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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
令
和
四
年
の
本
年
も
な
に
と

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

中
国
で
初
め
て
報
告
さ
れ
た
の
は

二
〇
一
九
年
十
二
月
で
し
た
が
、
今

も
な
お
世
界
的
な
流
行
を
見
せ
て
い

ま
す
。
わ
が
国
で
は
昨
年
末
ま
で
に

一
七
三
万
人
以
上
（
国
内
人
口
の
約

一･

四
％
）
が
感
染
症
と
診
断
さ

れ
、
死
亡
者
は
一
万
八
千
人
を
超
え

て
い
ま
す
。
既
に
第
六
波
が
拡
大
中

で
、
予
断
を
許
し
ま
せ
ん
。

　
私
は
本
紙
第
五
十
三
号
（
令
和
二

年
五
月
）
で
「
こ
の
苦
境
に
打
ち
克

つ
」
と
題
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

個
々
の
あ
り
方
に
つ
い
て
暗
中
模
索

な
が
ら
、
当
面
の
提
案
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
は
「
長
い
道
の
り
」
を
予

想
し
、「
今
は
命
を
大
切
に
い
か
に

耐
え
る
か
の
時
期
で
あ
り
、
健
康
を

維
持
し
て
こ
の
苦
境
を
乗
り
切
る
」

こ
と
を
第
一
に
、「
こ
の
禍
が
収

ま
っ
た
後
に
い
ち
早
く
復
興
を
遂
げ

る
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
」

こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　
そ
の
思
い
は
今
も
全
く
変
わ
り
ま

せ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
二
年

間
、
苦
境
下
で
の
闘
い
で
得
ら
れ
た

知
恵
と
工
夫
が
身
に
付
い
て
い
ま

す
。
今
年
は
さ
ら
に
創
意
を
重
ね
、

機
会
を
逃
さ
ず
、
近
い
将
来
の
発
展

に
つ
な
い
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
当
組
合
で
は
年
初
早
々
に

理
事
全
員
の
賛
同
を
得
て
、
一
つ
の

決
定
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
新
た
に

「
賛
助
会
員
証
」
を
発
行
す
る
こ
と

で
す
。

　
組
合
が
設
立
さ
れ
、
内
閣
総
理
大

臣
の
認
可
を
受
け
た
の
は
昭
和
六
十

二
年
（
一
九
八
七
）
で
す
が
、
賛
助

会
員
制
度
も
当
初
か
ら
設
け
て
き
ま

し
た
。
定
款
第
五
十
二
条
に
「
本
組

合
は
、
本
組
合
の
趣
旨
に
賛
同
し
、

本
組
合
の
事
業
の
円
滑
な
実

施
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
者

を
賛
助
会
員
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」
と
規
定
し
、
別

に
定
め
る
賛
助
会
員
規
約
を

も
っ
て
具
体
的
な
運
営
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
文
言
に
お
い
て
は
、
法
人

そ
の
他
の
会
員
制
組
織
の
一

般
的
な
そ
れ
と
何
ら
変
わ
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
当

組
合
の
賛
助
会
員
は
刀
匠
や

刀
職
者
が
圧
倒
的
多
数
を
占

め
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
賛
同
・
助
力
の
域
を
超

え
、
同
じ
業
界
で
、
利
害
を

共
に
す
る
方
た
ち
が
自
主
的
に
参
集

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
わ

れ
わ
れ
組
合
員
は
、
そ
の
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
本
紙
で
毎
号
取
り
上
げ

て
い
る
登
録
証
問
題
を
は
じ
め
と
す

る
共
通
の
諸
課
題
解
決
に
、
力
を
合

わ
せ
る
と
と
も
に
、
刀
剣
業
界
関
係

者
全
体
の
地
位
の
向
上
に
つ
い
て
も

共
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

　
賛
助
会
員
証
が
発
行
さ
れ
た
後

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に
応
じ
て
大

い
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の

で
す
。

　
公
的
な
身
分
証
明
証
と
し
て
は
運

転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
健
康
保

険
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
特
定
の

目
的
や
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
に

使
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
賛

助
会
員
証
は
、
職
業
や
職
務
と
し
て

刀
剣
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
の
証
明

に
機
能
し
ま
す
。
刀
匠
や
刀
職
者
の

ほ
と
ん
ど
は
自
営
業
や
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
方
々
の

仕
事
の
証
明
証
は
他
に
類
例
が
な
い

で
し
ょ
う
。

　
刀
剣
が
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
仕
事
に
支

え
ら
れ
て
い
る
事
実

は
、
一
般
に
必
ず
し

も
十
分
に
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
の
道

の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
こ
と
の

証
明
は
、
各
人
へ
の

一
層
の
信
頼
と
安
心

に
必
ず
や
寄
与
す
る

は
ず
で
す
。

　
ま
た
昨
今
、
小
田

急
線
・
京
王
線
の
刺

傷
事
件
、
大
阪
の
ク

リ
ニ
ッ
ク
放
火
殺
人
事
件
、
東
大
前

刺
傷
事
件
や
そ
れ
ら
の
模
倣
事
犯
な

ど
、
無
差
別
の
犯
罪
が
相
次
い
で
発

生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、

制
服
警
察
官
に
よ
る
警
戒
活
動
が
強

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ご
承
知
の

通
り
で
す
。

　
銃
砲
刀
剣
類
登
録
証
が
付
い
て
さ

え
い
れ
ば
、
刀
剣
は
誰
で
も
自
由
に

持
ち
運
び
で
き
る
の
で
す
が
、
し
ば

し
ば
過
剰
な
規
制
や
取
り
締
ま
り
の

対
象
に
さ
れ
か
ね
な
い
の
も
事
実
で

す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
賛
助

会
員
証
が
有
効
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
別
に
見
本
を
掲
げ
て
皆
さ
ま
の
ご

理
解
に
供
し
ま
し
た
。
本
来
な
ら

ば
、
組
合
の
発
足
時
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
遅
き

に
失
し
た
感
は
否
め
ま
せ
ん
が
、
早

急
に
こ
れ
を
確
定
さ
せ
、
賛
助
会
員

の
お
手
元
に
お
届
け
し
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　
当
組
合
の
賛
助
会
員
制
度
な
ら
び

に
賛
助
会
員
証
の
趣
旨
に
ご
賛
同
賜

り
、
あ
ら
た
め
て
ご
協
力
頂
け
ま
す

よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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「
賛
助
会
員
証
」の
発
行
に
つ
い
て

�

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合�

理
事
長
　
深 

海  

信 

彦

賛助会員証（見本）

⃝氏名・住所・生年月日は必須です。
⃝職業欄には次のように表示します（例）。
　刀匠（文化庁承認）　研師（美術刀剣）　鞘師（美術刀剣）
　白銀師（美術刀剣）　日本刀研究家
　※その他、ご意見を承ります。
⃝縦 2.5×ヨコ2.0㎝のカラー顔写真を添付します。
⃝�発行手数料は、初回のみ無料です。再発行および更新発行�
（５年後）は実費を頂きます。

