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当
組
合
が
発
足
し
て
三
十
一
年
、

そ
の
活
動
の
過
程
で
、
組
合
員
個
人

の
要
望
だ
け
で
は
受
け
付
け
て
も
ら

え
な
い
案
件
も
、
組
合
員
の
団
結
を

軸
に
し
て
関
係
機
関
な
ど
に
働
き
か

け
規
制
緩
和
や
改
善
を
実
現
す
る
な

ど
、
組
合
員
や
刀
剣
関
係
者
の
基
本

的
な
利
益
を
守
っ
て
い
く
力
を
蓄
積

し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
趣
旨
を
さ
ら
に
一
歩

進
め
る
も
の
と
し
て
、
昨
年
か
ら
新

た
に
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
の
資
格

認
定
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

こ
の
資
格
が
広
く
認
知
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
般
の
方
々
が
安
心

し
て
刀
剣
類
を
購
入
し
、
売
却
で
き

る
判
断
材
料
と
し
て
ご
活
用
願
え
る

も
の
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
刀
剣
評

価
鑑
定
士
に
認
定
さ
れ
た
組
合
員
・

賛
助
会
員
は
、
そ
の
期
待
に
応
え
、

必
要
と
さ
れ
る
幅
広
い
知
識
と
能
力

に
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

認
定
試
験
の
設
問
は
多
岐
に
わ

た
っ
て
お
り
、
刀
剣
に
関
わ
る
基
本

知
識
以
外
に
、
銃
刀
法
・
古
物
営
業

法
・
特
定
商
取
引
法
・
種
の
保
存
法

な
ど
の
関
係
法
令
か
ら
も
出
題
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

法
律
や
政
令
は
国
際
的
な
潮
流
や

時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
し
ば
し
ば

改
正
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
わ
れ
わ
れ

刀
剣
商
は
常
に
そ
れ
に
従
っ
て
業
務

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受

け
、
警
察
庁
を
主
務
官
庁
と
し
て
発

足
し
た
組
合
で
あ
る
以
上
、
新
事
業

に
つ
い
て
も
指
導
監
督
を
仰
が
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
昨
年
九
月
、
深
海
理
事
長

が
警
察
庁
を
訪
ね
、
刀
剣
評
価
鑑
定

士
認
定
事
業
の
報
告
と
認
定
試
験
問

題
の
一
部
監
修
を
お
願
い
し
た
こ
と

は
、
本
紙
第
五
十
号
で
ご
報
告
し
ま

し
た
。

　

警
察
庁
の
生
活
安
全
局
生
活
安
全

企
画
課
と
同
局
保
安
課
の
両
課
か
ら

は
直
ち
に
快
諾
を
頂
く
と
と
も
に
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
な
ら
び

に
古
物
営
業
法
に
つ
い
て
の
監
修
結

果
を
速
や
か
に
送
信
願
い
ま
し
た
。

お
忙
し
い
中
、
丁
重
に
対
応
し
て
い

た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

監
修
い
た
だ
き
ま
し
た
設
問
の
詳

細
は
前
号
か
ら
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
組
合
が
作
成
し
た
設

問
に
対
す
る
、
監
修
者
の
指
摘
す
る

見
解
の
相
違
点
や
修
正
の
趣
旨
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普

及
し
、
通
信
販
売
で
商
品
を
購
入
す

る
こ
と
も
一
般
化
し
て
い
ま
す
が
、

刀
剣
類
は
古
物
の
扱
い
と
な
る
た
め

に
、
古
物
営
業
法
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
設
問
】
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ

に
は
「
古
物
商
の
氏
名
ま
た
は
法
人

の
名
称
」「
許
可
を
し
た
公
安
委
員

会
の
名
称
」「
許
可
証
の
番
号
」
の

三
点
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。�

正
解
◯

【
修
正
意
見
】
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利

用
し
て
古
物
の
取
引
を
行
う
古
物

商
は
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
古

物
商
の
氏
名
又
は
名
称
」「
許
可
を

し
た
公
安
委
員
会
の
名
称
」「
許
可

証
の
番
号
」
の
三
点
を
、
そ
の
取
り

扱
う
古
物
を
掲
載
し
て
い
る
個
々
の

ペ
ー
ジ
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。�

正
解
◯

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
商

品
を
販
売
す
る
際
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
み
に
三
点
を

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識

し
て
い
ま
し
た
が
、「
取
り
扱
う
古

物
に
関
す
る
事
項
と
共
に
」
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
取
り
扱

う
古
物
を
掲
載
し
て
い
る
個
々
の

ペ
ー
ジ
に
表
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
だ
個
々
の
ペ
ー
ジ
に
表
示
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
速
や
か
に
指
摘

さ
れ
た
表
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
設
問
】
同
一
世
帯
で
も
、
二
人
以

上
が
そ
れ
ぞ
れ
古
物
商
営
業
許
可
証

を
取
得
で
き
る
。�

正
解
×

【
修
正
意
見
】
同
一
世
帯
の
二
人
以

上
の
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
古
物
商
許
可

を
取
得
で
き
る
。�

正
解
◯

（
許
可
は
「
個
人
単
位
」「
法
人
単

位
」
で
の
許
可
と
な
る
）

　

設
問
の
場
合
の
よ
う
に
、
複
数
の

古
物
商
が
同
一
の
建
物
内
で
営
業
す

る
場
合
は
、
管
理
者
・
帳
簿
・
標
識

等
の
義
務
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
法
を
履
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
同
一
の
建
物
内
で
複
数
の
古
物

商
が
営
業
す
る
場
合
は
、「
個
人
単

位
」「
法
人
単
位
」で
の
許
可
は
可
能

で
あ
る
と
の
指
導
を
頂
き
ま
し
た
。

　

個
人
や
団
体
か
ら
刀
剣
類
の
相
談

を
受
け
た
際
に
、
刀
剣
評
価
鑑
定
士

と
し
て
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う

こ
と
は
、
防
犯
活
動
の
促
進
・
向
上

の
上
か
ら
も
重
要
で
、
ひ
い
て
は
刀

剣
商
の
社
会
的
信
用
に
も
必
ず
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

本
事
業
を
通
し
て
、
官
報
な
ど
に

記
載
さ
れ
る
法
改
正
を
一
歩
踏
み
込

ん
だ
形
で
一
般
に
紹
介
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
度
の

警
察
庁
の
ご
協
力
は
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
も
認
識
を
新
た
に
す
る
良
い

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

既
に
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
会
・
公
益
財
団
法
人
日
本

刀
文
化
振
興
協
会
・
一
般
社
団
法
人

日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
等
の
監

修
を
頂
戴
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
と

も
関
係
機
関
の
指
導
を
得
て
、「
刀

剣
評
価
鑑
定
士
」
認
定
事
業
の
充
実

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
嶋
田
伸
夫
）

美
術
刀
剣
、
小
道
具
、
武
具
類
の

売
買
、
加
工
及
び
御
相
談
承
り
ま
す

大
阪
市
中
央
区
日
本
橋
二
–
七
–
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
六
–
六
六
三
一
–
二
二
一
○

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
○
六
–
六
六
四
四
–
五
四
六
四

刀
剣
古
美
術

三
峯
美
術
店

埼
玉
県
秩
父
市
野
坂
町
一
–
十
六
–
二

西
武
秩
父
駅
連
絡
通
路 

町
久
ビ
ル
内

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
四
九
四
–
二
三
–
三
○
六
七

Ｆ
Ａ
Ｘ 町
田 
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「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」令
和
二
年
度
も
認
定
試
験
を
実
施

警
察
庁
等
の
監
修
を
受
け
て
試
験
問
題
の
一
層
の
充
実
を
図
る

50 名の刀剣評価鑑定士が誕生した昨年の認定試験

第
三
回「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」認
定
試
験
は
４
月
17
日
に
実
施
し
ま
す

　
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
の
第
三
回
認
定
試
験
を
、
来
る
四
月
十
七
日
㈮
組
合
交
換

会
終
了
後
、
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
実
施
し
ま
す
。
奮
っ
て
参
加
さ
れ
ま
す

よ
う
、
ご
案
内
し
ま
す
。

①
受
験
資
格　

�

組
合
加
入
期
間
が
五
年
以
上
の
組
合
員
も
し
く
は
賛
助
会
員
で
、

古
物
商
許
可
証
取
得
後
五
年
以
上
の
方

②
受
験
料　

一
万
円

③
試
験
問
題　

二
肢
択
一
式
一
〇
〇
問

④
試
験
時
間　

六
〇
分

⑤
合
格
点　

�

一
〇
〇
点
満
点
の
八
〇
点
以
上
（
認
定
委
員
会
で
審
査
し
最
終
認

定
す
る
）

⑥
認
定
発
表　

�

試
験
の
二
週
間
以
内
に
本
人
宛
通
知
。
本
紙
・
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る

※�

受
験
さ
れ
る
方
は
四
月
七
日
ま
で
に
組
合
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
関

係
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

当
組
合
の
賛
助
会
員
に
ご
加
入
を
お
願
い
し
ま
す

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
の
活
動
に
賛
同
し
、
ご
支
援
く
だ
さ
る
「
賛
助
会
員
」

の
皆
さ
ん
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
特
に
資
格
は
問
い
ま
せ
ん
。
本
紙
『
刀
剣
界
』・

『
全
刀
商
』
誌･

「
大
刀
剣
市
」
カ
タ
ロ
グ
（
招
待
券
と
も
）
を
お
送
り
す
る
ほ
か
、

本
紙
で
の
ご
紹
介
・
投
稿
な
ど
を
優
先
し
て
掲
載
し
ま
す
。
賛
助
会
費
は
年
間
五

千
円
で
す
。
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
組
合
事
務
局
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。
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所有者変更届の重要性を再認識しました
　何年か前に入手した昭和20年代の大阪府登録の在銘刀
がありました。茎がかなり朽ちていて、登録当時でさえ
判読困難だったらしく、登録証も「表：〇〇〇国／裏：
〇〇二年〇〇」と判読不明があるままで登録されていま
した。鑢目もわかりません。
　茎の錆落としを繰り返すうちに、かすかにあった銘も
ほとんど見えなくなったので、大阪府教育委員会に電話
相談しました。
　「千葉県在住の鈴木と申します。大阪×××××番の
御刀ですが、銘が見えなくなりました」
　「在銘から無銘への内容変更の可能性はあるが、そも
そも貴殿はその刀の正当な所有者であるか？　所有者変
更届をしてあるか？　正当な所有者ならば、自宅宛に内
容変更に関する書類を郵送する。必要事項を記載の上、
before（在銘）/after（無銘）がわかる押形等を添えて大
阪まで返送のこと。内容適正ならば千葉県教育委員会に
連絡する。千葉県の登録審査に出向いて事情説明扌現物
確認扌新規登録になる。現登録証は返納になる」（実際
はもっと丁寧でしたが、文字にするとこんな感じでした）
　その御刀の所有者変更届は入手後20日以内に提出済み
でしたので、大阪府教育委員会の方も登録原簿で現所有
者を確認の上、内容変更書類を拙宅に郵送してください
ました。
　しばらくして千葉県教育委員会から連絡があり、登録
審査時に御刀・登録証・身分証明書・印鑑を持参して会
場に来ること、審査合格の暁には千葉県の新規登録とな
るので、千葉県の収入証紙（収入印紙ではない）6,300円
分を購入して申請用紙に添付のこと。といった流れで、
遅滞なく内容変更・新規登録となりました。
　所有者変更届を怠っていたら、いつ誰から譲り受けた
のか？　20日以内の届け出が義務であるのになぜ変更届
を提出していないのか？　御刀の所有者は本当に貴殿
か？　等々の質問攻めに遭い、まずは「変更届を至急提
出します」から始めることになったでしょう。
　内容変更に際しても、所有者変更届が重要であると実
感した事例です。� （千葉県の刀剣愛好家・鈴木光寿）

　

当
組
合
の
経
済
委
員
会
に
、
交
換
会

運
営
部
会
・
共
同
購
買
部
会
と
並
ん
で

評
価
査
定
部
会
が
あ
り
ま
す
。

　

評
価
査
定
部
会
は
個
人
や
博
物
館
・

役
所
等
の
法
人
の
依
頼
を
受
け
て
、
刀

剣
類
や
甲
冑
武
具
、
古
美
術
品
等
の
評

価
鑑
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
十
九

年
に
飯
田
慶
久
理
事
長
（
当
時
）
の
発

案
で
始
ま
り
ま
し
た
。
当
時
、
組
合
事

務
所
に
評
価
査
定
し
て
ほ
し
い
、
ま
た

売
却
を
考
え
て
い
る
等
の
問
い
合
わ
せ

が
頻
繁
に
あ
っ
た
の
で
、
理
事
会
で
審

議
し
て
事
業
に
採
用
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
組
合
事
務
局
に
電
話
や
メ
ー
ル

で
依
頼
が
入
る
と
、そ
の
内
容
を
有
山
・

濵
﨑
両
事
務
局
員
が
伺
い
、
日
程
や
査

定
場
所
な
ど
を
打
ち
合
わ
せ
ま
す
。
そ

し
て
、
査
定
の
中
身
や
本
数
、
査
定
書

が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
。
評

価
買
い
入
れ
の
立
ち
会
い
は
必
ず
理
事

二
名
で
対
応
し
ま
す
が
、
近
く
て
動
き

や
す
い
理
事
に
声
が
か
か
り
ま
す
。

　

評
価
査
定
の
依
頼
は
全
国
各
地
か
ら

あ
り
ま
す
。
昨
年
は
愛
媛
県
や
三
重
県

に
も
出
張
査
定
に
伺
い
ま
し
た
し
、
各

県
警
察
署
か
ら
査
定
の
依
頼
も
あ
り
ま

し
た
。

　

公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存

協
会
か
ら
の
査
定
依
頼
や
紹
介
、
公
的

博
物
館
や
地
方
裁
判
所
か
ら
の
依
頼
が

あ
り
、
ま
た
東
京
・
神
奈
川
・
埼
玉
各

教
育
委
員
会
の
登
録
審
査
会
で
紹
介
さ

れ
た
お
客
さ
ま
か
ら
の
依
頼
も
あ
り
ま

す
。
弁
護
士
や
司
法
書
士
の
方
が
数
振

持
参
し
、
相
続
評
価
を
依
頼
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
方
か
ら
査

定
品
を
い
き
な
り
送
付
し
て
く
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

公
の
機
関
か
ら
評
価
査
定
の
依
頼
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
組
合
が
そ
れ
だ

