今回の展示では当館所蔵の日本刀
から、各時代ごとに特徴的な姿の作
品を展示し、美しさと実用性を兼ね
備えた姿の魅力をご紹介します。
会�期：９月30日㈯～12月27日㈬　月

曜休館

■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〈姿の美〉

　海
か い

部
ふ

刀
と う

は、阿波国（徳島県）の郷土刀であ
る。約650年前の南北朝時代、海部川流域の
一帯を支配していた土豪・海部氏が、自国を
守るために製作を始めた。海部川の水や流域
で採取される砂鉄など良質の素材を使い、海
部の刀工たちが大量に生産。切れ味の鋭さが
評判となり全国の武将に愛用された。
　その全盛期は、室町時代から戦国時代。長篠
の戦のあった天正２年（1575）に土佐の長

ちょう

宗
そ

我
か

部
べ

元親が侵攻し、海部城が落ちてからは次第に
衰退した。江戸時代に入ると、徳島藩主の蜂須
賀家が海部の刀工を城下に呼び寄せ、産地を海
部から徳島に移し、製作は幕末まで続いた。
　代表的な海部刀は、室町期に阿州氏吉が製
作した名物「岩切海部」。海部刀が「切れ味
抜群」との評価を得たのは、この作品がきっ
かけとされる。徳島ゆかりの戦国武将・三好
長慶が所蔵し、後に福岡藩主の黒田家に伝来した。
会�期：10月28日㈯～１月21日㈰　月曜（祝日の場合はその翌日）・年末年始休館

■海陽町立博物館
　〒775-0202�徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷73
　☎0884-73-4080　http://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2017052000016/

第47回企画展「風土が育むくろがねの美　備前刀＆海部刀」

　本展覧会は、倭寇の船で来日したポルト
ガル人が鉄砲を伝えた1543年（または1542
年）から、徳川幕府がキリスト教を禁じ、
貿易統制を布いて「鎖国」を完成させた
1639年までの約100年間に焦点を当て、「文
化交流」という視点からこの激動の時代の
美術をあらためて見つめ直すものです。
　この時期、世界に目を向ければ、大航海
時代の先駆を務めたポルトガルとスペイン
がアジアに到達して交易と宣教を推し進め、
それに追尾する形でオランダやイギリスも
東方貿易に参入しました。このころ日本国
内は、戦国大名が割拠する室町時代末期か
ら、統一政権が誕生する江戸時代初期に当
たり、その間、長い交流の歴史を持つ中国
や朝鮮のほか、東南アジアの各地域やヨー
ロッパとの交渉が積極的に行われました。
　本展覧会では、目まぐるしく変化する時勢と、人・モノの往来に対して異
なる外交政策を取った３人の天下人―織田信長、豊臣秀吉そして徳川家康―
を各章の案内役にすえ、彼らの時代を彩った名宝を、対外交流という観点か
ら新たに見直します。
　またエピローグでは、大航海時代に日本の屛風絵が数多く海を渡ったこと
に注目します。当時、日本から輸出された作例は、残念ながら現存しません。
しかし、かつてスペイン領メキシコやポルトガル人居留地のマカオでは、日本
からの輸出品にならい、油彩画の屛風ビオンボが制作されたと言われます。こ
の度、国外コレクションに収められた貴重なビオンボを日本で初めて公開し、
近世初期に日本絵画が海外の美術に与えた影響の軌跡をご覧いただきます。
〈展覧会構成〉
第１章　アジアの海と信長の覇権／第２章　秀吉の世界への眼差し
第３章　徳川幕府と「鎖国」への道／エピローグ　屛風の軌跡
会�期：10月14日㈯～11月26日㈰　月曜休館

■九州国立博物館
　〒818-0118�福岡県太宰府市石坂４-７-２
　☎092-918-2807　http://www.kyuhaku.jp/

特別展「新・桃山展─大航海時代の日本美術」 　この展覧会では、現代の日本刀の職人たち
が、アニメ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に
登場する槍や刀剣、そしてその世界からイン
スピレーションを受けて制作した現代デザイ
ンの日本刀を展示します。併せて備後地方（広
島県東部）の刀剣の歴史も紹介します。４つ
のコーナーからなる本展と、備後地域の刀剣
の歴史を紹介する特設コーナーで構成されて
います。
会�期：９月30日㈯～12月３日㈰　月曜休館

■ふくやま草戸千軒ミュージアム
　〒720-0067�広島県福山市西町２-４-１
　☎084-931-2513
　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/rekishih/

特別展「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」 

■仙台市博物館
　〒980-0862�仙台市青葉区川内26番地＜仙台城三の丸跡＞
　☎022-225-3074　https://www.city.sendai.jp/museum/index.html

特別展「伊達政宗―生誕450年記念」 
　東北地方を代表する戦国武将であり、初代
仙台藩主である伊達政宗は、平成29年で生誕
450年を迎えます。本展は、そのような節目
の年を記念して開催します。
　仙台市博物館の館蔵資料はもとより、国内
各地の多彩な関連文化財230件から彼の足跡
や生涯をたどり、動乱の時代を駆け抜け、泰
平の世を生きた伊達政宗の人物像に迫る機会
とします。
〈展示構成〉
プロローグ　描かれた「独眼竜」
第Ⅰ章　�戦国武将　伊達政宗―1567～1600
第Ⅱ章　�政宗を取りまく人びと―家族と家臣たち
第Ⅲ章　�仙台藩主　伊達政宗―1601～1636
第Ⅳ章　�政宗の素顔―武芸・文芸・趣味・嗜好
エピローグ　政宗の死とその後
会期：10月７日㈯～11月27日㈪

政府は｢明治150年｣関連施策を推進しています
　平成30年(2018)は、明治元年（1868）から起算して満150年に当たります。
政府では、内閣官房副長官を議長とする「『明治150年』関連施策各府省連
絡会議」を設け、①明治以降の歩みを次世代に遺す施策、②明治の精神に
学び、さらに飛躍する国へ向けた施策、③明治150年に向けた機運を高め
ていく施策、の３つを柱として、政府一体となっ
て「明治150年」関連施策を推進しているところ
です。国だけでなく、地方公共団体や民間も含
めて、日本各地で、「明治150年」に関する多用
な取組が推進されるよう、ロゴマークの使用促
進や広報などを通じて、「明治150年」に向けた
機運の醸成を図っています。
　詳しくは以下のホームページをご覧ください。
　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/