職　業

氏　名

賛 助 会 員 証

全 国 刀 剣 商 業 協 同 組 合

有効期限 　　年　　月　　日

ZENTOSYO MEMBER’S CARD

内閣総理大臣認可

当組合の賛助会員であることを証明します。

2022年　　月　　日発行

住所

氏名 生年月日

●このカードは、他人に貸与または譲渡することはできません。

●このカードは、①組合員の資格を失ったとき、②有効期限を経過したとき、
　③その他組合から要求のあったときはただちに返却してください。

内閣総理大臣認可　全国刀剣商業協同組合
東京都新宿区大久保 2-18-10-1302　☎03（3205）0601

（表）

（裏）

１月16日、靖国神社遊就館講堂で開催された全日本刀匠会関東支部�
主催「現代刀鑑賞会」の一コマ� （撮影／トム岸田）

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

　
全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
（
以
下
「
青

年
会
」）
は
昭
和
四
十
七
年
五
月
に
設

立
さ
れ
、
令
和
三
年
に
五
十
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。

　
伊
波
富
彦
氏
・
柴
田
和
夫
氏
が
中
心

と
な
り
、
若
手
育
成
、
業
界
の
近
代
化
、

会
員
の
交
流
・
親
睦
等
を
設
立
の
主
な

目
的
と
し
、
ま
た
刀
剣
界
の
社
会
的
認

知
、
地
位
の
向
上
、
青
年
ら
し
く
刀
剣

人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
の
向
上
に
努
め

る
、と
い
っ
た
内
容
も
謳
わ
れ
ま
し
た
。

　
設
立
時
の
メ
ン
バ
ー
は
十
七
名
で
、

次
の
通
り
で
す
（
敬
称
略
）。

　
伊
波
富
彦
・
柴
田
和
夫
・
飯
田
一
雄
・

工
藤
勝
昭
・
飯
村
和
正
・
朝
倉
万
幸
・

斎
藤
光
興
・
菊
一
高
弘
・
岡
田
茂
広
・

内
田
敦
・
小
柳
博
史
・
井
出
次
郎
・
笠

原
康
正
・
小
美
濃
清
明
・
大
平
将
義
・

鷲
見
憲
司
・
赤
荻
稔

　
交
換
会
で
は
昭
和
二
十
七
年
に
設
立

さ
れ
た
東
京
美
術
刀
剣
商
業
協
同
組
合

が
最
も
古
く
、
次
い
で
全
国
美
術
刀
剣

会
が
古
く
、
次
が
青
年
会
で
あ
り
、
こ

の
五
十
年
で
幾
多
の
人
材
を
輩
出
し
て

き
た
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
私
自
身
は
、
父
に
つ
い
て
行
っ
た
交

換
会
で
柴
田
和
夫
氏
に
声
を
掛
け
て
い

た
だ
き
、
幸
運
に
も
設

立
時
か
ら
参
加
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
当

時
は
刀
剣
ブ
ー
ム
と
言

わ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

刀
剣
界
は
活
気
に
満
ち

て
い
ま
し
た
。

　
青
年
会
は
、
当
時
と

し
て
は
斬
新
な
行
事
も

度
々
行
っ
て
き
ま
し

た
。
東
京
美
術
倶
楽
部

で
の
公
開
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
、
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ

ル
、
新
宿
京
王
百
貨
店

で
の
刀
剣
・
小
道
具
の

展
示
即
売
会
、
銀
座
松

屋
で
の
「
鐔
の
美
」
展

等
々
。
い
ず
れ
も
話
題

を
呼
び
、
成
功
を
収
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
ま
た
、
川
島
貴
敏
代

表
幹
事
の
時
代
に
は
、

小
学
校
を
訪
問
し
て
刀

剣
の
啓
発
活
動
に
取
り

組
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

　
青
年
会
に
は
そ
の
名
の
通
り
、一
応
、

会
員
の
定
年
制
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
当
初
は
四
十
歳
で
し
た
。
途
中
で

紆
余
曲
折
は
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は

五
十
歳
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
時
代
の

流
れ
で
し
ょ
う
か
。

　
大
会
も
毎
年
一
回
催
さ
れ
、
私
が
在

籍
し
て
い
た
当
時
は
会
員
の
最
寄
り
の

観
光
地
な
ど
を
会
場
に
、
北
は
仙
台
か

ら
西
は
兵
庫
県
の
有
馬
温
泉
ま
で
、
全

国
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
商
い
は

厳
し
く
て
も
、
ア
フ
タ
ー
は
い
つ
も
和

や
か
で
、
懐
か
し
い
思
い
出
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

　
五
十
年
の
歴
史
の
中
、
荒
波
に
も
ま

れ
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
現
在
は
土
肥
富
康
代

表
幹
事
の
下
、
順
風
満
帆
な

運
営
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
は

こ
れ
か
ら
も
若
手
の
登
竜
門

と
し
て
、
ま
た
交
換
会
と
し

て
、
新
た
な
歴
史
と
伝
統
を

育
ん
で
い
く
も
の
と
期
待
し

て
い
ま
す
。
青
年
会
の
ま
す

ま
す
の
発
展
を
祈
念
し
ま

す
。

（
記
憶
を
頼
り
に
書
い
て
い

る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
容
赦
願

い
ま
す
）

　
世
界
中
で
「
日
本
」
を
テ
ー
マ
に
し
、

数
十
万
人
が
集
うJAPAN EXPO

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
も
、
エ
ン
タ

メ
も
、伝
統
芸
能
も
萎
縮
し
て
い
ま
す
。

気
が
つ
く
と
、
日
本
の
賃
金
は
先
進
国

最
下
位
。も
っ
と
海
外
市
場
を
開
拓
し
、

日
本
を
元
気
に
し
た
い
！

　
そ
ん
な
思
い
で
、ラ
ス
ト
サ
ム
ラ
イ
・

新
撰
組
副
長
の
土
方
歳
三
が
ロ
シ
ア
へ

渡
る
日
露
合
同
映
画
「
歳
三
の
刀
」
を

製
作
し
て
い
ま
す
。

　
二
〇
二
一
年
六
月
十
五
日
、
栃
木
県

馬
頭
町
の
刀
匠
高
野
和
也
さ
ん
の
刀
剣

道
場
で「
隕
石
の
刀
」が
魂
を
宿
す
シ
ー

ン
か
ら
ク
ラ
ン
ク
イ
ン
。

　