け
信
頼
さ
れ
て
い
る
証
明
で
あ
り
、
理

念
の
一
つ
で
あ
る
社
会
的
地
位
向
上
に

も
つ
な
が
る
事
業
で
あ
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　

評
価
査
定
は
買
い
取
り
を
目
的
と
し

た
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
時
と
し

て
査
定
を
経
て
お
客
さ
ま
が
売
却
を
希

望
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
毎
月
十

七
日
の
交
換
会
の
案
内
の
中
に
「
組
合

成
り
行
き
品
あ
り
ま
す
」
と
の
案
内
を

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
査

定
を
し
て
買
い
取
り
依
頼
を
受
け
た
商

品
で
す
。
組
合
員
が
落
札
し
て
生
じ
た

利
益
は
、
組
合
の
活
動
を
支
え
る
一
部

と
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

最
近
、こ
ん
な
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
組
合
事
務
所
で
査
定
を
し
て

い
る
と
、
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
、
濱
㟢
さ

ん
が
対
応
に
当
た
っ
た
の
は
フ
ィ
リ
ピ

ン
か
ら
の
来
客
で
し
た
。
中
に
入
っ
て

も
ら
い
訳
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
刀
を
売

り
に
持
参
し
て
き
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
成
田
空
港
に
着
い
て
空
港
警
察
署

に
聞
い
た
ら
、
当
組
合
が
輸
入
立
ち
会

い
人
だ
と
判
明
し
た
の
で
、
直
行
し
た

と
英
語
で
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

あ
ま
り
に
も
突
然
な
の
で
驚
き
、
成

田
空
港
警
察
署
に
確
認
の
電
話
を
入

れ
、
新
宿
警
察
署
に
も
こ
の
こ
と
を

伝
え
た
と
こ
ろ
合
法
的
な
こ
と
が
わ
か

り
、
都
庁
の
登
録
審
査
日
に
刀
数
振
を

代
行
で
持
ち
込
み
、
新
規
に
登
録
証
を

発
行
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
が
特
別

に
見
学
す
る
組
合
の
交
換
会
で
売
却

し
、
あ
ら
か
じ
め
約
束
し
て
い
た
手
数

料
を
頂
き
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
事
務
局
員
の
依
頼
者

に
対
す
る
懇
切
丁
寧
な
対
応
と
、
査
定

員
の
自
己
犠
牲
な
く
し
て
成
り
立
ち
ま

せ
ん
。
今
で
は
欠
か
せ
な
い
事
業
の
一

つ
な
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
事
業

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
清
水
儀
孝
）

　

今
回
取
り
上
げ
る
事
例
は
東
京
都
の

登
録
で
、
種
別
刀
、
銘
文
「
憲
長
／
昭

和
十
九
年
五
月
」、
長
さ
二
尺
五
寸
、

反
り
五
分
、
目
釘
穴
一
個
と
あ
り
、
現

物
に
違
い
が
な
か
っ
た
の
で
買
い
取
り

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
所
有
者
変
更
を
し
よ
う
と

書
類
に
記
入
を
始
め
て
、
発
行
年
月
日

が
不
鮮
明
だ
っ
た
の
で
東
京
都
教
育
委

員
会
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
の

登
録
番
号
で
は
該
当
品
が
な
い
こ
と
が

判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
警
察
に
連
絡

す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

警
察
で
は
、
お
客
さ
ま
に
他
の
登
録

証
が
な
か
っ
た
か
を
問
い
合
わ
せ
て
ほ

し
い
と
言
わ
れ
、
お
客
さ
ま
に
お
聞
き

し
ま
し
た
が
、
こ
の
刀
は
お
父
さ
ま
が

学
生
時
代
に
購
入
し
、
居
合
用
と
し
て

使
用
し
て
い
た
も
の
で
、
刀
も
登
録
証

も
こ
れ
の
み
と
の
返
答
で
し
た
。

　

そ
の
こ
と
を
警
察
に
伝
え
た
と
こ

ろ
、
こ
の
ま
ま
で
は
刀
の
所
持
が
で
き

な
い
の
で
、
売
買
を
元
に
戻
し
、
警
察

で
廃
棄
の
手
続
き
を
す
る
か
、
所
持
し

た
い
な
ら
刀
を
ま
ず
警
察
に
預
け
、
事

件
性
が
な
い
か
を
調
査
し
、
事
件
性
が

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
、
そ
こ
で
あ

ら
た
め
て
登
録
証
の
新
規
取
得
手
続
き

を
行
う
よ
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
刀
は
刃
切
れ
の
あ
る
状
態
の
良

く
な
い
刀
で
し
た
の
で
、
お
客
さ
ま
は

や
む
な
く
廃
棄
す
る
こ
と
を
希
望
さ
れ

ま
し
た
。
後
日
お
客
さ
ま
が
再
来
店
さ

れ
、
警
察
官
立
ち
合
い
の
下
、
売
買
を

解
約
し
、
お
客
さ
ま
が
廃
棄
の
書
類
に

サ
イ
ン
し
、
刀
は
警
察
で
処
分
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
回
は
お
客
さ
ま
の
意
思
で
廃
棄
処

分
と
な
り
ま
し
た
が
、
警
察
の
調
査
に

よ
っ
て
事
件
性
の
な
い
こ
と
が
わ
か
れ

ば
、
し
か
る
べ
き
手
続
き
を
経
て
所
持

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

な
ん
で
こ
う
な
る
の
？

　
「
昭
和
十
三
戊
寅
⋮
」
と
年
紀
が
あ

る
の
に
登
録
証
に
記
載
が
な
く
、
原
簿

に
も
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

脇
指
が
入
っ
て
き
た
。
交
付
し
た
兵
庫

県
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、籍
は
あ
っ
た
。

登
録
時
の
記
載
漏
れ
で
あ
る
。
正
し
い

登
録
証
を
取
得
す
る
に
は
⋮
⋮
そ
う
、

現
物
確
認
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
コ
ー

ナ
ー
で
何
度
も
話
題
に
上
っ
た
こ
と
で

あ
る
。

　

書
類
を
送
付
扌
登
録
証
を
発
行
し
た

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
か
ら
東
京
都

教
育
委
員
会
へ
依
頼
書
扌
都
庁
で
現
物

確
認
を
実
施
扌
東
京
都
教
育
委
員
会
か

ら
回
答
扌
訂
正
交
付
。
手
続
き
そ
の
も

の
は
簡
単
で
あ
る
。
た
だ
面
倒
く
さ
い

し
、
時
間
が
か
か
る
。
そ
れ
で
も
や
ら

な
い
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
と
い
う

わ
け
で
、
都
庁
で
の
現
物
確
認
の
段
と

な
っ
た
。

　

長
さ
、
反
り
、
目
釘
穴
の
数
、
表
の

銘
文
、
す
べ
て
一
致
し
た
が
、
東
京
都

の
登
録
審
査
委
員
は
「
製

作
年
代
が
現
代
に
な
っ
て

い
ま
す
ね
。
そ
れ
と
裏
年

紀
が
全
く
な
い
と
い
う
の

は
不
一
致
」
と
い
う
判
断

を
し
て
い
た
ら
し
い
（
当

日
、
出
張
し
た
ス
タ
ッ
フ

の
談
）。

　

ど
う
判
断
さ
れ
る
の

事
例
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事
例
35

か
、
心
配
し
な
が
ら
待
っ
て
い
る
と
、

兵
庫
県
教
育
委
か
ら
連
絡
が
き
た
。
訂

正
交
付
し
ま
す
、
で
あ
っ
た
。
旧
登
録

証
を
送
り
返
し
、
再
び
待
つ
こ
と
一
週

間
。
待
望
の
新
し
い
登
録
証
が
来
た
。

　

一
応
確
認
し
た
。
長
さ
良
し
、
反
り

良
し
、
目
釘
穴
の
数
良
し
、
表
銘
良
し
、

裏
銘
「
昭
和
十
三
年4

戊
寅
⋮
」
？　

一

字
余
計
な
文
字
が
入
っ
て
い
る
！

　

早
速
連
絡
を
し
た
。「
東
京
都
か
ら

来
た
回
答
と
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
交

付
し
て
ま
す
が
⋮
調
査
し
て
ご
連
絡
し

ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然

で
あ
ろ
う
。

　

東
京
都
は
登
録
審
査
の
際
に
、
茎
の

写
真
を
撮
ら
な
い
。
果
た
し
て
わ
か
る

の
だ
ろ
う
か
。
訂
正
交
付
さ
れ
た
登
録

証
の
文
字
が
違
っ
て
い
た
こ
と
が
前
に

も
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
は
、
審
査
に
当

た
っ
た
登
録
審
査
委
員
の
方
が
記
憶
し

て
い
て
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ

た
。
が
、
も
し
確
認
で
き
な
い
と
い
う

な
ら
、
ま
さ
か
⋮
嫌
な
予
感
は
募
る
。

　

果
た
し
て
、
予
感
は
的
中
し
た
。
東

京
都
は
結
局
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

見
た
ま
ま
に
間
違
い
な
く
書
い
た
と
い

う
こ
と
ら
し
い
。

私
「
ま
た
現
物
確
認
に
行
か
な
き
ゃ
だ

め
で
す
か
？
」

都「
写
真
を
送
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
？
」

　

早
速
、
撮
影
し
て
送
っ
た
。
実
は
、

こ
の
脇
指
に
は
保
存
刀
剣
鑑
定
書
が
付

さ
れ
て
お
り
、
茎
の
表
裏
の
写
真
が
あ

る
。「
鑑
定
書
の
コ
ピ
ー
を
送
り
ま
し
ょ

う
か
」
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
遠
慮
し

た
い
と
言
う
。
公
文
書
だ
し
、
写
真
、

登
録
番
号
、
銘
文
、
刃
長
、
目
釘
穴
の

数
が
明
ら
か
だ
か
ら
、
筆
者
の
下
手
な

写
真
よ
り
は
る
か
に
い
い
と
思
う
の
だ

が
。
そ
も
そ
も
写
真
を
撮
影
し
て
送
っ

て
、
確
か
に
間
違
え
て
ま
す
ね
、
と
い

う
の
が
明
ら
か
に
で
き
る
な
ら
、
現
物

確
認
に
行
く
必
要
性
が
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
の
か
な
あ
、
と
素
朴
な
疑
問
を
持
っ

た
。
文
句
を
言
っ
て
も
、
本
当
に
ど
う

に
も
な
ら
な
い
の
で
、写
真
を
撮
影
し
、

プ
リ
ン
ト
し
て
送
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
は
確
か

に
配
達
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
何

も
連
絡
が
な
い
。
寅
さ
ん
な
ら「
満
男
、

届
い
た
ら
、＂
拝
受
し
ま
し
た
。
お
手

を
煩
わ
せ
て
す
み
ま
せ
ん
＂
く
ら
い
言

う
の
が
社
会
の
常
識
っ
て
も
ん
だ
ぞ
」

と
説
教
す
る
は
ず
だ
。
池
波
正
太
郎
先

生
の
本
に
、「
昔
は
手
紙
の
書
き
方
、

電
話
の
か
け
方
を
小
学
校
で
習
っ
た
。

今
は
や
ら
な
い
ね
」
と
い
う
よ
う
な
く

だ
り
が
あ
っ
た
が
、
教
育
行
政
の
本
山

の
一
つ
で
あ
る
東
京
都
教
育
庁
で
す
ら

そ
ん
な
で
は
、
世
の
中
何
に
も
変
わ
ん

な
い
な
あ
、
な
ど
と
つ
い
思
っ
て
し
ま

う
。

　

こ
ち
ら
も
意
地
を
張
っ
て
連
絡
し
な

か
っ
た
の
だ
が
、
さ
す
が
に
一
週
間
も

何
も
言
っ
て
こ
な
い
と
前
に
進
ま
な
い

の
で
、
電
話
し
て
み
た
。
当
初
、
話
が

全
く
通
ら
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
伝

わ
っ
て
、
担
当
者
が
電
話
口
に
登
場
。

「
あ
っ
、
今
、
電
話
し
よ
う
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
」
と
言
い
な
が
ら
、「
登

録
審
査
の
先
生
の
確
認
を
得
て
、
兵
庫

県
に
送
付
し
ま
し
た
。
近
い
う
ち
に
兵

庫
県
か
ら
連
絡
が
行
く
で
し
ょ
う
」
と

何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
。

登
録
審
査
は
二
人
一
組
で
あ
る
が
、
あ

ん
な
綺
麗
な
茎
の
銘
文
を
二
人
し
て
読

み
間
違
え
て
も
「
先
生
な
の
か
」、
な

ど
と
つ
い
つ
い
嫌
み
な
こ
と
を
考
え
、

ま
た
「
今
電
話
し
よ
う
と
」
な
ん
て
、

ま
る
で
出
前
か
何
か
の
人
だ
な
あ
と
、

た
だ
た
だ
、
呆
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

地
域
教
育
支
援
部
の
銃
砲
刀
剣
類
登

録
担
当
を
数
年
勤
め
た
ら
、
た
ぶ
ん
、

別
の
部
署
へ
行
き
、
や
は
り
同
じ
よ
う

に
「
す
み
ま
せ
ん
。
今
、
お
電
話
し
よ

う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
て
」
な

ん
て
言
い
な
が
ら
仕
事
す
る
ん
だ
ろ
う

な
あ
と
思
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
登
録
審
査
委
員
の
「
先

生
」
の
お
か
げ
で
、
多
大
な
手
間
暇
が

か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う

い
う
こ
と
は
登
録
時
に
茎
の
写
真
を
撮

影
し
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
何
て
こ
と

も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
都
は
デ
ジ

カ
メ
を
買
う
だ
け
の
予
算
す
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
決
済
に
ハ
ン
コ

が
山
の
よ
う
に
要
る
の
だ
ろ
う
か
。
善

処
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

（
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
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▪
第
五
回

徳
川
宗
家
伝
来
の
刀
剣

　

徳
川
御
宗
家
で
財
団
法
人
を
設
立

し
、
史
料
類
を
永
久
保
存
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。今
の
徳
川
記
念
財
団
で
あ
る
。

　

財
団
設
立
の
際
に
は
個
人
所
有
の
物

品
を
寄
付
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
必

ず
寄
贈
評
価
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
寄
贈
評
価
と
は
、
そ
の
資
産
を
現

金
で
購
入
す
れ
ば
支
払
う
で
あ
ろ
う
公

正
な
評
価
額
を
査
定
す
る
こ
と
で
あ

る
。
私
も
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
依
頼
さ

れ
、
国
や
公
立
博
物
館
に
寄
付
さ
れ
た

刀
剣
の
寄
贈
評
価
を
務
め
て
き
た
。

　

平
成
十
四
年
の
夏
、
霞
会
館
（
旧
華

族
会
館
）
美
術
部
の
松
平
さ
ん
と
い
う

方
が
当
店
に
お
見
え
に
な
り
、
刀
剣
類

の
寄
贈
評
価
を
依
頼
す
る
に
当
た
っ

て
「
持
参
し
て
見
て
い
た
だ
く
べ
き
と

こ
ろ
だ
が
、
徳
川
宗
家
の
刀
な
の
で
申

し
訳
な
い
が
ご
足
労
願
え
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
「
大
変

光
栄
に
存
じ
ま
す
」と
言
っ
て
承
っ
た
。

　

拝
見
し
た
刀
は
全
部
で
十
五
振
。
保

管
さ
れ
て
い
る
東
京
国
立
博
物
館
と
江

戸
東
京
博
物
館
と
ご
自
宅
の
三
カ
所
を

松
平
さ
ん
と
と
も
に
回
っ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
刀
に
深
い
印
象
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
一
振
に
つ
い
て
だ
け
思
い
出
を
ご

紹
介
し
よ
う
。

　

二
つ
の
博
物
館
で
の
仕
事
を
終
え
、

最
後
に
ご
自
宅
に
伺
っ
た
。
予
定
の
刀

を
見
終
わ
っ
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
奥

さ
ま
が
「
簞
笥
の
中
か
ら
こ
ん
な
小
さ

な
短
刀
が
出
て
き
た
の
で
す
が
、
ど
ん

な
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
お
出
し
に
な

ら
れ
た
の
は
、「
備
州
長
船
景
光
」
在

銘
で
片
落
ち
互
の
目
の
典
型
的
な
短
刀

だ
っ
た
。
そ
の
説
明
を
し
、
拵
も
拝
見

し
た
。「
中
身
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
作

で
す
が
、
拵
は
明
治
ご
ろ
の
比
較
的
新

し
い
も
の
で
す
」
と
補
足
し
た
。

　

短
刀
の
袋
に
木
札
が
付
い
て
お
り
、

見
る
と
「
Ｎ
子
嫁
入
り
の
時
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。「
ご
親
族
に
Ｎ
子
様
と
い

う
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
」
と
尋

ね
る
と
、「
は
い
、
お
り
ま
す
」
と
の

こ
と
。
そ
の
Ｎ
子
様
の
嫁
入
り
短
刀

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
が
、
立
ち

入
っ
て
聞
く
こ
と
も
憚
ら
れ
、
そ
の
ま

ま
辞
し
た
。

　

後
で
調
べ
て
み
て
納
得
が
い
っ
た
。

何
と
、
Ｎ
子
様
は
徳
川
宗
家
十
六
代
家い

え

達さ
と

様
の
奥
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

御
宗
家
に
伺
っ
て
か
ら
一
年
ほ
ど

た
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
、
東
京
美
術
倶
楽

部
で
開
か
れ
て
い
た
全
国
美
術
刀
剣

会
の
席
上
に
店
か
ら
電
話
連
絡
が
あ
っ

た
。
徳
川
様
が
会
社
の
方
に
電
話
し
て

ほ
し
い
と
の
こ
と
。連
絡
先
を
聞
い
て
、

御
宗
家
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
理

解
し
た
。
や
は
り
御
宗
家
の
徳
川
Ｓ
Ｔ

様
だ
っ
た
。

　
「
徳
川
家
に
本
庄
正
宗
と
い
う
刀
が

あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
刀
を
飯
田
さ

ん
は
ご
存
じ
で
す
か
」
と
お
尋
ね
に
な

る
。
私
は
「
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
お

り
ま
す
」
と
お
答
え
し
た
。「
そ
の
刀

が
実
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
出
て
き
て
、
私

の
と
こ
ろ
に
連
絡
が
来
て
い
る
。
ど
ん

な
刀
で
、
徳
川
家
に
と
っ
て
ど
ん
な
価

値
が
あ
る
の
か
教
え
て
ほ
し
い
」
と
の

こ
と
だ
っ
た
。
御
宗
家
の
刀
剣
の
寄
贈

評
価
を
お
手
伝
い
し
た
ご
縁
で
私
の
名

前
を
記
憶
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
か

と
、
う
れ
し
く
な
っ
た
。
早
速
、
本
庄

正
宗
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
献
な
ど
を

コ
ピ
ー
し
、
お
送
り
し
た
。

　

本
庄
正
宗
は
終
戦
直
後
、
進
駐
軍
に

提
出
し
た
ま
ま
返
還
さ
れ
ず
、
現
在

ま
で
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
徳

川
御
宗
家
の
三
種
の
神
器
の
一
つ
で
あ

り
、
最
も
重
要
な
家
宝
と
も
言
う
べ
き

刀
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
噂
話
は
幾

度
か
あ
っ
た
が
、
発
見
に
至
っ
て
い
な

い
。
御
宗
家
か
ら
の
お
話
だ
っ
た
の

で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
本
当
か
も
し
れ

な
い
、
本
庄
正
宗
が
出
て
き
た
ら
大

ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
と
思
っ
た
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
大
き
な
壁
に
ぶ
つ

か
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
し
そ
の
刀
が
日

本
に
帰
っ
て
き
た
と
し
て
、
誰
が
ど
の

よ
う
に
し
て
本
物
と
鑑
定
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

広
井
雄
一
先
生
に
「
文
化
庁
に
照
会

す
れ
ば
わ
か
り
ま
す
か
」と
尋
ね
る
と
、

「
文
化
庁
に
は
本
庄
正
宗
の
寸
法
や
目

釘
穴
数
な
ど
の
記
録
は
あ
る
が
、
押
形

や
写
真
は
な
い
の
で
、
難
し
い
」
と
の

こ
と
。
小
笠
原
信
夫
先
生
に
も
同
様
に

伺
っ
た
が
、
東
京
国
立
博
物
館
に
も
資

料
は
一
切
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

権
威
あ
る
両
機
関
で
わ
か
ら
な
い
と
な

る
と
、「
実
際
に
返
還
さ
れ
た
時
、
そ

の
刀
を
誰
が
本
庄
正
宗
か
ど
う
か
判
断

す
る
の
で
す
か
」
と
、

重
ね
て
質
問
し
た
。
お

二
人
と
も
「
こ
れ
は

困
っ
た
こ
と
だ
」
と
い

う
話
だ
っ
た
。

　

知
る
限
り
で
は
、
本

庄
正
宗
の
資
料
は
福
永

酔
剣
氏
の
『
皇
室
・
将

軍
家
・
大
名
家
刀
剣
目

録
』
に
掲
載
さ
れ
た
押

形
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
出
典
は
何
か
、
果
た
し
て
間
違
い
は

な
い
の
か
確
実
で
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
の
持
ち
主
か
ら
は
徳
川
様

に
「
日
本
に
送
ろ
う
か
」
と
の
打
診
が

届
い
て
い
る
。
私
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン

美
術
館
の
小
川
盛
弘
先
生
に
急
き
ょ
連

絡
し
、
ま
ず
は
小
川
先
生
が
見
て
も
ら

え
な
い
か
と
打
診
し
て
み
た
。
徳
川
様

に
も
許
可
を
い
た
だ
き
、
刀
の
現
所
有

者
に
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
ま
で

持
参
願
う
段
取
り
を
取
っ
た
。
関
係
者

の
期
待
は
い
や
増
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
話
は
一
瞬
に
し
て
終

わ
っ
た
。
持
ち
主
が
前
も
っ
て
刀
身
の

写
真
を
小
川
先
生
に
送
っ
た
が
、
そ
の

刀
は
在
銘
の
正
宗
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
庄
正
宗
は
無
銘
の
刀
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
数
年
し
て
、
本
庄
正
宗
の

資
料
が
出
て
き
た
。
佐
野
美
術
館
の
渡

邉
妙
子
先
生
か
ら
で
、
佐
野
家
で
は
徳

川
御
宗
家
の
御
腰
物
帳
を
入
手
し
て
お

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
本
庄
正
宗
の

資
料
を
先
生
か
ら
頂
戴
し
、
本
物
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
な
が

ら
、
大
事
に
し
て
い
る
。

　

さ
す
が
元
祖
刀
剣
女
子
、
す
ご
い
御

方
で
あ
る
。

飯
田
慶
久

（
飯
田
高
遠
堂
）

あ
る

の

あ
る

刀
のの

刀刀刀刀刀刀
屋
刀
屋
履

歴
書

本
庄
正
宗
と
さ
れ
る
押
形（
福
永
酔
剣『
皇
室
・
将
軍
家
・
大
名
家
刀
剣
目
録
』よ
り
）

　

こ
の
度
、
全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
の

代
表
幹
事
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
会
は
名
前
の
通
り
、
刀
剣
界
の

若
手
た
ち
が
集
ま
り
、
会
の
競
り
か
ら

発
句
、
通
し
、
伝
票
書
き
に
会
計
ま
で

す
べ
て
を
運
営
し
て
い
く
も
の
で
、
会

の
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
、
諸
活
動
を
通

し
て
こ
れ
か
ら
の
刀
剣
界
を
支
え
て
い

く
よ
う
な
人
材
を
育
成
す
る
の
が
目
的

で
あ
り
ま
す
。

　

百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
で
、
実
際
に

運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
く
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
成
長

の
糧
に
な
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

青
年
会
の
歴
史
は
古
く
、
そ
れ
が
こ

こ
ま
で
続
い
て
る
の
は
、
今
ま
で
青
年

会
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
先
輩
方
の
お

か
げ
で
あ
り
ま
す
。

　

一
時
は
事
故
に
よ
っ
て
負
債
を
抱
え

て
し
ま
い
ま
し
が
、
こ
れ
に
も
先
輩
方

の
協
力
が
あ
り
、
一
昨
年
に
返
済
が
完

了
し
ま
し
た
。
今
は
健
全
な
運
営
が
で

き
て
い
ま
す
。

　

ご
協
力
い
た
だ
い
て
き
た
皆
さ
ま
方

先
輩
に
感
謝
し
つ
つ
、
未
熟
で
す
が
、

精
い
っ
ぱ
い
責
務
を
全
う
し
た
い
と
思

う
所
存
で
す
。

　

年
に
一
回
、
青
年
会
は
大
会
を
行
っ

て
お
り
、今
年
は
九
月
に
開
催
し
ま
す
。

そ
の
際
は
多
く
の
お
客
さ
ま
に
ご
来
場

願
え
た
ら
嬉
し
い
限
り
で
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

新代表幹事の
土肥さん

全
国
美
術
刀
剣
青
年
会

代
表
幹
事
就
任
に
際
し
て土肥

富
康
（
和
敬
堂
）

『
産
経
新
聞
』令
和
二
年
二
月
十
四
日
よ
り
。
私
た
ち
全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
も「
大
刀
剣

市
」に
お
い
て
浄
財
を
募
り
、「
あ
け
み
ち
ゃ
ん
基
金
」に
協
力
し
て
き
ま
し
た
。
微
力
な
が
ら
、

お
役
に
立
て
て
う
れ
し
い
限
り
で
す
。
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

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
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前
回
は
新
々
刀
の
作
風
の
変
遷
の
中

で
濤
瀾
刃
ま
で
説
明
し
ま
し
た
が
、
今

回
は
「
復
古
刀
」
に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
し
ょ
う
。

　

復
古
刀
の
期
間
で
す
が
、
年
代
的
に

文
化
四
（
一
八
〇
七
）・
五
年
か
ら
嘉

永
末
年
ま
で
の
約
四
十
五
年
間
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

姿
の
特
徴
と
し
て
は
、
新
々
刀
で
す

の
で
全
般
に
わ
た
っ
て
重
ね
が
厚
く
、

平
肉
が
乏
し
く
、
重
量
感
の
あ
る
も
の

が
多
い
で
す
。

　

復
古
刀
は
鎌
倉
期
の
も
の
を
理
想
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
反
り
が
あ
る

点
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
言
え
ま
す
。

元
幅
と
先
幅
の
差
も
あ
り
、
切
先
は
鎌

倉
期
の
も
の
に
比
し
て
や
や
延
び
心
に

な
る
と
こ
ろ
も
特
徴
と
言
え
ま
す
。

　

復
古
刀
期
間
の
四
十
五
年
間
の
中
で

も
、
姿
に
多
少
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。

文
化
四
・
五
年
か
ら
文
政
年
間
の
約
二

十
二
年
間
は
、
鎌
倉
期
の
姿
を
模
し
て

い
る
も
の
が
多
い
で
す
。
次
に
天
保
年

間
の
十
四
年
間
は
、
長
さ
が
二
尺
六
寸

あ
る
い
は
二
尺
八
寸
前
後
と
長
寸
に
な

り
、
身
幅
も
広
く
、
元
先
の
幅
差
は
少

な
く
、
大
切
先
の
豪
壮
な
姿
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
は
反
り
が
あ
る
点
で
す
。

　

弘
化
か
ら
嘉
永
に
か
け
て
の
約
十
年

間
は
天
保
年
間
の
も
の
ほ
ど
長
寸
で
な

く
な
り
、
反
り
は
や
や
浅
く
な
り
、
切

先
の
延
び
た
姿
に
変
化
し
ま
す
。
つ
ま

り
、
こ
の
後
の
勤
王
刀
姿
に
移
行
す
る

過
渡
期
の
姿
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

地
鉄
お
よ
び
刃
文
に
つ
い
て
は
、
小

板
目
の
よ
く
詰
ん
だ
き
れ
い
な
地
鉄
が

多
い
で
す
が
、
中
に
は
板
目
肌
流
れ
る

も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。
刃
文
は
、
や
は

り
丁
子
刃
が
主
流
で
す
。
丁
子
刃
で
も

お
の
お
の
の
刀
工
が
特
徴
の
あ
る
刃
文

を
焼
い
て
い
ま
す
。

　

次
に
代
表
的
な
刀
工
の
作
風
に
つ
い

て
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
水
心
子
正
秀

　

正
秀
は
復
古
刀
論
の
中
で
、
鎌
倉
期

お
よ
び
南
北
朝
期
の
作
品
を
理
想
と
唱

え
て
い
ま
す
が
、
南
北
朝
期
の
も
の
を

写
し
た
作
品
は
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
。

南
北
朝
期
の
作
品
を
模
し
た
も
の
は
、

時
代
の
下
っ
た
孫
弟
子
た
ち
で
あ
る
次

郎
太
郎
直
勝
や
水
心
子
正
次
ら
に
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

次
に
、
正
秀
の
復
古
刀
の
作
風
に
つ

い
て
述
べ
て
み
ま
す
と
、
反
り
が
深
く

優
美
な
太
刀
姿
で
す
が
、
重
ね
は
や
や

厚
く
、
平
肉
が
乏
し
く
、
し
か
も
手
持

ち
の
や
や
重
い
体
配
が
多
い
で
す
。
そ

し
て
、
切
先
は
延
び
心
で
す
。

　

地
鉄
は
小
板
目
よ
く
詰
み
、
無
地
風

と
な
り
ま
す
。
刃
文
は
匂
本
位
の
丁
子

乱
れ
こ
づ
み
、
尖
り
刃
交
じ
り
、
焼
き

幅
は
さ
ほ
ど
広
く
な
く
、
し
か
も
逆
が

か
り
、
二
個
連
な
っ
た
丁
子
を
交
え
、

鎺
元
は
染し

み
て
お
り
、
全
体
的
に
元
の

刃
の
方
が
華
や
か
で
上
半
が
幾
分
寂
し

く
な
っ
た
刃
文
が
多
い
で
す
。
帽
子
は

乱
れ
込
ん
で
先
小
丸
に
返
り
ま
す
。

　