　
九
月
十
～
十
九
日
に
は
コ
ロ
ナ
禍
の

中
、国
境
を
越
え
ロ
シ
ア
ロ
ケ
を
決
行
。

土
方
歳
三
役
の
俳
優
で
武
術
家
の
源
光

士
郎
さ
ん
と
、
ロ
シ
ア
・
ア
ム
ー
ル
州

ブ
ラ
ゴ
ベ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
市
で
ロ
シ
ア

五
大
映
画
祭
と
連
動
し
、
撮
影
を
行
い

ま
し
た
。

　
ロ
シ
ア
の
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
に
は
、
実

際
に
「
隕
石
で
で
き
た
サ
ー
ベ
ル
」
が

伝
わ
り
、
現
在
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美

術
館
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
代
ロ

シ
ア
全
権
委
任
大
使
だ
っ
た
榎
本
武
揚

は
謁
見
の
際
に
ロ
シ
ア
の
隕
石
製
サ
ー

ベ
ル
を
拝
見
し
、
そ
の
後
、
日
本
で
最

初
に
隕
石
か
ら
「
流
星
刀
」
を
作
刀
し

天
皇
家
に
献
上
し
て
い
ま
す
。

　
史
実
と
想
像
を
組
み
合
わ
せ
た
「
歳

三
の
刀
」オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
は
、

ロ
シ
ア
国
営
メ
デ
ィ
ア
、Russia 

RT

ス
プ
ー
ト
ニ
ク
で
も
「
あ
っ
と
驚

く
最
高
の
脚
本
」
と
高
い
評
価
。

　
歳
三
と
の
恋
に
落
ち
る
ロ
シ
ア
人
美

女
イ
リ
ナ
を
演
じ
た
の
は
、
全
露
テ
レ

ビ
で
六
年
、ド
ラ
マ
主
演
の
ナ
ス
チ
ャ
・

デ
ニ
ソ
ワ
。
源
さ
ん
に
剣
の
極
意
を
習

う
撮
影
中
、
ナ
ス
チ
ャ
が
自
身
の
三
十

五
万
人
フ
ォ
ロ
ア
ー
の
イ
ン
ス
タ
に
武

術
の
極
意
、
丹
田
を
意
識
し
た
写
真
を

投
稿
す
る
と
、「
い
い
ね
！
」
が
ど
ん

ど
ん
つ
き
「
日
本
の
侍
に
は
使
命
が
あ

る
」
と
新
聞
記
事
に
も
。「
日
本
の
心
」

が
新
し
い
層
に
こ
ん
な
風
に
伝
わ
っ
て

い
く
っ
て
素
敵
な
こ
と
だ
な
ぁ
。

　
辰
巳
琢
郎
さ
ん
や
栗
塚
旭
さ
ん
、
渡

辺
裕
之
さ
ん
ら
の
名
優
た
ち
が
脇
を
固

め
て
く
れ
、
十
二
月
十
九
日
に
は
ロ
シ

ア
か
ら
監
督
・
俳
優
た
ち
を
日
本
へ
招

聘
し
、日
本
で
の
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。

　
志
は
高
い
の
で
す
が
、
予
算
が
足
り

ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
の
お
力
を
お

貸
し
く
だ
さ
い
。

　
今
年
は
完
成
後
、
ロ
シ
ア
・
エ
ジ
プ

ト
・
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
・
中
国
な

ど
の
映
画
祭
で
も
上
映
予
定
。
北
斎

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
百
六
十
周
年
。映
画「
歳

三
の
刀
」全
世
界
ヒ
ッ
ト
で
、ネ
オ
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
に
な
り

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
刀
剣
や
刀
装
具
を
押
形
や
写
真
で
は

な
く
、
水
彩
画
で
表
現
す
る
画
家
さ
ん

で
、
滋
賀
県
で
子
育
て
を
し
な
が
ら
、

刀
剣
文
化
の
保
存
・
継
承
の
た
め
に
描

き
続
け
て
い
る
。

　
二
歳
か
ら
絵
画
を
学
び
、
水
彩
を
専

門
に
画
業
に
い
そ
し
む
中
で
、
出
産
を

機
に
か
ね
て
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
刀
剣

を
水
彩
画
で
表
現
す
る
こ
と
を
始
め
た

と
い
う
。
現
在
は
『
刀
剣
画
報
』
に
も

コ
ラ
ム
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
専
門
知
識
や
情
報
が
難
し
い
と
こ
ろ

か
ら
、
刀
剣
は
と
も
す
れ
ば
敬
遠
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
水
彩
画
で
の
表
現
に

は
温
か
み
が
あ
り
、
刀
剣
に
親
し
み
や

す
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
地
鉄
や
刃
の
色
な
ど
の
表
現
は
特
に

難
し
そ
う
だ
が
、
マ
ツ
ヨ
イ
さ
ん
に
よ

れ
ば
、
大
変
な
の
が
ナ

カ
ゴ
だ
と
い
う
。
大
事

な
鑑
賞
ポ
イ
ン
ト
の
一

つ
で
も
あ
り
、
銘
字
の

鏨
運
び
、
鏨
枕
の
錆
色

の
変
化
な
ど
、
専
門
家

も
唸
る
ほ
ど
だ
が
、
そ

れ
に
は
や
は
り
最
も
手

間
と
時
間
を
か
け
て
い

る
ら
し
い
。

　
マ
ツ
ヨ
イ
さ
ん
へ
の

作
画
依
頼
は
現
在
で
は

一
般
の
方
の
み
な
ら

ず
、
刀
職
の
方
か
ら
も

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
作

品
を
違
っ
た
形
で
残
す

こ
と
で
、
刀
職
に
と
っ

て
も
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。

　
サ
イ
ズ
は
三
〇
～
五
〇
㎝
前
後
の
額

縁
に
入
る
程
度
が
多
い
が
、
全
身
を
原

寸
大
の
サ
イ
ズ
で
描
く
こ
と
を
目
標
に

研
鑽
を
積
ん
で
い
る
。

　
刀
剣
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
別
に
、

愛
刀
を
こ
の
よ
う
な
刀
画
に
し
て
み
る

こ
と
も
意
義
深
い
。
ま
た
、
刀
剣
に
あ

ま
り
興
味
が
な
い
世
代
に
も
絵
画
は
伝

え
や
す
く
、
刀
剣
趣
味
の
窓
口
と
し
て

も
有
効
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
取
材
を
通

し
て
、
刀
剣
の
普
及
や
、
そ
の
保
存
・

継
承
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
と
方
法

が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

　
個
人
情
報
は
割
愛
し
ま
し
た
が
、
刀

画
の
詳
し
い
情
報
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。https://m

a
tsuyoi-web.jim

dofree.com
/

（
玉
山
真
敏
）

全
国
美
術
刀
剣
青
年
会

　
　
　
　
五
十
周
年
に
寄
せ
て

赤
荻
　
稔

平成15年、熱海大観荘で開催された大会の記念写真

50周年を迎えた青年会の交換会

『読売新聞』昭和51年8月27日
伊波富彦・飯田慶久・深海信彦各氏が見える

マ
ツ
ヨ
イ
さ
ん
（
刀
剣
画
家
）

水
彩
画
で
開
く
刀
美
の
新
境
地
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修
業
時
代
の
思
い
出

 