正
秀
の
理
想
は
鎌
倉
期
の
一
文
字
・

長
光
・
景
光
ら
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

実
際
に
は
小こ

反ぞ
り

備
前
や
応
永
備
前
な
ど

に
似
た
刃
文
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
感

が
あ
り
ま
す
。

◎
大
慶
直
胤

　

直
胤
は
復
古
刀
最
初
期
の
文
化
四
・

五
年
ご
ろ
は
二
十
八
、
九
歳
で
あ
り
、

終
わ
り
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
が

七
十
五
歳
で
す
。
ま
さ
に
復
古
刀
時
代

を
駆
け
抜
け
た
刀
工
の
一
人
で
す
。

　

備
前
伝
が
最
も
得
意
で
あ
り
、
次
い

で
相
州
伝
も
巧
み
で
す
。
山
城
伝
・
大

和
伝
・
美
濃
伝
に
も
精
通
し
、
誠
に
器

用
な
刀
工
で
す
。

　

こ
こ
で
は
備
前
伝
の
作
風
を
年
代
順

に
述
べ
て
み
ま
す
。

　

文
化
・
文
政
年
間
の
も
の
は
二
尺
三

寸
前
後
で
、
身
幅
尋
常
、
重
ね
や
や
厚

く
、
反
り
深
く
、
中
切
先
延
び
心
の
鎌

倉
期
を
思
わ
せ
る
姿
。
地
鉄
は
小
板
目

肌
よ
く
詰
み
、
地
沸
細
か
に
つ
き
、
乱

れ
映
り
の
立
つ
も
の
が
多
い
で
す
。

　

刃
文
は
逆
互
の
目
丁
子
、
足
長
く
入

り
、
匂
深
く
小
沸
つ
き
、
鎺
元
の
刃
の

染
み
る
も
の
が
多
く
、
帽
子
は
乱
れ
込

み
先
小
丸
に
返
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
は
景
光
や
兼
光
あ
た
り
を

狙
っ
た
作
風
が
多
く
、
そ
の
代
表
作
が

重
要
美
術
品
の
文
化
十
二
年
紀
・
杉
原

軍
記
正
包
の
注
文
打
ち
の
刀
で
す
。

　

天
保
年
間
の
直
胤
に
は
備
前
伝
の
作

品
は
少
な
く
、
む
し
ろ
相
州
伝
・
大
和

伝
の
作
品
が
多
い
で
す
。
備
前
伝
の
刀

も
わ
ず
か
に
あ
り
ま
す
が
、そ
の
場
合
、

兼
光
写
し
の
片
落
ち
互
の
目
を
焼
い
て

い
ま
す
。

　

天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
の
作
で
、

刃
長
二
尺
五
寸
強
、
反
り
六
分
半
、
身

幅
広
く
腰
反
り
に
て
大
切
先
の
姿
、
小

板
目
に
杢
交
じ
り
地
沸
よ
く
つ
き
、
刃

中
に
弱
い
砂
流
し
入
り
、
帽
子
は
乱
れ

込
み
先
尖
っ
て
返
る
刀
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
の
兼
光
写
し
の
刀
で
は
、

直
勝
に
一
歩
譲
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

直
勝
は
直
胤
よ
り
や
や
大
き
め
の
片
落

ち
互
の
目
を
揃
っ
て
焼
い
て
お
り
、
匂

口
は
一
段
と
明
る
く
冴
え
、
地
に
も
乱

れ
映
り
が
淡
く
立
っ
て
い
ま
す
。

　

直
胤
晩
年
作
（
嘉
永
ご
ろ
）
の
例
と

し
て
は
、
二
尺
五
寸
ほ
ど
の
や
や
長
寸

の
姿
に
反
り
七
分
半
と
深
く
、
中
切
先

延
び
心
に
て
重
ね
厚
く
、
地
鉄
は
小
板

目
肌
に
映
り
心
が
あ
り
ま
す
。
刃
文
匂

出
来
の
角
張
っ
た
丁
子
に
片
落
ち
互
の

目
交
じ
り
、
尖
り
刃
、
小
さ
な
飛
焼
入

り
、物
打
ち
辺
の
刃
が
華
や
か
と
な
り
、

加
え
て
刃
中
に
砂
流
し
交
じ
り
、
直
胤

独
特
の
刃
文
と
な
り
ま
す
。

　

直
胤
は
師
正
秀
の
復
古
刀
論
を
忠
実

に
実
行
し
た
刀
工
で
、
景
光
・
兼
光
を

中
心
に
、
ま
れ
に
応
永
備
前
を
狙
っ
た

作
品
を
製
作
し
ま
し
た
。
全
般
的
に
見

て
、
片
落
ち
風
に
な
っ
た
逆
が
か
っ
た

互
の
目
、
角
張
っ
た
丁
子
刃
を
焼
き
、

地
に
は
映
り
を
表
現
し
、
鎺
元
の
刃
を

染
み
ら
せ
た
作
風
で
あ
り
ま
す
。

◎
細
川
正
義

　

正
秀
門
下
で
、
直
胤
と
双
璧
と
言
わ

れ
た
刀
工
が
正
義
で
す
。
直
胤
よ
り
七

歳
年
少
で
す
が
、
共
に
復
古
刀
の
時
代

を
駆
け
抜
け
ま
し
た
。

　

最
初
期
の
文
化
年
間
に
は
わ
ず
か
に

濤
瀾
刃
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
文
化
の

後
半
か
ら
丁
子
刃
を
焼
い
て
い
ま
す
。

　

前
期
の
作
例
と
し
て
は
、
全
般
的
に

二
尺
二
、
三
寸
前
後
の
姿
の
も
の
が
多

く
、刃
文
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

後
期
の
焼
き
幅
の
広
い
丁
子
刃
と
異
な

り
、
さ
ほ
ど
焼
き
は
高
く
あ
り
ま
せ

ん
。
匂
出
来
に
て
匂
口
や
や
深
く
、
師

正
秀
に
似
た
こ
づ
ん
で
逆
が
か
っ
た
小

丁
子
、
横
山
祐
包
風
の
茶ち

ゃ

花ば
な

丁
子
、
後

の
正
義
の
源
流
と
も
言
え
る
足
の
左
右

に
開
い
た
丁
子
刃
。
こ
の
三
種
類
の
丁

子
刃
を
、
一
振
の
刀
の
中
に
う
ま
く
織

り
交
ぜ
た
刃
文
で
す
。
加
え
て
、
鎺
元

の
刃
は
、
染
み
て
い
ま
す
。

　

天
保
以
降
は
、
い
わ
ゆ
る
正
義
風
と

な
り
ま
す
。姿
は
豪
壮
な
も
の
が
多
く
、

特
に
三
尺
前
後
の
長
大
な
も
の
が
十
数

点
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
姿
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
正
義
の
二
段
反
り
と

言
わ
れ
る
も
の
で
、
鎺
元
の
刃
方
に
も

棟
方
に
も
踏
ん
張
り
が
強
く
つ
き
、
さ

ら
に
中な

か

心ご

の
形
も
湾
曲
し
て
い
る
、
正

義
な
ら
で
は
の
姿
と
な
り
ま
す
。

　

刃
文
も
匂
本
位
に
小
沸
の
つ
い
た
焼

き
の
高
い
重
花
風
の
丁
子
を
交
え
て
華

や
か
に
乱
れ
、
焼
き
幅
に
高
低
が
見
ら

れ
、丁
子
の
頭
が
角
張
り
気
味
と
な
り
、

焼
き
頭
が
押
し
合
う
よ
う
に
集
ま
り
、

足
が
左
右
に
開
く
、
い
わ
ゆ
る
細
川
丁

子
と
呼
ば
れ
る
刃
文
で
す
。
加
え
て
、

焼
き
頭
の
小
さ
な
飛
焼
も
見
ど
こ
ろ
で

す
。
そ
し
て
、
鎺
元
か
ら
中
心
に
刃
文

が
入
り
込
む
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
関
係
で
正
義
の
中
心
は
長
め

と
な
り
、
鑢
目
の
掛
け
出
し
が
下
が
っ

て
い
る
の
で
す
。
帽
子
は
焼
き
や
や
深

く
乱
れ
込
み
、
先
は
尖
り
心
に
返
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
義
の
丁
子
刃
は
前

期
と
後
期
で
は
作
風
が
異
な
り
ま
す
。

正
義
は
丁
子
刃
の
ほ
か
、
相
州
伝
も
上

手
で
あ
り
、ま
れ
に
直
刃
も
あ
り
ま
す
。

　
〈
参
考
文
献
〉『
刃
文
と
銘
字
（
新
々

刀
編
）』
ほ
か

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
五
回
・

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

水心子正秀直胤
（文政2年）

直胤
（嘉永3年）

細川正義
（嘉永4年）

　

今
回
は
、
少
し
私
的
な
意
見
を
二
回
に
わ

た
っ
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ご
く
稀
で
す
が
「
日
本
の
鎧
に
つ
い
て
勉

強
す
る
の
に
良
い
入
門
書
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
」
と
ご
質
問
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
個
人
的
な
感
覚
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
十
年
ほ
ど
日
本
甲
冑
に
関
す
る

ム
ッ
ク
本
・
解
説
本
な
ど
が
多
く
出
版
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
は
言
え
、
甲

冑
マ
ニ
ア
が
そ
の
よ
う
な
質
問
を
受
け
れ

ば
、
取
り
あ
え
ず
条
件
反
射
の
如
く
『
日
本

甲
冑
の
新
研
究
』�（
山
上
八
郎
著
、
印
刷
所

倭
文
社
、
一
九
二
八
年
刊
）
を
推
す
で
し
ょ

う
。
も
ち
ろ
ん
私
も
そ
の
一
人
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
本
は
こ
れ
か
ら
先
の
人
生

を
日
本
甲
冑
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
は
ま
っ

て
抜
け
ら
れ
な
く
な
り
た
い
人
の
た
め
の

も
の
で
、
内
容
的
に
も
ボ
リ
ュ
ー
ム
的
に

も
、
入
手
す
る
難
易
度
的
に
も
適
当
な
本
と

は
言
え
ま
せ
ん
。

　

で
も
、
素
晴
ら
し
い
本
な
ん
で
す
よ
。
こ

の
気
持
ち
、
こ
れ
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い

る
皆
さ
ん
だ
っ
た
ら
わ
か
る
で
し
ょ
？

　

で
は
、
実
際
に
入
手
可
能
な
範
囲
で
お
薦

め
な
入
門
書
は
何
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と

『
日
本
甲
冑
図
鑑
』�（
三
浦
一
郎
著
・
永
都
康

之
画
、
新
紀
元
社
、
二
〇
一
〇
年
刊
）
で�

し
ょ
う
か
。
こ
ち
ら
の
本
は
文
章
も
比
較
的�

読
み
や
す
く
、
内
容
と
し
て
は
『
日
本
甲
冑

の
基
礎
知
識
』�（
山
岸
素
夫
・
宮
崎
眞
澄
共

著
、
雄
山
閣
、
一
九
九
〇
年
刊
）
を
よ
り
噛

み
砕
い
て
シ
ン
プ
ル
に
し
た
よ
う
な
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
実

物
の
写
真
で
は
な
く
、
実
物
を
精
巧
に
描
い

た
イ
ラ
ス
ト
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
諸
般
の
事
情
を
考
え
れ
ば
致
し
方
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

　
『
日
本
甲
冑
の
基
礎
知
識
』
は
日
本
甲
冑

好
き
の
初
心
者
の
間
で
は
マ
ス
ト
ア
イ
テ

ム
（
必
携
品
）
と
な
っ
て
お
り
、私
た
ち
「
日

甲
研
」
の
会
員
同
士
が
甲
冑
に
つ
い
て
話
し

を
す
る
時
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
本
を
読
ん
で

い
る
と
い
う
前
提
で
会
話
が
進
む
こ
と
が

多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
一
番
の
お
薦
め
は
こ
の
本
と
言
え
ま
す
。

　

他
に
も
是
非
併
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
き

た
い
本
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
次

号
で
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存

会
評
議
員
・
佐
々
木
亮
）

甲
冑
の
話
題
─
─
─
❻

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
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土
肥
豊
久
（
和
敬
堂
）

囲
碁
は
士
君
子
の
嗜
み

囲
碁
は
士
君
子
の
嗜
み

　

私
の
唯
一
の
趣
味
は
囲
碁
で
、
小
学

校
三
年
生
の
時
に
父
の
手
ほ
ど
き
で
始

め
、今
は
ア
マ
五
段
で
打
っ
て
い
ま
す
。

　

碁
盤
の
線
は
漆
で
す
が
、
刀
の
刃
先

に
付
け
た
漆
を
反
り
に
合
わ
せ
て
少
し

ず
つ
盤
に
置
い
て
書
い
て
い
き
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
最
も
綺
麗
に
線
を

描
け
る
そ
う
で
す
。

　

縦
十
九
本
、
横
十
九
本
の
線
が
で
き

ま
す
が
、
そ
の
交
わ
り
の
所
に
白
と
黒

の
石
を
互
い
に
置
い
て
い
き
ま
す
。
一

度
置
い
た
石
は
動
か
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
最
後
に
交
わ
り
の
数
を
多
く

取
っ
た
方
が
勝
ち
に
な
り
ま
す
。

　

刀
装
具
の
画
題
に
琴き

ん

棋き

書し
よ

画が

が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
作
品
が
意
外
に
多
く
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
士
君
子
（
学

問
・
人
格
と
も
に
優
れ
た
人
）
の
嗜
み

と
し
て
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か

ら
で
す
。
琴
（
音
楽
）、
棋
（
囲
碁
・

将
棋
）、書
（
美
し
さ
と
教
養
）、画
（
物

の
本
質
を
見
抜
き
形
に
す
る
）、
そ
れ

が
武
士
と
君
子
に
は
必
要
な
要
素
と
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

将
棋
は
最
後
に
王
将
の
駒
を
取
っ
て

し
ま
え
ば
、
ほ
か
の
駒
が
い
く
ら
取
ら

れ
て
い
た
と
し
て
も
勝
ち
で
す

が
、
囲
碁
は
九
×
九
の
将
棋
盤

の
四
倍
の
広
さ
が
あ
り
、
部
分

の
勝
ち
負
け
よ
り
全
体
の
力
関

係
の
方
が
大
切
で
、
勝
負
に
も

関
わ
っ
て
き
ま
す
。
少
な
い
利

を
追
い
か
け
て
、
大
き
な
利
を

取
ら
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま

す
。
手
順
の
読
み
も
大
切
で
す

が
、
そ
の
結
果
も
頭
で
よ
く
考

え
、
部
分
で
負
け
て
い
て
も
全

体
で
は
勝
て
る
と
信
じ
、
臨
機

応
変
に
打
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

囲
碁
が
趣
味
の
人
は
ボ
ケ
が
少
な

い
、
ま
た
美
術
商
・
表
具
屋
さ
ん
も
ボ

ケ
が
少
な
い
︱
そ
ん
な
話
を
耳
に
し

ま
す
。
私
も
大
好
き
な
刀
剣
商
と
囲
碁

を
究
め
つ
つ
、
歳
を
重
ね
ら
れ
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
ち
ら
も
道
半
ば
で
ま
だ
ま
だ
で
す