研
師

　井
上 

聡

　
私
は
、
一
九
九
〇
年
に
藤
代
興
里
師

の
元
に
入
門
し
ま
し
た
。

　
当
時
は
、
兄
弟
子
に
藤
田
雄
二
さ
ん

も
お
ら
れ
ま
し
た
。
細
か
い
こ
と
は
藤

田
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
い
、
た
く
さ
ん

叱
ら
れ
、
た
く
さ
ん
優
し
く
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
入
門
し
て
す
ぐ
、
新
宿

の
ト
ン
カ
ツ
屋
に
連
れ
て
い
っ
て
も

ら
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は

人
と
話
す
の
が
苦
手
で
、
あ
ま
り
し
ゃ

べ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
半
年
く
ら
い
し
て
、
藤
田
さ
ん
は
独

立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
事
あ

る
ご
と
に
電
話
を
く
れ
て
、「
大
丈
夫

か
？

　
悩
み
は
な
い
か
？
」と
気
遣
い
、

と
て
も
優
し
く
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
数
年
後
、
藤
田
さ
ん
は
亡
く
な
ら

れ
ま
し
た
。

　「
今
度
、
焼
肉
を
食
べ
に
連
れ
て
っ

て
や
る
」「
カ
レ
ー
食
べ
に
お
い
で
」

と
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
に
、
行
け
な

か
っ
た
こ
と
を
、
今
で
も
後
悔
し
て
い

ま
す
。
最
初
に
先
生
の
芯
の
優
し
さ
や

藤
代
一
門
の
温
か
さ
を
、
藤
田
さ
ん
に

教
え
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。 

　
先
生
に
は
「
自
分
が
良
い
と
思
う
よ

う
に
研
ぎ
な
さ
い
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
一
振
一
振
、
刀
を
減
ら
さ
ず
良
い
研

ぎ
が
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
研
い
で
い

ま
す
。
い
つ
か
先
生
に
褒
め
て
も
ら
え

る
よ
う
な
研
ぎ
が
し
た
い
で
す
。 

　

　
時
々
ふ
っ
と
、
あ
の
世
に
行
っ
た
ら

藤
田
さ
ん
に
怒
ら
れ
る
な
ぁ
と
思
っ
た

り
、「
お
前
は
し
ょ
う
が
ね
ぇ
な
ぁ
」

と
笑
っ
て
も
ら
え
る
か
な
ぁ
と
思
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。

〈
受
賞
歴
〉（
公
財
）
日
本
美
術
刀
剣
保

存
協
会
「
刀
剣
研
磨
・
外
装
技
術
発
表

会
」「
現
代
刀
職
展
」
研
磨
・
外
装
の
部
、

平
成
十
四
年
木
屋
賞
、十
七
年
千
葉
賞
、

二
十
四
年
竹
屋
賞
、二
十
五
年
木
屋
賞
、

二
十
八
年
寒
山
賞
、令
和
三
年
木
屋
賞
。

ほ
か
に
優
秀
賞
十
回
、
努
力
賞
八
回
、

入
選
三
回
。

■
連
絡
先
＝
〒
６
６
２-

０
０
７
１ 

兵

庫
県
西
宮
市
桜
町
一-

六
九

☎️
〇
七
九
八-

七
一-

五
三
五
九

 テ
ー
マ
は

古
刀
の
謎
の
解
明

 

研
師

　倉
島 

一ひ
と
し

〈
師
匠
〉
橋
本
昌
尚
氏
（
新
潟
）。
墨
賢

蔵
氏
（
東
京
）
に
一
年
間
手
ほ
ど
き
を

受
け
る
。

〈
受
賞
歴
〉
日
刀
保
に
て
特
賞
一
回
ほ

か
。
刀
文
協
に
て
特
別
賞
二
回
、
金
賞

な
ど
。

〈
研
究
テ
ー
マ
〉
研
師
の
修
業
に
入
っ

た
当
初
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
太
刀
は
ど

の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
の
解
明
。

〈
研
究
発
表
〉①
『
刀
剣
美
術
』
平
成
二

十
二
年
十
二
月
号
に
、
鎌
倉
時
代
の
国

宝
太
刀
の
反
り
曲
線
は
懸
垂
線
（
建
築

で
は
「
縄
だ
る
み
」
と
呼
ば
れ
る
）
で

あ
る
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
解
析
の
結

果
を
発
表
。
②
令
和
元
年
の
「
鉄
の
技

術
と
歴
史
」
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
懸

垂
線
（
細
い
鎖
）
を
使
っ
て
具
体
的
に

美
し
い
太
刀
姿
を
作
る
方
法
を
発
表
。

〈
今
後
の
研
究
課
題
〉
地
景
に
は
二
様

あ
り
、
一
つ
は
混
ぜ
鉄
（
正
宗
・
貞
宗

な
ど
）、
も
う
一
つ
は
働
き
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
後
者
の
成
因
の
解
明
。

〈
著
書
〉『
日
本
刀
の
謎
と
真
実
』

■
連
絡
先
＝
〒
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潟
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　「
誰
も
が
金き

ん

小こ

札ざ
ね

緋ひ

威お
ど
しと

い
う
も
の

に
一
度
は
い
や
な
思
い
を
す
る
の
で
す

よ
」
と
言
っ
た
の
は
東
京
品
川
区
の
某

寺
の
住
職
、
故
・
鈴
木
憲
雄
さ
ん
。
前

号
、
前
々
号
に
出
て
き
た
故
・
名
和
弓

雄
さ
ん
の
親
戚
に
当
た
り
、
甲
冑
の
コ

レ
ク
タ
ー
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。

　
甲
冑
を
多
く
扱
う
業
者
さ
ん
な
ら
、

こ
の
言
葉
が
ど
う
い
う
甲
冑
を
表
し
て

い
る
か
浮
か
び
つ
つ
あ
る
だ
ろ
う
。
㈱

紀
の
国
屋
の
会
長
、
故
・
千
木
良
明
氏

は
「
こ
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
た
背

景
に
、
近
づ
く
戦
争
の
足
音
が
あ
り
、

戦
意
高
揚
と
、
愛
国
心
啓
発
の
狙
い
が

あ
り
、た
く
さ
ん
作
ら
れ
た
」
と
語
り
、

板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
で
平
成
二
十
八

年
に
開
か
れ
た
「
関
谷
弘
道
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
」
で
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
を
担
当
し
た
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保

存
会
評
議
員
の
山
田
怜
門
氏
が
ま
さ
に

そ
の
代
表
選
手
の
よ
う
な
具
足
を
前

に
、「
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
っ
た
甲

冑
部
品
を
集
め
、
塗
り
直
し
、
威
直
し

を
加
え
、
も
う
一
度
生
命
を
込
め
よ
う

と
し
た
。
古
い
も
の
は
大
切
に
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
、と
い
う
思
い
が
あ
る
」

と
語
っ
た
。つ
ま
り
作
ら
れ
た
時
点
で
、

ド
ナ
ー
か
ら
集
め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ケ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
状
態
な
の
だ
。