が
、
仲
間
の
助
け
を
借
り
て
切
磋
琢
磨

し
、
自
分
も
仲
間
も
、
ま
た
刀
剣
界
・

美
術
界
も
大
切
に
し
て
、
皆
が
良
く
な

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
前
置
き
が
長
い
。

　

い
つ
も
埼
玉
方
面
に
向
か
う
時
左
折

す
る
、
山
手
通
り
の
青
葉
台
一
の
交
差

点
に
か
つ
て
は
コ
ー
ヒ
ー
の
問
屋
さ
ん

が
あ
っ
た
が
、
今
は
黒
っ
ぽ
い
ビ
ル
が

そ
び
え
て
い
る
。
Ｌ
Ｄ
Ｈ
と
い
う
会
社

だ
そ
う
で
、
芸
能
事
務
所
・
ダ
ン
ス
ス

ク
ー
ル
・
飲
食
店
な
ど
幅
広
く
展
開
。

一
番
有
名
な
所
属
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
Ｅ

Ｘ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
（
エ
グ
ザ
イ
ル
）
だ
そ
う
だ
。

　

地
元
の
方
々
は
呼
び
捨
て
で
な
く

「
さ
ん
」
を
付
け
る
と
か
。
メ
ン
バ
ー

のShokichi

さ
ん
が
家
路
を
忘
れ
た

お
年
寄
り
を
家
ま
で
送
り
届
け
、
人
気

急
上
昇
。
そ
の
後
も
多
く
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
が
リ
ス
ト
ラ
に
お
び
え
る
中
、
彼

ら
は
メ
ン
バ
ー
を
公
募
し
て
増
員
し
た

と
か
、
ビ
ル
の
前
の
ガ
ー
ド
マ
ン
さ
ん

が
感
じ
良
い
と
か
、
ご
み
集
積
所
が
メ

ン
バ
ー
の
陣
頭
指
揮
に
よ
り
き
れ
い
に

な
っ
た
と
い
っ
た
噂
ま
で
⋮
。

　

彼
ら
と
同
事
務
所
で
双
璧
を
な
す
稼

ぎ
手
が
、三
代
目J�SOUL�BROTHERS

（
ジ
ェ
イ･

ソ
ウ
ル･

ブ
ラ
ザ
ー
ズ
）

と
い
う
皆
さ
ん
。Naoki

さ
ん
ら
メ
ン

バ
ー
が
重
複
し
て
い
る
た
め
、
俺
は
エ

グ
ザ
イ
ル
の
二
軍
が
こ
ち
ら
で
経
験
を

積
ん
で
エ
グ
ザ
イ
ル
に
上
が
る
も
の
と

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
識
者
で
あ
る
組

合
事
務
局
の
濵
﨑
美
千
代
女
史
に
よ
る

と
、
並
立
の
関
係
で
一
軍
・
二
軍
で
は

な
い
と
教
え
ら
れ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
刀
剣
商
に
と
っ
て
一
番
気

に
な
る
の
は
、
三
代
目
の
前
に
初
・
二

代
は
あ
る
の
か
だ
が
、
彼
女
は
か
つ
て

あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。
エ
ク4

ザ
イ

ル
と
間
違
っ
て
発
音
し
て
い
る
し
、
関せ

き

口ぐ
ち

メ
ン
デ
ィ
ー
さ
ん
だ
か
、
関せ

き

ロ
メ
ン

デ
ィ
ー
さ
ん
だ
か
未
だ
に
わ
か
ら
な
い

俺
は
、彼
ら
を
熱
く
語
る
立
場
に
な
い
。

む
し
ろ
地
元
の
城
南
堂
さ
ん
や
宝
古
堂

さ
ん
が
詳
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
今
日
の
俺
の
行
き
先
は
東
京

都
立
産
業
貿
易
セ
ン
タ
ー
台
東
館
。
新

春
浅
草
刀
剣
祭
を
訪
ね
る
。
一
月
の
寒

さ
、
短
距
離
で
お
茶
を
濁
そ
う
と
し
た

俺
を
神
様
が
許
さ
な
か
っ
た
の
か
、
三

日
間
の
イ
ベ
ン
ト
と
勘
違
い
し
た
俺
は

一
月
九
日
に
現
場
を
訪
ね
、
ま
だ
誰
も

搬
入
し
て
い
な
い
ガ
ラ
ン
と
し
た
会
場

へ
突
入
。

　

結
局
、
十
一
日
に
再
び
来
訪
で
二
往

復
と
い
う
マ
ヌ
ケ
さ
だ
。

　
「
大
刀
剣
市
」
か
ら
二
カ
月
後
に
開

催
さ
れ
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
前
半
の

話
と
こ
こ
で
つ
な
が
る
の
だ
が
、
別
に

大
刀
剣
市
の
二
軍
や
育
成
で
は
な
い
。

全
く
違
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
イ
ベ
ン
ト

で
、
主
役
は
庶
民
の
刀
剣
と
下
町
に
集

う
愛
刀
家
、そ
し
て
愛
刀
家
予
備
軍
だ
。

居
合
道
の
実
演
な
ど
、
草
の
根
運
動
や

愛
刀
家
へ
の
入
り
口
を
開
く
こ
と
も
忘

れ
て
は
い
な
い
。
メ
ン
バ
ー
の
重
複
も

あ
る
が
、
こ
の
コ
ラ
ム
に
協
賛
し
て
く

れ
た
方
々
と
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
再
会
と
な
っ
た
。

　

大
宮
編
で
は
出
来
の
火
縄
銃
を
追

い
、
清
水
敏
行
氏
の
店
で
イ
ノ
ア
ッ
ク

デ
キ
の
助
っ
人
ス
イ
ス
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
、
エ
リ
ッ
ク･

メ
ヒ
ラ
ー
選
手
を
思

い
起
こ
し
た
。

　

町
田
編
で
は
籏

谷
三
男
氏
が
ご
子

息
を
亡
く
さ
れ
た

魔
の
Ｔ
字
路
、
金

井
入
り
口
で
は
案

の
定
、
ト
ラ
ッ
ク

の
左
折
で
肝
を
冷

や
し
た
。
実
業
団

シ
マ
ノ
自
転
車
競

技
部
の
ベ
テ
ラ
ン

松
井
久
選
手
は
、

鈴
鹿
の
レ
ー
ス
で
他
の
選
手
が
勝
負
を

語
る
中
、
一
人
交
通
安
全
を
呼
び
掛
け

て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

記
憶
も
新
し
い
木
曽
路
編
で
は
、
松

原
正
勝
氏
の
ア
シ
ス
ト
カ
ー
で
の
気
づ

か
い
を
感
謝
と
と
も
に
思
い
返
す
。

　

大
刀
剣
市
と
浅
草
刀
剣
祭
は
、
わ
が

業
界
の
双
輪
と
な
る
に
違
い
な
い
。
エ

グ
ザ
イ
ル
と
三
代
目
ジ
ェ
イ･

ソ
ウ
ル

･

ブ
ラ
ザ
ー
ス
の
よ
う
に
。
で
も
彼
ら

の
よ
う
に
一
〇
〇
億
ず
つ
稼
ぐ
の
は
無

理
だ
よ
な
。

（
綱
取
譲
一
）

28

編

台
東
区
浅
草

（左から）籏谷三男･松原正勝･
清水敏行の各氏に囲まれて

　私がこれまでに製作した中ではかなり大きい部類の作品で、刀６振分の材料
を使用しました。一番苦労したところは、鉄を焼くと酸化被膜ができて表面が
剝げ落ち、地鉄の分量が減っていくことです。大きい故に鉄の減り幅が多く、
鍛え上げた鉄で目標の長さを維持するのには、かなり神経を使いました。
　また焼き入れでは、通常の刀の３倍の重量で、かつ長大ですので、引き焼き
で作業するには大変難しく、赤く熱して水に浸けるころには気力・体力ともに
使い切りました。焼きが入り、全体を研ぎ出し派手な刃文を見た時には、今ま
での苦労が一気に吹き飛んだことを思い出します。
　疵や割れもなく破綻のない丁子の刃文に、勢いのある龍の彫りを身に纏った
大太刀は、私の作刀人生の中で最高の作品になるのではないかと思っています。
� （文 ･木村兼

かね

嗣
つぐ

／写真 ･トム岸田）
　種別　大太刀　　銘文　以自家製鉄鍛之�肥後国八代住兼嗣謹作
　　　　　　　　　　　　範光彫之�平成十五年八月吉日
　　　　　　　　　　　　長さ 130cm（4 尺 3 寸）　反り 4.7cm　重さ 3kg

大太刀
製作の記

　

一
月
十
三
日
、
全
日
本
刀
匠
会
関
東

支
部
主
催
の
「
現
代
刀
鑑
賞
会
」
が
靖

国
神
社
の
遊
就
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

鑑
賞
会
に
は
女
性
二
十
七
名
、
男
性

十
名
の
参
加
が
あ
り
、
二
名
の
視
覚
障

害
者
と
一
名
の
聴
覚
障
害
者
の
方
も
エ

ン
ト
リ
ー
さ
れ
ま
し
た
。
視
覚
障
害
者

の
方
に
は
、
鐔
を
触
っ
た
り
、
刀
身
を

持
っ
て
重
量
な
ど
も
体
験
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

小
澤
茂
範
・
加
藤
慎
平
・
川
㟢
晶
平
・

下
島
房ふ

さ

宙ひ
ろ

・
髙
橋
恒つ

ね

厳よ
し

・
宮
城
朋
幸
・

山
下
義
高
・
吉
原
国
家
の
各
刀
匠
の
作

品
八
口
が
展
示
さ
れ
、
参
加
者
は
刀
匠

自
身
か
ら
展
示
作
品
の
解
説
を
聞
き
な

が
ら
鑑
賞
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

続
い
て
現
代
刀
四
口
の
入
札
鑑
定
が

行
わ
れ
、
上
位
入
賞
者
に
は
刀
鍛
冶
が

作
っ
た
鉄
の
小
品
や
図
録
な
ど
が
、
最

高
入
賞
者
に
は
吉
原
刀
匠
と
川
㟢
刀
匠

か
ら
小
刀
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

（
報
告･

写
真
／
ト
ム
岸
田
）

　

狭
山
市
立
博
物
館
（
埼
玉
県
狭
山
市

稲
荷
山
一
☎
〇
四︲

二
九
五
五︲

三
八

〇
四
）
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
日
本

刀
の
美
～
研
師
森
井
鐵
太
郎
技
を
伝

え
る
」
が
二
月
十
六
日
、
好
評
の
う
ち

に
閉
幕
し
た
。

　

森
井
さ
ん
は
人
間
国
宝
の
故
藤
代
松

雄
師
に
弟
子
入
り
し
て
技
を
磨
き
、
二

〇
〇
七
年
に
狭
山
市
で
独
立
。
現
在
四

十
三
歳
の
気
鋭
の
研
師
。
当
組
合
の
賛

助
会
員
で
も
あ
る
。
研
師
に
焦
点
を
当

て
た
刀
剣
展
は
珍
し
く
、「
研
師
の
手

に
よ
っ
て
価
値
を
引
き
出
さ
れ
た
作

品
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
現
代
に
も
私
た

ち
の
よ
う
な
な
り
わ
い
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
た
。

　

展
示
さ
れ
た
八
振
は
、
森
井
さ
ん
が

研
磨
し
た
中
か
ら
選
ん
だ
名
刀
ば
か

り
。
鎌
倉
時
代
の
作
で
、
孝
明
天
皇

か
ら
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
に
下
賜
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
真
守
や
、
鎌
倉
末

期
～
南
北
朝
初
期
と
さ
れ
る
守
次
な
ど

で
、
同
館
が
各
地
の
愛
刀
家
か
ら
借
り

受
け
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
保
存
状
態

が
良
く
、
森
井
さ
ん
も
「
大
切
に
さ
れ

て
き
た
と
推
察
さ
れ
る
健
全
さ
で
、
日

本
刀
の
素
晴
ら
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く

る
」
と
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
。

　

会
期
中
、
森
井
さ
ん
の
実
演
や
ギ
ャ

ラ
リ
ー
ト
ー
ク
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
石

田
國
壽
（
刀
匠
）・
水
田
吉
政
（
研
師
）・

森
井
敦
央
（
鞘
師
）
三
氏
が
協
力
し
、

刀
職
の
技
を
公
開
し
た
。

靖
国
神
社
遊
就
館
で

「
現
代
刀
鑑
賞
会
」開
か
れ
る

当
組
合
賛
助
会
員
の
森
井
鐵
太
郎
さ
ん

刀
剣
展
の
開
催
に
協
力

恒例となった遊就館の現代刀鑑賞会

見学者と語らい、研磨の技を披露する森井さん
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毎
回
、
意
欲
的
な
展
示
会
で
知
ら
れ

る
江
戸
東
京
博
物
館
。
今
回
は
、
江
戸

の
も
の
づ
く
り
職
人
が
テ
ー
マ
。江
戸
・

東
京
に
生
き
た
五
人
の
名
工
の
生
涯
を

仕
事
で
た
ど
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

「
も
の
づ
く
り
」
⋮
日
本
独
自
の
文
化
、

戦
後
の
日
本
の
繁
栄
は「
も
の
づ
く
り
」

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し
て
、

今
日
で
も
何
か
と
耳
に
す
る
言
葉
で
あ

る
。
例
え
ば
、
底
の
厚
い
マ
ラ
ソ
ン
用

シ
ュ
ー
ズ
が
開
発
さ
れ
て
話
題
に
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
「
一
秒
で
も

早
く
走
る
！
」「
世
界
記
録
を
出
す
！
」

と
の
現
代
の
韋い

駄だ

天て
ん

た
ち
の
熱
意
と
意

気
込
み
に
応
え
る
べ
く
、
シ
ュ
ー
ズ
職

人
た
ち
が
ミ
ク
ロ
単
位
の
精
度
を
競
っ

た
結
果
で
あ
ろ
う
し
、
ま
さ
に
「
現
代

も
の
づ
く
り
」以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

　

さ
て
、
今
回
の
特
別
展
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
五
人
の
名
工
と
は
、
蒔
絵
師
の

原
羊
遊
斎
・
柴
田
是
真
、
陶
工
の
三
浦

乾
也
、
葛
飾
北
斎
門
人
で
金
工
に
転
じ

た
府
川
一
則
、
そ
し
て
超
細
密
工
芸
の

小
林
礫
斎
。

　

筆
者
は
開
催
直
前
の
二
月
七
日
、
美

の
巨
匠
た
ち
の
生
涯
と
仕
事
を
一
望
す

る
こ
と
が
で
き
る
稀
有
の
企
画
展
の
開

会
式
・
内
覧
会
に
参
加
し
た
。

　

開
会
式
で
、
バ
ル
デ
ィ
伯
爵
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
展
示
に
供
し
た
ベ
ニ
ス
東
洋

美
術
館
の
館
長
が
挨
拶
し
た
後
、
こ
の

展
示
会
を
企
画
し
た
落
合
学
芸
員
が
パ

ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
、
見
所
を
説

明
。
そ
の
後
、
い
よ
い
よ
展
示
室
で
の

内
覧
会
と
な
り
、
参
加
者
は
音
声
案
内

の
器
機
を
耳
に
当
て
、
展
示
品
と
対
面

し
た
。

　

人
波
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
展
示
を
見

て
い
る
う
ち
に
、
気
が
つ
け
ば
、
会
場

は
人
が
ま
ば
ら
の
状
態
と
な
っ
た
。
多

く
の
方
が
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
会
場
へ
移
動

し
、
展
示
や
近
況
を
話
題
に
食
事
を
し

て
い
た
ら
し
か
っ
た
。
お
か
げ
で
ゆ
っ

た
り
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

大
金
持
ち
の
バ
ル
デ
ィ
伯
爵
は
、
そ

れ
こ
そ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
大
名
物
を

買
っ
た
（
今
で
い
う
爆
買
い
）
ら
し
い
。

そ
の
中
の
最
高
の
も
の
が
、
今
回
の
目

玉
と
な
っ
た
黒
田
家
と
大
和
郡
山
藩
本

多
家
の
婚
礼
道
具
（
梨
子
地
藤
巴
立
葵

紋
散
松
竹
藤
文
蒔
絵
行
器
）
で
あ
る
。

よ
く
ぞ
無
傷
で
、
と
感
心
し
き
り
。
鐔

や
小
柄
、
大
小
拵
。
そ
し
て
裃
姿
、
鎧

姿
の
肖
像
画
は
、
今
で
も
遊
園
地
や
動

物
園
で
、
顔
の
部
分
に
開
け
ら
れ
た
穴

か
ら
顔
を
出
し
て
記
念
撮
影
す
る
ま
さ

に
あ
れ
。「
バ
ル
デ
ィ
さ
ん
、
よ
ほ
ど

好
き
だ
っ
た
ん
だ
ね
」
と
思
わ
ず
ニ
ヤ

リ
。
そ
れ
に
し
て
も
バ
ル
デ
ィ
さ
ん
、

献
上
鮫
な
ど
も
買
っ
て
い
る
け
ど
、
一

体
ど
う
す
る
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

蒔
絵
師
の
原
羊
遊
斎
。
そ
の
仕
事
は

ま
さ
に
多
彩
に
し
て
洒
脱
。
特
に
酒
井

抱
一
の
下
絵
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
軸
盆

は
見
事
で
あ
っ
た
。
四
十
九
歳
で
剃
髪

し
た
際
の
肖
像
画
は
谷
文
晁
が
描
き
、

酒
井
抱
一
、
市
川
団
十
郎
、
大
田
南
畝

ら
が
詩
歌
を
寄
せ
て
い
る
が
、
絵
も
文

字
も
洒
脱
。
柴
田
是
真
は
古
墨
写
し
の

印
籠
、漆
黒
に
扇
が
蒔
絵
さ
れ
た
書
棚
、

檀
渓
渡
河
図
の
漆
絵
も
あ
り
、
蒔
絵
師

で
あ
り
漆
絵
師
で
も
あ
る
、
彼
な
ら
で

は
の
境
地
が
示
さ
れ
て
い
る
。
檀
渓
渡

河
図
は
浜
野
派
の
鐔
な
ど
の
そ
れ
と
も

異
な
り
、
実
に
迫
力
が
あ
っ
た
。

　

陶
工
・
三
浦
乾
也
は
、
そ
の
芸
術
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
が
仙
台
藩
の
軍

艦
建
造
に
貢
献
し
て
い
た
事
実
に
び
っ

く
り
。
ほ
か
に
は
色
彩
豊
か
で
か
わ
い

ら
し
い
今
戸
焼
や
、
勝
海
舟
有
縁
の
京

山
焼
も
展
示
さ
れ
て
お
り
、
勝
海
舟
好

き
の
筆
者
は
見
入
る
こ
と
し
ば
し
。
ま

た
酒
井
抱
一
の
、
墨
田
川
を
描
い
た
大

き
な
屛
風
は
彼
の
画
才
の
す
ご
さ
を
思

い
知
ら
せ
る
逸
品
。「
絵
筆
と
紙
が
あ

れ
ば
、
ど
ん
な
世
界
も
描
き
出
せ
る
っ

て
わ
け
さ
」
そ
ん
な
抱
一
の
声
が
聞
こ

え
て
き
そ
う
。

　

府
川
一
則
は
北
斎
の
門
人
で
あ
っ
た

が
、
北
斎
の
死
後
、
後
藤
家
流
の
金
工

技
術
を
習
得
し
た
異
色
の
職
人
。
北
斎

の
見
本
画
、
彼
の
画
帳
、
息
子
の
身
を

案
ず
る
父
に
宛
て
た
北
斎
書
状
か
ら
繊

細
緻
密
な
北
斎
の
人
柄
が
伝
わ
る
。

　

府
川
一
則
の
作
品
は
少
な
い
ら
し

い
。
北
斎
の
号
「
九
九
蜃
」
の
金
印
銘

が
刻
さ
れ
た
蓮
花
図
鐔
は
注
文
帳
に
所

載
の
貴
重
な
作
。
図
柄
と
彫
り
と
も
ど

も
見
事
で
、
彼
が
い
か
に
優
れ
た
金
工

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
氷
割
文
鞘
の

拵
も
貴
重
。
た
だ
彼
が
維
新
後
、
有
栖

川
宮
さ
ん
と
縁
が
あ
っ
た
と
は
知
ら
な

か
っ
た
。
有
栖
川
宮
家
と
い
え
ば
、
菅

原
包
則
や
卍
正
次
が
連
想
さ
れ
る
が
、

彼
ら
と
も
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
が
膨

ら
む
。
そ
し
て
緻
密
で
美
し
い
手
控
帳

の
文
字
に
た
め
息
。

　

さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
、
小
林
礫
斎

の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ア
ー
ト
の
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
。
一
寸
ほ
ど
の
大
き
さ
の

瓢
簞
の
造
り
物
の
中
に
数
ミ
リ
の
瓢
簞

が
入
っ
て
い
る
六
瓢
堤
物
、
同
じ
く
数

ミ
リ
の
瓢
簞
と
独
楽
の
彫
物
な
ど
に
、

思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
う
。「
こ
れ
、

ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
？
」
来
場
者
か

ら
感
嘆
の
言
葉
が
漏
れ
る
。

　

大
変
充
実
し
た
展
示
会
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
も
う
少
し
展
示
の
方
法
に
工
夫

が
欲
し
い
な
と
も
思
っ
た
。
例
え
ば
、

鐔
の
裏
側
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
写
真

を
展
示
す
る
と
か
。
拵
の
各
部
の
写
真

を
示
す
と
か
。
あ
る
い
は
礫
斎
の
瓢
簞

を
ル
ー
ペ
で
見
ら
れ
る
工
夫
を
す
る
な

ど
。

　

刀
で
は
江
戸
石
堂
の
東
蓮
の
美
し
い

丁
子
出
来
の
刀
や
、
長
曽
祢
乕
徹
・
興

正
親
子
の
優
品
も
展
示
さ
れ
て
い
た

が
、
刀
絵
図
を
示
す
と
か
し
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
刃
の
冴
え
が
尋

常
な
ら
ざ
る
美
し
さ
だ
っ
た
が
、
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
を
読
ん
で
通
り
過
ぎ
る
だ
け

の
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
だ
見
て

も
良
さ
は
わ
か
ら
な
い
、
伝
わ
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
工
夫
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
通
り
一
遍
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
読
ん
で
も

何
が
す
ご
い
の
か
、
全
く
伝
わ
っ
て
こ

な
い
。
博
物
館
の
展
示
の
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
が
、
刀
を
見
た
と
き
に

沸
き
起
こ
っ
た
ワ
ク
ワ
ク
を
文
字
に
変

換
す
る
こ
と
に
明
け
暮
れ
て
い
る
筆
者

と
し
て
は
、い
さ
さ
か
不
満
で
あ
っ
た
。

自
分
な
ら
ど
う
書
く
か
な
あ
⋮
な
ど
と

つ
い
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、
一
種
の
職

業
病
と
も
い
え
よ
う
か
。

　

全
体
に
、
も
う
少
し
展
示
の
方
法
に

工
夫
が
欲
し
い
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は

図
録
で
見
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
開
催
は
四
月
五

日
ま
で
。

（
小
島
つ
と
む
）

江
戸・東
京
に
生
き
た
五
人
の
名
工
た
ち
の＂
も
の
づ
く
り
魂
＂に
触
れ
る

東
京
江
戸
東
京
博
物
館「
江
戸
も
の
づ
く
り
列
伝
―
ニ
ッ
ポ
ン
の
美
は
職
人
の
技
と
心
に
宿
る
」

イ
ベ
ン
ト
・
リ
ポ
ー
ト

　

岡
山
県
瀬
戸
内
市
は
一
月
二
十
七
日
、

上
杉
謙
信
の
愛
刀「
山
鳥
毛
」（
国
宝
無

銘
一
文
字
）
を
購
入
す
る
た
め
の
寄
付

が
必
要
経
費
を
除
い
て
目
標
の
五
億
一

三
〇
九
万
円
に
達
し
た
と
発
表
し
た
。

　

山
鳥
毛
は
当
初
、
謙
信
ゆ
か
り
の
新

潟
県
上
越
市
が
約
三
億
二
〇
〇
〇
万
円

で
購
入
を
目
指
し
た
が
、
所
有
者
と
金

額
面
で
折
り
合
い
が
つ
か
ず
断
念
、
製

作
地
長
船
の
所
在
す
る
瀬
戸
内
市
が
二

〇
一
八
年
十
一
月
に
寄
付
を
募
る
「
里

帰
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
開
始
し
て
い

た
。
だ
が
、
寄
付
集
め
は
難
航
し
た
。

　

転
機
は
昨
年
十
二
月
下
旬
。
刀
剣

ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
人
気

ゲ
ー
ム
「
刀
剣
乱
舞-ONLINE-

」
に

山
鳥
毛
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
「
銀
髪
・

赤
目
・
サ
ン
グ
ラ
ス
」
の
新
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
登
場
す
る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
数
が

「
パ
ン
ク
す
る
ほ
ど
跳
ね
上
が
っ
た
」

（
瀬
戸
内
市
の
担
当
者
）。
こ
の
月
の
寄

付
は
過
去
最
高
の
一
億
四
八
〇
〇
万
円

に
達
し
、
一
カ
月
後
に
目
標
額
を
突
破

し
た
。

　

寄
付
の
募
集
は
三
月
三
十
一
日
ま
で

継
続
す
る
が
、
三
月
二
日
の
時
点
で
海

外
も
含
め
支
援
者
は
一
万
六
一
〇
四

人
・
一
四
四
社
、
総
額
は
八
億
五
三
〇

〇
万
円
余
り
と
な
っ
て
い
る
。

「
山
鳥
毛
里
帰
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が

目
標
額
を
達
成

蓮花図鐔　銘 一則（印銘 九九蜃）

　

一
月
二
十
四
日
、
春
日
大
社
国
宝
殿

で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
最
古
の
日
本
刀

の
世
界
︱
安
綱･

古
伯
耆
展
」
を
拝
観

し
た
。
前
期
日
程
が
二
十
六
日
ま
で
と

い
う
こ
と
で
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
隙
間

を
縫
っ
て
の
駆
け
込
み
で
あ
っ
た
。

　

観
光
客
で
混
み
合
う
春
日
大
社
境
内

を
抜
け
て
国
宝
殿
に
入
る
と
、
平
日
に

も
か
か
わ
ら
ず
賑
わ
っ
て
い
る
で
は
な

い
か
。
年
配
の
男
性
と
若
い
女
性
が
多

い
。
昨
今
、
流は

行や

り
の
刀
剣
女
子
だ
ろ

う
か
。

　

さ
て
、い
よ
い
よ
拝
見
と
な
っ
た
が
、

階
段
を
挟
ん
で
右
と
左
の
展
示
室
と
も

人
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。「
最
古
の
日
本

刀
の
世
界
」
と
「
伯
耆
国
安
綱
と
そ
の

美
の
世
界
」
の
テ
ー
マ
で
展
示
室
が
分

け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
私
は
係
員
に
促

さ
れ
て
「
安
綱
」
の
方
か
ら
拝
見
す
る

こ
と
に
し
た
。

　

暗
い
展
示
室
に
入
る
と
「
童
子
切
」

が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
平
安
時
代

独
特
の
優
美
さ
と
、「
武
器
」
で
あ
る

刀
の
激
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
姿
だ
と
感

じ
入
っ
た
次
第
で
あ
る
。
童
子
切
に
毒

気
を
抜
か
れ
呆ほ

う

け
て
い
る
と
、
人
波
に

流
さ
れ
る
。そ
し
て
、私
の
前
に
は
次
々

と
名
刀
が
現
れ
る
の
だ
っ
た
。「
鬼
切

丸
」「
天
光
丸
」「
有
綱
」、
無
銘
の
古

伯
耆
な
ど
、
三
十
振
余
り
の
名
刀
と
相

対
し
た
時
間
で
あ
っ
た
。

　

一
時
間
余
り
滞
在
し
正
午
ご
ろ
に
国

宝
殿
を
辞
し
た
の
だ
が
、
そ
の
時
間
に

は
ま
す
ま
す
の
混
み
具
合
で
あ
っ
た
。

盛
会
で
あ
る
。
こ
の
賑
わ
い
が
刀
剣
界

の
行
く
末
を
明
る
く
し
て
く
れ
る
と
い

い
な
と
思
い
つ
つ
、
行
列
を
横
眼
で
見

て
い
た
。

　