　
こ
の
企
画
展
で
は
「
総
選
挙
」
と
称

し
て
、
何
領
か
の
具
足
を
対
象
に
ア
イ

ド
ル
調
に
人
気
投
票
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
こ
の
金
小
札
緋
威
は
か
な
り
上

位
に
。
整
形
美
系
ア
イ
ド
ル
が
天
然
美

系
ア
イ
ド
ル
を
打
ち
負
か
し
た
瞬
間

を
、
ベ
テ
ラ
ン
愛
好
家
た
ち
が
シ
ョ
ッ

ク
と
と
も
に
見
届
け
た

企
画
だ
っ
た
。

　
金
色
は
人
の
心
を
つ

か
み
取
る
の
だ
ろ
う

か
。
当
組
合
員
の
川
口

博
氏
は
、
参
考
に
な
り

そ
う
な
興
味
深
い
現
象

を
目
に
し
て
い
る
。
中

国
か
ら
の
観
光
客
の
買

い
物
を
観
察
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
金
の

ブ
ラ
ン
ド
時
計
と
同
型
白
金
バ
ー
ジ
ョ

ン
を
、
迷
っ
た
ふ
り
を
し
て
も
心
は
既

に
金
の
方
に
行
っ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん

金
の
時
計
を
買
う
、
と
の
証
言
だ
っ
た
。

問
わ
れ
る
セ
ン
ス
よ
り
も
金
の
持
つ
威

厳
を
優
先
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
同
様
、
緋
威
の
赤
も
人
を
魅
了
し
て

や
ま
な
い
。

　
中
世
の
絵
巻
物
だ
ろ
う
と
時
代
小
説

だ
ろ
う
と
、緋
威
の
甲
冑
は
大
活
躍
だ
。

金
小
札
緋
威
の
甲
冑
が
全
て
フ
ラ
ン
ケ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

大
き
く
違
う
。
半
分
が
フ
ラ
ン
ケ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
、
残
り
半
分
が
華
麗
な
宿

命
を
背
負
っ
て
世
に
出
た
素
晴
ら
し
い

も
の
と
、
金
小
札
を
残
し
た
ま
ま
絲
の

劣
化
で
他
の
色
に
威
し
直
さ
れ
た
も
の

と
。
俺
独
自
の
統
計
だ
け
ど
ね
。

　
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
破
り

方
は
絲
を
拡
大
し
て
み
れ
ば
難
し
い
も

の
で
は
な
い
。
最
小
構
成
ま
で
撚
ら
れ

て
い
る
も
の
を
組
合
員
の
皆
さ
ん
に
は

仕
入
れ
て
ほ
し
い
。
俺
の
下
手
く
そ
な

写
真
を
使
う
の
を
躊
躇
し
て
い
た
と
こ

ろ
に
中
村
隆
司
氏
か
ら
、
威
し
絲
で
な

く
柄
巻
の
絲
で
は
あ
る
が
素
晴
ら
し
い

写
真
の
提
供
が
あ
っ
た
。
絲
の
末
尾
を

二
種
類
比
べ
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
。

　
こ
の
絲
を
氏
は
撚
り
絲
と
呼
ん
で
い

る
が
、
こ
れ
に
近
い
威
し
絲
を
甲
冑
関

係
者
の
一
部
は
唐か

ら

絲い
と

と
俗
称
で
呼
ん
で

い
る
。赤
以
外
の
唐
絲
も
あ
る
の
だ
が
、

今
は
在
庫
や
身
近
な
甲
冑
の
錣し

こ
ろ

や
袖
の

裾
板
の
一
段
啄
木
畦
目
の
下
、
二
段
か

一
段
の
菱
縫
の
赤
を
見
て
ほ
し
い
。
摩

滅
に
よ
り
解ほ

ぐ

れ
た
一
部
に
細
い
撚
り
を

見
つ
け
た
ら
、そ
の
鑑
定
は
ビ
ン
ゴ
だ
。

そ
し
て
こ
の
赤
は
紅
花
を
使
っ
た
染
料

を
用
い
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
オ
レ
ン
ジ

色
へ
と
、
さ
ら
に
は
白
っ
ぽ
く
変
化
を

遂
げ
る
。
袖
の
裏
な
ど
を
返
し
て
み
れ

ば
、
光
の
当
た
ら
な
い
部
分
は
ト
ー
ン

の
強
い
赤
の
ま
ま
だ
。
そ
れ
ゆ
え
か
ど

う
か
、
緋
威
よ
り
も
紅
絲
威
と
記
す

ケ
ー
ス
も
現
在
は
多
い
。

　
山
田
氏
の
言
葉
の
「
見
向
き
も
さ
れ

な
く
な
っ
た
甲
冑
」
は
、
ホ
ラ
ー
映
画

の
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
の

作
っ
た
怪
人
の
よ
う
に
孤
独
で
切
な

い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
手
を
差
し
伸
べ

る
前
に
、
も
う
一
度
ド
ラ
イ
に
見
極
め

て
ほ
し
い
の
だ
。

金
小
札
緋
威
の
こ
と 

綱
取 

譲
一

古老に
聴く
第
五
回

　
そ
ろ
そ
ろ
新
年
の
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め

た
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
新
し
い

物
、
新
し
い
事
を
始
め
る
と
い
う
の
は

い
い
も
の
だ
。
気
持
ち
が
改
ま
る
。

　
昨
秋
、私
は
剣
道
を
始
め
た
。と
い
っ

て
も
、
中
学
生
の
こ
ろ
、
ほ
ん
の
数
カ

月
だ
け
剣
道
部
に
所
属
し
て
い
た
の
で
、

再
挑
戦
だ
。
こ
う
い
う
の
を
「
リ
バ
剣

―
リ
バ
イ
バ
ル
剣
士
―
」
と
言
う
ら
し

い
。
三
十
数
年
ぶ
り
に
引
っ
張
り
出
し

た
竹
刀
を
手
に
、稽
古
に
通
う
日
々
だ
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
リ
バ
剣
に
な
る
羽

目
に
な
っ
た
の
か
…
。

　
目
下
、小
学
一
年
生
の
息
子
が
い
る
。

そ
の
子
を
友
人
が
主
宰
す
る
道
場
に
通

わ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
希
代
の

意
気
地
な
し
だ
っ
た
の
だ
。
面
を
う
ま

く
着
け
ら
れ
な
い
、
叱
ら
れ
る
の
が
怖

い
、
と
言
っ
て
は
泣
く
。
先
生
方
の
名

誉
の
た
め
に
申
し
上
げ
る
が
、
決
し
て

理
不
尽
な
事
は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
至

極
、
ま
っ
と
う
な
の
だ
。
息
子
の
し
お

し
お
と
泣
く
姿
を
い
つ
も
鬼
の
形
相
で

睨
み
つ
け
て
い
た
の
だ
が
、
い
い
加
減

に
う
ん
ざ
り
し
て
疲
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
悩
ん
で
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
「
私
も