近
鉄
・
Ｊ
Ｒ
奈
良
駅
ま
で
は
バ
ス
で

も
い
い
が
、
で
き
れ
ば
お
歩
き
に
な
る

こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
混
雑
が
苦
手

な
方
に
は
、
春
日
大
社
の
参
道
か
ら
囁

き
の
小
道
に
逸
れ
て
、
志
賀
直
哉
の
旧

宅
や
新
薬
師
寺
の
あ
る
飛
火
野
地
区
を

通
ら
れ
る
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
思
う
。

観
光
客
が
さ
ほ
ど
お
ら
ず
、
大
変
静
か

な
高
級
住
宅
街
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
歩

き
続
け
、
猿
沢
池
の
畔
を
通
り
な
が
ら

街
に
出
る
と
、
古
都
ら
し
い
情
緒
も
味

わ
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
一
本
奥
の
路
地
に
入
っ
て

み
る
と
、
想
定
外
の
面
白
い
景
色
に
出

合
え
る
。
お
そ
ら
く
二
キ
ロ
ほ
ど
だ
ろ

う
。
奈
良
に
は
、
う
ま
い
も
の
も
名
所

も
た
く
さ
ん
あ
る
。
ぜ
ひ
、
皆
さ
ま
に

お
越
し
い
た
だ
き
た
い
。（
石
井
理
子
）

初
期
日
本
刀
を
堪
能
し
︑併
せ
て
古
都･

奈
良
を
味
わ
う

春
日
大
社
国
宝
殿「
最
古
の
日
本
刀
の
世
界
―
安
綱･

古
伯
耆
展
」

春日大社国宝殿の正面入り口

１月17日　東京美術倶楽部において組合交換
会を開催。参加56名、出来高14,196,500円

17日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第
52号編集委員会を開催（企画）。出席者、深
海理事長・土肥副理事長・服部副理事長・清
水専務理事・綱取常務理事・生野理事・瀬
下理事・松本理事・持田理事・土子民夫氏

２月４日　商工中金担当者が銀座長州屋を訪
問、深海理事長・綱取常務理事と商工中金
定款に定められた組合借り入れの保証につ
いて会談

17日　東京美術倶楽部において組合交換会を
開催。参加50名、出来高8,140,500円

17日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第
52号編集委員会を開催（初校）。出席者、深
海理事長・土肥副理事長・服部副理事長・清
水専務理事・嶋田常務理事・綱取常務理事・
飯田理事・大平理事・猿田理事・生野理事・
瀬下理事・松本理事・冥賀理事・土子氏

27日　刀剣査定のため、深海理事長・清水専
務理事が公益財団法人日本美術刀剣保存協
会を訪問

27日　深海理事長が公益財団法人日本美術刀
剣保存協会・資料収集委員会に出席

27日　銀座長州屋において『刀剣界』第52号
編集委員会を開催（再校）。出席者、深海理
事長・清水専務理事・嶋田常務理事・綱取
常務理事・生野理事・土子氏

組合こよみ（令和2年1～2月）
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東
京
国
立
博
物
館
（
台
東
区
上
野
公

園
一
三︲

九
☎
〇
三︲

三
八
二
二︲

一
一
一
一
）
は
、
訪
日
外
国
人
（
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
）
の
取
り
込
み
に
向
け
て
七

～
九
月
の
東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催
期
間
中
、
夜
間
開
館
す
る
こ
と

を
決
め
た
。
現
在
は
午
後
五
時
の
閉
館

時
間
を
週
末
限
定
で
午
後
九
時
に
延
長

し
て
い
る
が
、
期
間
中
は
連
日
午
後
九

時
ま
で
と
す
る
。

　

夜
間
の
賑
わ
い
を
創
出
し
、
経
済
効

果
を
高
め
る
「
ナ
イ
ト
タ
イ
ム･

エ
コ

ノ
ミ
ー
」
の
一
環
と
し
て
、
日
本
を
訪

れ
る
外
国
人
に
五
輪
だ
け
で
な
く
日
本

文
化
に
も
広
く
触
れ
て
も
ら
う
の
が
狙

い
だ
と
い
う
。

　

東
京
国
立
博
物
館
は
、
日
本
を
中
心

に
東
洋
の
美
術
品
や
歴
史
資
料
・
考
古

遺
物
を
展
示
。
国
宝
八
九
件
を
含
め
、

収
蔵
品
は
一
一
万
七
〇
〇
〇
件
以
上
に

上
る
。

　

ま
た
東
京
国
立
近
代
美
術
館
（
千
代

田
区
北
の
丸
公
園
三︲

一
☎
〇
三︲

五
七
七
七︲

八
六
〇
〇
）
は
期
間
中
、

休
館
日
の
月
曜
日
も
開
館
す
る
こ
と
を

予
定
し
て
い
る
。
近
く
に
は
柔
道
と
空

手
の
競
技
会
場
と
な
る
日
本
武
道
館
が

あ
り
、
観
戦
の
前
後
に
立
ち
寄
っ
て
も

ら
う
こ
と
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
。

　

東
京
五
輪
は
七
月
二
十
四
日
～
八
月

九
日
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
八
月
二
十

五
日
～
九
月
六
日
に
開
催
さ
れ
る
が
、

首
都
圏
の
鉄
道
は
期
間
中
、
終
電
時
間

の
午
前
一
～
二
時
ま
で
の
繰
り
下
げ
を

予
定
し
て
い
る
。

　

奥
出
雲
た
た
ら
と
刀
剣
館
（
島
根
県

奥
出
雲
町
横
田
一
三
八
〇︲

一
☎
〇

八
五
四︲

五
二︲

二
七
七
〇
）
は
、
日

本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
「
出
雲
の
国
た

た
ら
風
土
記
～
鉄
づ
く
り
千
年
が
生
ん

だ
物
語
」の
ガ
イ
ド
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、

奥
出
雲
町
の
た
た
ら
製
鉄
に
つ
い
て
総

合
的
に
展
示
・
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
今
、
玉
鋼
な
ど
を
使
っ
た
奥

出
雲
た
た
ら
ブ
ラ
ン
ド
の
作
品
展
が
開

か
れ
、
日
本
刀
や
包
丁
、
ペ
ン
ダ
ン
ト

な
ど
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
に
来
場
者
の
注

目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
開
催
は
三
月
十

五
日
ま
で
。

　

同
町
大
呂
に
は
公
益
財
団
法
人
日
本

美
術
刀
剣
保
存
協
会（
酒
井
忠
久
会
長
）

の
日
刀
保
た
た
ら
が
あ
り
、
国
内
で
唯

一
、伝
統
的
な
た
た
ら
製
鉄
が
営
ま
れ
、

日
本
刀
の
材
料
と
な
る
玉
鋼
を
造
っ
て

い
る
。
町
は
た
た
ら
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド

と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
二
〇
一
六
年

か
ら
玉
鋼
や
、
製
錬
の
過
程
で
生
じ
る

鉄
滓
を
素
材
に
し
た
作
品
づ
く
り
を
提

案
。
刀
匠
や
国
内
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
手

掛
け
た
製
品
を
認
証
し
て
い
る
。

　

会
場
で
は
ナ
イ
フ
や
眼
鏡
・
鉄
扇
・

ペ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
三
十
五
点
を
展
示
。

財
布
の
ボ
タ
ン
の
コ
ン
チ
ョ
を
玉
鋼
で

作
り
、「
刀
輪
」
と
し
て
出
品
し
た
鳥

取
県
伯
耆
町
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
長
野
祐
子

さ
ん
は
「
貴
重
な
玉
鋼
は
さ
ま
ざ
ま
な

工
芸
品
を
作
る
魅
力
的
な
素
材
だ
と
思

う
」
と
話
し
て
い
た
。

　

本
紙
第
50
号
で
紹
介
し
た
が
、
雲
南

市
吉
田
町
の
株
式
会
社
田
部
で
は
「
た

た
ら
の
里
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
推
進
し

て
お
り
、
山
陰
の
各
地
で
「
た
た
ら
」

を
重
要
な
資
源
と
し
て
活
用
す
る
地
域

創
生
が
進
展
し
て
い
る
。

■
刀
剣
専
門
書
ブ
ー
ム
も

刀
剣
女
子
の
お
か
げ
⁉
 

　

長
引
く
出
版
不
況
の
中
、
刀
の
専
門

書
の
売
れ
行
き
が
好
調
だ
と
い
う
。

　

本
紙
第
50
号
で
岩
波
新
書
の
『
日
本

刀
』（
本
間
順
治
著
）が
七
十
六
年
ぶ
り

に
復
刊
さ
れ
た
こ
と
を
報
じ
た
が
、
四

カ
月
弱
で
累
計
一
万
五
千
部
を
売
り
上

げ
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
三
月

二
十
六
日
に
は
電
子
書
籍
も
登
場
す
る
。

　

名
刀
二
百
振
を
紹
介
し
た
『
名
刀
大

全
』（
小
学
館
）
も
、
三
万
五
千
円
の

高
額
に
も
か
か
わ
ら
ず
売
れ
行
き
好
調

で
、
た
ち
ま
ち
重
版
と
な
っ
た
。

　
『
週
刊
日
本
刀
』（
デ
ィ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー

ニ
）
も
快
調
に
号
を
重
ね
て
い
る
。

　

刀
剣
書
ブ
ー
ム
を
牽
引
し
て
い
る
の

は
刀
剣
女
子
と
い
う
こ
と
で
、
週
刊
誌

『
女
性
セ
ブ
ン
』三
月
十
二
日
号
が
驚
き

を
持
っ
て
記
事
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

平
成
三
十
年
九
月
か
ら
約
二
カ
月

間
、
京
都
国
立
博
物
館
で
特
別
展
「
京

み
や
こ

の
か
た
な
︱
匠
の
わ
ざ
と
雅
の
こ
こ

ろ
」
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶

に
新
し
く
、
山
城
鍛
冶
や
京
都
で
活
躍

し
た
刀
匠
の
代
表
作
な
ど
二
百
点
が
展

示
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
立
博
物
館
に
お
け
る
刀
剣
の
大
規

模
な
展
示
は
平
成
九
年
に
東
京
国
立
博

物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本
の
か
た
な

︱
鉄
の
わ
ざ
と
武
の
こ
こ
ろ
」以
来
で
、

刀
剣
の
国
宝
指
定
品
百
二
十
二
振
の
う

ち
約
六
分
の
一
の
十
九
振
（
う
ち
山
城

物
十
七
振
）
を
含
め
、
現
存
す
る
山
城

物
の
名
品
の
ほ
と
ん
ど
が
京
都
に
舞
い

戻
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
人
気
ゲ
ー
ム
「
刀
剣
乱

舞︲ONLINE︲

」と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
や
、
三
日
月
宗
近
・
骨
喰
藤
四
郎
な

ど
刀
剣
男
士
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
刀

剣
二
十
振
以
上
が
集
結
し
た
こ
と
で
も

大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

　

入
場
者
数
も
二
十
五
万
人
を
超
え
、

京
博
の
歴
代
七
位
を
記
録
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
国
宝
展
に
比
肩
す
る
規
模
で
、

あ
ら
た
め
て
美
術
性
の
み
な
ら
ず
、
日

本
刀
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
・
文
化
的

な
魅
力
を
国
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
結

果
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
店
つ
る
ぎ
の
屋
か
ら
も
数
振
の
刀

剣
を
出
陳
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
そ
の
う
ち
の
一
振
で
あ
る
、
幕
末

の
京
都
で
活
躍
し
た
南
海
太
郎
朝
尊
の

作
品
「
短
刀
銘
山
城
国
幡
枝
寓
朝
尊
」

を
こ
れ
も
何
か
の
ご
縁
か
と
思
い
、
寄

贈
い
た
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。
京
博
に

も
快
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
り
、
本
年

一
月
十
七
日
に
受
領
書
と
感
謝
状
を
頂

戴
し
ま
し
た
。

　

京
博
で
は
坂
本
龍
馬
の
佩
刀
と
伝
え

る
「
陸
奥
守
吉
行
」
の
刀
を
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
寄
贈
の
南
海
太
郎
朝
尊

の
短
刀
が
同
館
に
末
永
く
収
蔵
さ
れ
る

こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
朝
尊
の

短
刀
の
銘
文
に
も
あ
る
「
幡
枝
」
の
地

を
訪
れ
る
機
会
を
得
ま
し
た
の
で
、
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

山
城
国
愛お

た
ぎ宕

郡
幡は

た

枝え
だ

は
、
現
在
の
京

都
市
左
京
区
岩
倉
幡
枝
町
で
、
朝
尊
は

そ
の
晩
年
に
幡
枝
の
地
に
移
り
住
ん
で

鍛
刀
を
行
い
、慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

四
月
七
日
、
六
十
一
歳
に
て
同
地
で
没

し
ま
し
た
。

　

銘
文
に
あ
る
「
幡
枝
寓
」
と
は
「
幡

枝
八
幡
宮
」
の
こ
と
で
、
訪
れ
て
み
る

と
同
社
は
小
高
い
山
の
上
に
鎮
座
し
て

お
り
ま
し
た
。
昔
は
石
清
水
が
湧
き
出

て
い
た
そ
う
で
、
朝
尊
の
ほ
か
に
堀
川

国
広
も
同
地
で
作
刀
し
て
い
ま
す
が
、

現
在
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　

太
刀
銘
幡
枝
八
幡
宮
藤
原
国
広
造

／
慶
長
四
年
八
月
彼
岸　

重
要
美
術
品

幡
枝
八
幡
宮
蔵

　

国
広
が
京
都
堀
川
に
定
住
し
た
後
で

最
も
早
い
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
紀

を
有
し
、
幡
枝
八
幡
宮
の
神
前
で
鍛
え

て
奉
納
し
た
も
の
で
、
後
に
後
水
尾
天

皇
が
金
梨
地
鳩
紋
蒔
絵
糸
巻
太
刀
拵
を

製
作
さ
せ
て
寄
進
し
、
現
在
も
同
社
の

蔵
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

筆
者
も
幡
枝
八
幡
宮
に
参
拝
し
「
京

の
か
た
な
」
展
が
大
成
功
の
う
ち
に
幕

を
閉
じ
た
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ
、
二
十

年
後
に
再
び
国
立
博
物
館
に
お
い
て
素

晴
ら
し
い
刀
剣
展
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

を
念
じ
、
同
地
を
後
に
し
ま
し
た
。

（
冥
賀
亮
典
）

国
広
や
朝
尊
ゆ
か
り
の
地
、

洛
北
の
幡
枝
八
幡
宮
を
訪
ね
て

7

大鳥居の先に幡枝八幡宮が鎮座する

短
刀
銘
山
城
国
幡
枝
寓
朝
尊

東
博
が
五
輪
期
間
中
は
夜
間
開
館

た
た
ら
ブ
ラ
ン
ド
作
品
ず
ら
り
　

奥
出
雲
た
た
ら
と
刀
剣
館

東博では7 ～ 9月に夜間開館する

　
「
麒
麟
が
く
る
～
岐
阜
大
河
ド
ラ
マ

館
」（
岐
阜
市
大
宮
町
二︲

一
八︲

一

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
二
階
）
で
、
戦
国

武
将
織
田
信
長
の
父
信
秀
の
愛
刀
な
ど

が
三
月
八
日
ま
で
展
示
さ
れ
、
話
題
と

な
っ
て
い
る
。

　