一
緒
に
や
れ
ば
い
い
か
も
」
と
思
い
付

い
た
。
善
は
急
げ
と
先
生
に
連
絡
す
る

と
、
快
諾
さ
れ
た
。
翌
日
か
ら
、
先
生

の
お
さ
が
り
の
胴
着
を
着
て
稽
古
を
始

め
た
。
息
子
は
驚
き
つ
つ
も
喜
ん
で
、

私
と
並
ん
で
竹
刀
を
振
っ
て
い
る
。

　
な
ん
と
…
楽
し
い
ん
だ
ろ
う
。

　
子
供
た
ち
と
一
緒
に
走
り
回
っ
て
体

力
作
り
を
し
、
大
声
で
気
勢
を
上
げ
な

が
ら
の
面
打
ち
、素
振
り
、木
刀
を
使
っ

て
の
型
、
立
ち
居
振
る
舞
い
。
学
ぶ
こ
と

が
い
っ
ぱ
い
だ
。
稽
古
が
、
新
し
い
風

を
自
分
の
中
に
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
よ

う
に
思
う
。
今
や
、
気
に
入
っ
た
竹
刀

袋
や
鐔
を
買
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
。
私

も
、面
を
着
け
る
日
が
近
づ
い
て
い
る
。

　
い
ず
れ
来
る
で
あ
ろ
う
、
息
子
と
の

直
接
対
決
の
た
め
に
腕
を
磨
い
て
お
か

な
く
て
は
。
そ
し
て
、
い
つ
の
日
か
、

笑
っ
て
負
け
ら
れ
る
日
が
来
る
よ
う
切

に
願
っ
て
い
る
。

新
年
に
寄
せ
て―

新
し
い
事
を―
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石
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理
子

筆
者
は
奈
良
県
在
住

金本小札緋糸威二枚胴具足

組合こよみ（令和3年9～ 12月）
９月７日　組合事務所において服部副理事長と清水専務理事が刀剣評

価査定
12日　東京美術倶楽部において「大刀剣市」第４回実行委員会を開催。

出席者深海理事長・伊波副理事長・土肥副理事長・清水専務理事・
嶋田常務理事・綱取常務理事・飯田理事・生野理事・瀬下理事・持
田理事・冥賀監事・飯田相談役・大平将広氏・服部一隆氏・土子民
夫氏

17日　「大刀剣市」後援依頼のため清水専務理事と嶋田常務理事が産
経新聞社を訪問。伊藤本部長・櫟原氏と面談

21日　新橋プラザビルにおいて常務理事会と「大刀剣市」第５回実行
委員会を開催。出席者深海理事長・伊波副理事長・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・赤荻
理事・飯田理事・大平理事・生野理事・瀬下理事・松本理事・冥賀
理事（委任）・持田理事・

28日　新橋プラザビルにおいて理事会を開催。出席者深海理事長・伊
波副理事長・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・赤荻理事・飯田理事・大平理事・佐藤理事・
生野理事・瀬下理事・松本理事・冥賀理事・持田理事・濱﨑氏（事
務局）。全会一致により「大刀剣市」の開催見送りを決定

10月４日　銀座長州屋において組合運営費について討議。出席者深海
理事長・伊波副理事長・服部副理事長・清水専務理事・嶋田常務理事・
飯田理事

８日　組合事務所において深海理事長と伊波副理事長が刀剣評価査定
８日　組合事務所において「刀剣界」第61号編集委員会を開催（再校）。

出席者深海理事長・伊波副理事長・服部副理事長・清水専務理事・
嶋田常務理事・綱取常務理事・生野理事・土子氏

14日　組合事務所において服部副理事長・清水専務理事・綱取常務理
事・生野理事が刀剣評価査定

19日　東京美術倶楽部において理事会を開催。出席者深海理事長・伊
波副理事長・服部副理事長・清水専務理事・嶋田常務理事・綱取常
務理事・赤荻理事・飯田理事・大平理事・瀬下理事・松本理事・冥
賀理事・持田理事・大西監事・冥賀監事・濱﨑氏

19日　東京美術倶楽部において「刀剣界」第62号編集委員会を開催（企
画）。

19日　東京美術倶楽部において理事会を開催。出席者深海理事長・伊
波副理事長・服部副理事長・清水専務理事・嶋田常務理事・綱取常
務理事・赤荻理事・飯田理事・大平理事・瀬下理事・冥賀理事・持
田理事・大西監事・冥賀監事・土肥富康氏・土子氏

19日　web上で「大刀剣市」カタログを公開。12月31日まで
11月７日　東京美術倶楽部において開催された全国美術商連合会に伊

波副理事長が代理出席
10日　組合事務所において深海理事長が刀剣評価査定
18日　組合事務所において嶋田常務理事が刀剣評価査定
22日　刀剣評価査定のため服部副理事長と清水専務理事が埼玉県坂戸

市に出張
25日　「衆議院議員和田よしあき君を励ます会」に深海理事長・清水

専務理事・嶋田常務理事が出席
２日　組合事務所において臨時常務会を開催
２日　組合事務所において特別交換会の開催準備。出席者深海理事長・

伊波副理事長・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・生野理事

４日　刀剣評価査定のため服部副理事長と嶋田常務理事が武蔵野市に
出張

17日　東京美術倶楽部において特別交換会を開催。出席者58名、出来
高47,244,000円

刀
職
登
場
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全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
（
以
下
「
青

年
会
」）
は
昭
和
四
十
七
年
五
月
に
設

立
さ
れ
、
令
和
三
年
に
五
十
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。

　
伊
波
富
彦
氏
・
柴
田
和
夫
氏
が
中
心

と
な
り
、
若
手
育
成
、
業
界
の
近
代
化
、

会
員
の
交
流
・
親
睦
等
を
設
立
の
主
な

目
的
と
し
、
ま
た
刀
剣
界
の
社
会
的
認

知
、
地
位
の
向
上
、
青
年
ら
し
く
刀
剣

人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
の
向
上
に
努
め

る
、と
い
っ
た
内
容
も
謳
わ
れ
ま
し
た
。

　
設
立
時
の
メ
ン
バ
ー
は
十
七
名
で
、

次
の
通
り
で
す
（
敬
称
略
）。

　
伊
波
富
彦
・
柴
田
和
夫
・
飯
田
一
雄
・

工
藤
勝
昭
・
飯
村
和
正
・
朝
倉
万
幸
・

斎
藤
光
興
・
菊
一
高
弘
・
岡
田
茂
広
・

内
田
敦
・
小
柳
博
史
・
井
出
次
郎
・
笠

原
康
正
・
小
美
濃
清
明
・
大
平
将
義
・

鷲
見
憲
司
・
赤
荻
稔

　
交
換
会
で
は
昭
和
二
十
七
年
に
設
立

さ
れ
た
東
京
美
術
刀
剣
商
業
協
同
組
合

が
最
も
古
く
、
次
い
で
全
国
美
術
刀
剣

会
が
古
く
、
次
が
青
年
会
で
あ
り
、
こ

の
五
十
年
で
幾
多
の
人
材
を
輩
出
し
て

き
た
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
私
自
身
は
、
父
に
つ
い
て
行
っ
た
交

換
会
で
柴
田
和
夫
氏
に
声
を
掛
け
て
い

た
だ
き
、
幸
運
に
も
設

立
時
か
ら
参
加
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
当

時
は
刀
剣
ブ
ー
ム
と
言

わ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

刀
剣
界
は
活
気
に
満
ち

て
い
ま
し
た
。

　
青
年
会
は
、
当
時
と

し
て
は
斬
新
な
行
事
も

度
々
行
っ
て
き
ま
し

た
。
東
京
美
術
倶
楽
部

で
の
公
開
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
、
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ

ル
、
新
宿
京
王
百
貨
店

で
の
刀
剣
・
小
道
具
の

展
示
即
売
会
、
銀
座
松

屋
で
の
「
鐔
の
美
」
展

等
々
。
い
ず
れ
も
話
題

を
呼
び
、
成
功
を
収
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
ま
た
、
川
島
貴
敏
代

表
幹
事
の
時
代
に
は
、

小
学
校
を
訪
問
し
て
刀

剣
の
啓
発
活
動
に
取
り

組
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

　
青
年
会
に
は
そ
の
名
の
通
り
、一
応
、

会
員
の
定
年
制
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
当
初
は
四
十
歳
で
し
た
。
途
中
で

紆
余
曲
折
は
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は

五
十
歳
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
時
代
の

流
れ
で
し
ょ
う
か
。

　
大
会
も
毎
年
一
回
催
さ
れ
、
私
が
在

籍
し
て
い
た
当
時
は
会
員
の
最
寄
り
の

観
光
地
な
ど
を
会
場
に
、
北
は
仙
台
か

ら
西
は
兵
庫
県
の
有
馬
温
泉
ま
で
、
全

国
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
商
い
は

厳
し
く
て
も
、
ア
フ
タ
ー
は
い
つ
も
和

や
か
で
、
懐
か
し
い
思
い
出
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

　
五
十
年
の
歴
史
の
中
、
荒
波
に
も
ま

れ
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
現
在
は
土
肥
富
康
代

表
幹
事
の
下
、
順
風
満
帆
な

運
営
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
は

こ
れ
か
ら
も
若
手
の
登
竜
門

と
し
て
、
ま
た
交
換
会
と
し

て
、
新
た
な
歴
史
と
伝
統
を

育
ん
で
い
く
も
の
と
期
待
し

て
い
ま
す
。
青
年
会
の
ま
す

ま
す
の
発
展
を
祈
念
し
ま

す
。

（
記
憶
を
頼
り
に
書
い
て
い

る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
容
赦
願

い
ま
す
）

　
世
界
中
で
「
日
本
」
を
テ
ー
マ
に
し
、

数
十
万
人
が
集
うJAPAN EXPO

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
も
、
エ
ン
タ

メ
も
、伝
統
芸
能
も
萎
縮
し
て
い
ま
す
。

気
が
つ
く
と
、
日
本
の
賃
金
は
先
進
国

最
下
位
。も
っ
と
海
外
市
場
を
開
拓
し
、

日
本
を
元
気
に
し
た
い
！

　
そ
ん
な
思
い
で
、ラ
ス
ト
サ
ム
ラ
イ
・

新
撰
組
副
長
の
土
方
歳
三
が
ロ
シ
ア
へ

渡
る
日
露
合
同
映
画
「
歳
三
の
刀
」
を

製
作
し
て
い
ま
す
。

　
二
〇
二
一
年
六
月
十
五
日
、
栃
木
県

馬
頭
町
の
刀
匠
高
野
和
也
さ
ん
の
刀
剣

道
場
で「
隕
石
の
刀
」が
魂
を
宿
す
シ
ー

ン
か
ら
ク
ラ
ン
ク
イ
ン
。

　

　
九
月
十
～
十
九
日
に
は
コ
ロ
ナ
禍
の

中
、国
境
を
越
え
ロ
シ
ア
ロ
ケ
を
決
行
。

土
方
歳
三
役
の
俳
優
で
武
術
家
の
源
光

士
郎
さ
ん
と
、
ロ
シ
ア
・
ア
ム
ー
ル
州

ブ
ラ
ゴ
ベ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
市
で
ロ
シ
ア

五
大
映
画
祭
と
連
動
し
、
撮
影
を
行
い

ま
し
た
。

　
ロ
シ
ア
の
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
に
は
、
実

際
に
「
隕
石
で
で
き
た
サ
ー
ベ
ル
」
が

伝
わ
り
、
現
在
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美

術
館
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
代
ロ

シ
ア
全
権
委
任
大
使
だ
っ
た
榎
本
武
揚

は
謁
見
の
際
に
ロ
シ
ア
の
隕
石
製
サ
ー

ベ
ル
を
拝
見
し
、
そ
の
後
、
日
本
で
最

初
に
隕
石
か
ら
「
流
星
刀
」
を
作
刀
し

天
皇
家
に
献
上
し
て
い
ま
す
。

　
史
実
と
想
像
を
組
み
合
わ
せ
た
「
歳

三
の
刀
」オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
は
、

ロ
シ
ア
国
営
メ
デ
ィ
ア
、Russia 

RT

ス
プ
ー
ト
ニ
ク
で
も
「
あ
っ
と
驚

く
最
高
の
脚
本
」
と
高
い
評
価
。

　
歳
三
と
の
恋
に
落
ち
る
ロ
シ
ア
人
美

女
イ
リ
ナ
を
演
じ
た
の
は
、
全
露
テ
レ

ビ
で
六
年
、ド
ラ
マ
主
演
の
ナ
ス
チ
ャ
・

デ
ニ
ソ
ワ
。
源
さ
ん
に
剣
の
極
意
を
習

う
撮
影
中
、
ナ
ス
チ
ャ
が
自
身
の
三
十

五
万
人
フ
ォ
ロ
ア
ー
の
イ
ン
ス
タ
に
武

術
の
極
意
、
丹
田
を
意
識
し
た
写
真
を

投
稿
す
る
と
、「
い
い
ね
！
」
が
ど
ん

ど
ん
つ
き
「
日
本
の
侍
に
は
使
命
が
あ

る
」
と
新
聞
記
事
に
も
。「
日
本
の
心
」

が
新
し
い
層
に
こ
ん
な
風
に
伝
わ
っ
て

い
く
っ
て
素
敵
な
こ
と
だ
な
ぁ
。

　
辰
巳
琢
郎
さ
ん
や
栗
塚
旭
さ
ん
、
渡

辺
裕
之
さ
ん
ら
の
名
優
た
ち
が
脇
を
固

め
て
く
れ
、
十
二
月
十
九
日
に
は
ロ
シ

ア
か
ら
監
督
・
俳
優
た
ち
を
日
本
へ
招

聘
し
、日
本
で
の
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。

　
志
は
高
い
の
で
す
が
、
予
算
が
足
り

ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
の
お
力
を
お

貸
し
く
だ
さ
い
。

　
今
年
は
完
成
後
、
ロ
シ
ア
・
エ
ジ
プ

ト
・
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
・
中
国
な

ど
の
映
画
祭
で
も
上
映
予
定
。
北
斎

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
百
六
十
周
年
。映
画「
歳

三
の
刀
」全
世
界
ヒ
ッ
ト
で
、ネ
オ
ジ
ャ

ポ
ニ
ズ
ム
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
に
な
り

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
刀
剣
や
刀
装
具
を
押
形
や
写
真
で
は