展
示
し
て
い
る
の
は
、
刀
と
信
長
直

筆
の
朱
印
状
、
織
田
木
瓜
紋
縫
含
旛は

た

。

今
年
六
月
に
「
名
古
屋
刀
剣
博
物
館
・

名
古
屋
刀
剣
ワ
ー
ル
ド
」
を
開
館
す
る

東
建
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
を
提

供
し
た
。

　

刀
は
長
船
景
光
の
作
。「
織

田
弾
正
忠
信
秀
摺
上
之
」
の

銘
が
切
ら
れ
て
お
り
、
信
秀

の
没
後
に
信
長
に
引
き
継
が

れ
た
と
さ
れ
る
。

　

朱
印
状
は
信
長
が
重
臣
ら
に
宛
て
た

文
書
で
「
天
下
布
武
」
の
朱
印
が
押
し

て
あ
り
、
旗
に
は
織
田
家
の
家
紋
で
あ

る
木
瓜
紋
が
描
か
れ
、
分
銅
紋
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
麒
麟
が
く
る
」

に
も
信
秀
が
登
場
す
る
な
ど
当
地
へ
の

注
目
は
高
ま
っ
て
お
り
、
来
場
者
は
織

田
家
ゆ
か
り
の
品
を
興
味
深
そ
う
に
眺

め
て
い
た
。

大
河
ド
ラ
マ
館
で
織
田
家
ゆ
か
り
の

景
光
を
展
示

麒麟がくる
～岐阜 大河ドラマ館

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは  

警視庁ホームページをご覧下さい。 
ご不明な点は、営業所、

古物市場を管轄する警察署

の防犯係にお問い合わせ下

さい。 

警視庁 古物営業      検索 

営業所等が 1 ヶ所のみの古物商及び古物市場主の
方も、届け出の必要があります。 

上記期日までに届出をしないまま古物営業を営む
と、無許可営業となってしまいます。 

主たる営業所・古物市場を管轄する警察署へ  
「主たる営業所等届出書」 
を提出して下さい。 

「主たる営業所等届出書」
の提出期限が決定！！ 

「主たる営業所等届出書」を提出していない古物商、古物市場主の方は 

令和元年 11 月 22 日、政令第 165 号が公布され、

施行日が令和２年４月１日に決まりました。 

『東京新聞』令和 2年1月25日

主たる営業所の届け出は
3月31日までに
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催 事 情 報
会場によって休館日が異なります。事前に確認の上、お出かけください。

　2013年に「和食；日本人の伝統的な食文化」
がユネスコ無形文化遺産登録を受けて以来、
和食への関心は世界各地でますます高まって
います。本展は、多角的な視点から和食に迫
る、国立科学博物館として初めての大規模特
別展です。
　和食は、外来の文化も柔軟に受容しながら
発展し、今もなお変化し続けています。明治
時代以降に広まった日本独自の「洋食」などにも目を向けつつ、日本列島の
自然がもたらした多様な食材、人々の知恵で作り出された発酵などの技術、
古代から未来をも見据えた和食の歴史的変遷などを、バラエティ豊かな標本
や資料、そしてインタラクティブな映像演出を交えて、わかりやすく紹介し
ていきます。
　和食を通じて、日本の豊かな環境とそこに暮らす人々の営みについて、新
たな視点で考えるきっかけとなれば幸いです。
会期：3月17日㈫～6月14日㈰

■国立科学博物館
　〒110-8718�台東区上野公園7-20　☎ハローダイヤル03-5777-8600
　https://www.kahaku.go.jp/

特別展「和食～日本の自然、人々の知恵～」

　日刀保長岡支部会員の愛刀展は平成20年から４年ごとに開催し、この度４
回目を迎えます。会員所蔵の刀剣をはじめ、関連した刀装具や武具類、そし
て作刀工程標本や近世の刀剣の歴史の紹介など、初心の方にも日本刀をより
身近に、また多角的に俯瞰できる企画となっています。一般の方にも気軽に
日本刀の世界を楽しんでいただければと思います。
会期：4月25日㈯～6月28日㈰

■長岡市栃尾美術館
　〒940-0237�新潟県長岡市上の原町1-13　☎0258-53-6300
　https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/?page_id=135

第４回「日本刀の美」

　本展は、正倉院宝物の
精巧な再現模造の数々を
一堂に公開する展覧会で
す。
　正倉院宝物とは、奈
良・東大寺の倉であった
正倉院正倉に伝えられた
約9,000件に及ぶ品々で
す。聖武天皇ゆかりの品
をはじめ、その多くが奈
良時代の作で、調度品、
楽器、遊戯具、武器・武
具、文房具、仏具、文書、
染織品など、多彩な内容
を持ちます。中には西域
や唐からもたらされた、国際色豊かな品々も含まれます。�
　正倉院宝物の本格的な模造製作は、明治時代に奈良で開催された博覧会を
機に始まりました。当初、模造製作は修理と一体の事業として取り組まれ、
昭和47年からは宝物の材料や技法、構造の忠実な再現に重点が置かれるよう
になります。以来、人間国宝ら伝統技術保持者の熟練の技と、最新の調査・
研究成果との融合により、芸術性・学術性の高い優れた再現模造が数多く生
み出されてきました。
　本展は、これまでに製作された数百点に及ぶ正倉院宝物の再現模造品の中
から選りすぐりの約100点を一堂に公開するものです。再現された天平の美
と技に触れていただくとともに、日本の伝統技術を継承することの意義も感
じていただけますと幸いです。1300年の技が、いまここに蘇ります。�
　奈良国立博物館での開催後、全国巡回を予定しています。
会期：4月18日㈯～6月14日㈰　会期中に展示替えあり

〈巡回会場の会期〉
　2020年 7 月18日㈯～ 8 月30日㈰� 長野：松本市美術館
　2020年10月 3 日㈯～11月23日 � 名古屋：松坂屋美術館
　2021年 2 月 9 日㈫～ 3 月28日㈰� 沖縄県立博物館･美術館
　2021年 4 月20日㈫～ 6 月13日㈰� 福岡：九州国立博物館
　2021年 7 月 3 日㈯～ 8 月29日㈰� 新潟県立近代美術館
　2021年 9 月15日㈬～11月 7 日㈰� 北海道立近代美術館
　2022年 1 月26日㈬～ 3 月27日㈰� 東京：サントリー美術館

■奈良国立博物館
　〒630-8213�奈良市登大路町50　☎ハローダイヤル050-5542-8600
　https://www.narahaku.go.jp/

御大典記念特別展「よみがえる正倉院宝物─再現模造にみる天平の技─」

　刀剣・刀装具を中心とした展覧会です。専門用語が
多く、親しみづらく思われる刀剣鑑賞をわかりやすい
内容でご紹介します。

〈主な展示作品〉
　刀　　銘�備前介藤原宗次
　　　　桑名市指定文化財（天武天皇社蔵）
　短刀　銘�村正（個人蔵）など69点
会期：3月7日㈯～5月10日㈰

■桑名市博物館
　〒511-0039�桑名市京町37-1　☎0594-21-3171
　https://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/24,0,235,414,html

春季企画展「刀剣幻
フ ァ ン タ ジ ア

想曲」

　当館が所蔵する５千点に上る美術工芸品の中から、
咲き誇る花を描いた絵画や能装束、さまざまな技法で
可憐な花を表した工芸品、華やかな宴を彩る酒器や茶
弁当、艶やかな花のような美人画、姫さまたちの豪華
な婚礼調度など、選りすぐりの名品を集めてきました。寒い屋外より一足先
に、展示室での贅沢な花見の宴をお楽しみください。
会期：12月27日㈮～4月6日㈪

■立花家史料館
　〒832-0069�福岡県柳川市新外町1　☎0944-77-7888
　http://www.tachibana-museum.jp/

新春テーマ展「花らんまん
─柳川藩主立花家伝来の美術工芸品から─」

模造 金銀鈿荘唐太刀 正倉院事務所蔵

模造 金銀荘横刀 奈良国立博物館蔵

　ここ数年、日本刀がブームとなっていますが、刀剣そ
のものばかりに注目が置かれ、その外装である「拵」に
はあまり目を向けられないのが現状です。しかし、拵は

「武士の顔と心
こころ

根
ね

」と言われるように、武士一人一人の
権威や性格を表す非常に興味深い資料であります。江
戸時代に入ると、拵は実戦用の道具としての範囲を超え
て、儀式用に用いるものや登城・普段使い用、あるいは
美術品として重宝されるなど、時代や流行に合わせて
さまざまなものが考案されました。さらには、それぞ
れの地方の文化や地域性を取り入れた「お国拵」と呼
ばれるものも作られるようになりました。
　今回の展覧会では、お国拵の中でも、地元である愛
知県の「柳生拵」と「尾張拵」に焦点を当て、その特
徴を作品とともに紹介します。また、その他にも美しく優美なものや、少し
変わったものまで、さまざまな拵を展示します。
　本展の開催が、多くの方々に拵の魅力とその極意に触れていただく一助に
なれば幸いです。
会期：2月1日㈯～4月12日㈰

■三河武士のやかた家康館
　〒444-0052�愛知県岡崎市康生町561-1� ☎0564-24-2204

https://okazaki-kanko.jp/okazaki-park/feature/ieyasukan/top/

企画展「武士の心根 拵～柳生･尾張を中心に～」

■ 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、美術館・博物館等の文化施設の休館やイベントの中止・延期、内容の変更などが相次いでいます。
お出かけを予定されている方は、主催や会場のホームページで必ずご確認ください。

　この度の展示では原点に立ち返り、日本刀鑑賞の基
礎たる点にスポットを当てることにいたしました。
　近年、増えている若い刀剣愛好家からの声もあり、
日本刀はどのように見ればよいのか、どこが見所なの
かをわかりやすく示し、日本刀の魅力を存分に楽しん
でいただこうと思います。
　そこで「日本刀の見方」と題し「姿」「地鉄」「刃文」それぞれに焦点を当
て、全３回に分けて日本刀鑑賞のポイントを解説するシリーズ展示を企画し
ました。今回は「刃文」です。
　本展覧会では（公財）日本美術刀剣保存協会の所蔵品を中心に、各時代の
名刀や、彩りを添える刀装・刀装具を展示します。初心者も玄人も共に肩を
並べて心置きなく、名品をご賞翫ください。
会期：2月22日㈯～5月17日㈰

■刀剣博物館
　〒130-0015�墨田区横網1-12-9　☎03-6284-1000
　https://www.touken.or.jp/museum/

日本刀の見方パートⅢ 刃文

■致道博物館
　〒997-0036�山形県鶴岡市家中新町10-18　☎0235-22-1199
　https://www.chido.jp/

グループ
作品展
グループ
作品展

文化人類学研究者の山口吉彦氏（鶴岡市出身）が、
幼少時代から夢に見た南米アマゾン。種の宝庫の
森に生きる人々が織りなす「自然と文化の調和」を
題材に、同氏が収集した２万点の民族・自然資料を
特選し紹介します。

山口吉彦アマゾンコレクション

Sonhos de Amazônia
アマゾンの夢

4月3日㊎～5月13日㊌

　白幡 進 回顧展
「内なる月山」を描きつづけた画人の軌跡

白幡進（1934-2018、鶴岡市出身、金沢美術工芸
大学油画科卒）氏の、画業の軌跡を辿る大回顧展。
美術団体「白甕社」の会員・委員として長く運営に
携わり、委員長として鶴岡の芸術文化振興に寄与。
身近な人々や風景から、内包する精神世界を描い
た晩年のテーマ「人間の生と死」まで、広く紹介。

5月16日㊏～6月10日㊌

侍、僧侶、百姓…、人々が愛で、祈り、今に伝えた名品
に酔いしれるひととき。庄内藩主酒井家伝来の国宝・
重要文化財の刀剣・甲冑や茶道具類のほか、庄内が
誇るべき文化財を一堂に紹介します。

6月13日㊏～7月28日㊋

日本遺産（Japan Heritage）は、文化庁が認定した地域
の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語る
ストーリーです。３件の認定を受けた庄内地域の歴史
を辿りながら、地域性とは何か、検証します。

8月1日㊏～9月14日㊊

描く、書く、記録する。作品から伝わる作者の“心”、情報
を伝える記録者の“意志”。現在に遺る絵画や書蹟、歴史
資料の数々は数百年の時を経た今も私たちを魅了し、
探究心を掻き立てています。迫力満点！ 畳34枚分の大
きさの「出羽一国之絵図」も展示予定。

9月17日㊍～10月28日㊌

文政10年（1827）湯温海生まれ、本名･斎藤小市郎。
嘉永5年（1852）江戸に出て、四谷正宗と称された名
工･源清麿に師事。後に朝廷に献刀し「豊前守」に任
ぜられた幕末期の刀工の一人。

10月31日㊏～11月29日㊐

日本名刀展シリーズ

幕末の刀工 藤原清人

第41回 鶴岡書道会会員展
12月3日㊍～12月15日㊋
鶴岡市にあり、流派を超えて活動する書道団体。昭和8年創設。

明治後期の松森胤保・羽柴雄輔らの「奥羽人類学会」
の活動、昭和期の国分剛二の郷土研究雑誌「庄内」の
刊行など、黎明期の考古・民俗研究内容や、近年の発
掘資料や稀少となった民俗資料まで、幅広く展示。

12月19日㊏～2021年2月14日㊐

展覧会案内2020

ドールハウス作家・研究家の第一人者であった礒貝
吉紀氏（1933-2011）の作品が一堂に！ 2017年に寄
贈された作品の他、愛娘のために制作した「けいこの
家」を特別展示。また、闘病中に制作していた未完の
遺作「テレビ局のスタジオ（仮称）」を初公開します。

～小さな窓から大きな世界を～

2021年2月19日㊎～4月20日㊋
礒貝吉紀ドールハウスの魅力

第27回

旧庄内藩主酒井家や旧家伝来の雛人形と雛道具、鶴岡
伝統のお雛菓子を展示します。特別企画や体験イベント
も充実。大名家の典雅な雛祭りをお楽しみください。

2021年3月1日㊊～4月4日㊐

タピラペ族仮面

　　　　  ©山本康平

創立70周年記念【庄内の美術工芸】

武っと美!! 名品展
ぶ　　　　 び

創立70周年記念【庄内の考古・民俗】

庄内探究モノがたり

各流合同茶会  4月26日㊐ 《鶴岡市茶道会共催》
表千家、裏千家、遠州流、大日本茶道学会、4流派による合同茶会

創立70周年記念【庄内の絵画・書蹟・歴史】

筆紙の!! 名品展
ひ っ し

創立70周年記念【庄内の日本遺産】

日本遺産、庄内、悠久の歴史
― Shonai Heritage ―

あかりの灯る「けいこの家」
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第17回 庄内姉様人形教室受講生作品展 10月24～26日
第13回「砂の会」作品展 10月31日～11月5日
第14回 寒蘭展 11月16～23日
第16回 東洋蘭展 2021年3月16～21日

山形県指定有形文化財
環状注口土器

（縄文時代後期）

※日程が変更となる場合も

ございます。ご了承ください