な
く
、
水
彩
画
で
表
現
す
る
画
家
さ
ん

で
、
滋
賀
県
で
子
育
て
を
し
な
が
ら
、

刀
剣
文
化
の
保
存
・
継
承
の
た
め
に
描

き
続
け
て
い
る
。

　
二
歳
か
ら
絵
画
を
学
び
、
水
彩
を
専

門
に
画
業
に
い
そ
し
む
中
で
、
出
産
を

機
に
か
ね
て
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
刀
剣

を
水
彩
画
で
表
現
す
る
こ
と
を
始
め
た

と
い
う
。
現
在
は
『
刀
剣
画
報
』
に
も

コ
ラ
ム
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
専
門
知
識
や
情
報
が
難
し
い
と
こ
ろ

か
ら
、
刀
剣
は
と
も
す
れ
ば
敬
遠
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
水
彩
画
で
の
表
現
に

は
温
か
み
が
あ
り
、
刀
剣
に
親
し
み
や

す
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
地
鉄
や
刃
の
色
な
ど
の
表
現
は
特
に

難
し
そ
う
だ
が
、
マ
ツ
ヨ
イ
さ
ん
に
よ

れ
ば
、
大
変
な
の
が
ナ

カ
ゴ
だ
と
い
う
。
大
事

な
鑑
賞
ポ
イ
ン
ト
の
一

つ
で
も
あ
り
、
銘
字
の

鏨
運
び
、
鏨
枕
の
錆
色

の
変
化
な
ど
、
専
門
家

も
唸
る
ほ
ど
だ
が
、
そ

れ
に
は
や
は
り
最
も
手

間
と
時
間
を
か
け
て
い

る
ら
し
い
。

　
マ
ツ
ヨ
イ
さ
ん
へ
の

作
画
依
頼
は
現
在
で
は

一
般
の
方
の
み
な
ら

ず
、
刀
職
の
方
か
ら
も

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
作

品
を
違
っ
た
形
で
残
す

こ
と
で
、
刀
職
に
と
っ

て
も
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。

　
サ
イ
ズ
は
三
〇
～
五
〇
㎝
前
後
の
額

縁
に
入
る
程
度
が
多
い
が
、
全
身
を
原

寸
大
の
サ
イ
ズ
で
描
く
こ
と
を
目
標
に

研
鑽
を
積
ん
で
い
る
。

　
刀
剣
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
別
に
、

愛
刀
を
こ
の
よ
う
な
刀
画
に
し
て
み
る

こ
と
も
意
義
深
い
。
ま
た
、
刀
剣
に
あ

ま
り
興
味
が
な
い
世
代
に
も
絵
画
は
伝

え
や
す
く
、
刀
剣
趣
味
の
窓
口
と
し
て

も
有
効
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
取
材
を
通

し
て
、
刀
剣
の
普
及
や
、
そ
の
保
存
・

継
承
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
と
方
法

が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

　
個
人
情
報
は
割
愛
し
ま
し
た
が
、
刀

画
の
詳
し
い
情
報
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。https://m

a
tsuyoi-web.jim

dofree.com
/

（
玉
山
真
敏
）

全
国
美
術
刀
剣
青
年
会

　
　
　
　
五
十
周
年
に
寄
せ
て

赤
荻
　
稔

平成15年、熱海大観荘で開催された大会の記念写真

50周年を迎えた青年会の交換会

『読売新聞』昭和51年8月27日
伊波富彦・飯田慶久・深海信彦各氏が見える

マ
ツ
ヨ
イ
さ
ん
（
刀
剣
画
家
）

水
彩
画
で
開
く
刀
美
の
新
境
地
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高野和也刀匠の刀剣道場で
作刀のシーンを撮影

ニコライ２世（ウラジミール・カノプカ）と
土方歳三（源光士郎）が刀を合わせる瞬間

日
露
合
同
映
画「
歳
三
の
刀
」ロ
シ
ア
ロ
ケ
決
行
！

世
界
にSA

M
U
R
A
I

ブ
ー
ム
を

増
山
麗
奈︵
映
画
監
督
・︵
一
社
︶ユ
ー
ラ
シ
ア
国
際
映
画
祭
代
表
理
事
︶

◆寄◆稿◆

国宝　山鳥毛
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　公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協

会︵
吉
原
国
家
理
事
長
︶は
十
月
十
一
~

十
三
日
の
三
日
間
、
静
岡
県
三
島
市
の

佐
野
美
術
館
に
お
い
て﹁
刀
剣
類
の
保
存

に
関
わ
る
部
分
修
復
技
術
研
修
会
﹂
を

開
催
し
た
。
こ
れ
は
文
化
庁
の
文
化
財

研
修
事
業︵
伝
統
工
芸
・
文
化
財
保
存
技

術
︶
の
一
環
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
昨

年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
休
止
と
な
っ

た
が
、
今
回
で
既
に
七
回
を
数
え
る
。

　そ
こ
で
、
各
界
の
参
考
の
た
め
に
研

修
の
概
要
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

　
多
く
の
刀
剣
類
が
長
い
時
代
に
わ

た
っ
て
健
全
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の

は
、
適
切
な
保
存
管
理
に
加
え
、
錆
や

欠
損
が
少
な
い
時
点
で
の
適
切
な
修
復

が
継
続
し
て
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ

る
。

　
し
か
し
、
近
代
以
降
は
日
本
刀
文
化

の
担
い
手
で
あ
っ
た
武
士
階
級
の
消
滅

や
極
端
な
洋
風
化
の
影
響
、
敗
戦
に
伴

う
民
間
武
器
回
収
（
刀
狩
り
）
の
後
遺

症
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
り
、

保
存
が
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
。

　
現
在
、
個
人
蔵
に
限
ら
ず
、
全
国
の

博
物
館
・
資
料
館
に
は
相
当
数
の
刀
剣

の
所
蔵
品
が
修
復
さ
れ
ず
に
埋
も
れ
て

い
る
実
情
は
、
文
化
庁
の
助
成
に
基
づ

く
平
成
二
十
二
～
二
十
四
年
度
「
文
化

遺
産
を
活
か
し
た
観
光
振
興
・
地
域
活

性
化
事
業
」
や
平
成
二
十
五
年
度
「
文

化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化
事

業
」
で
の
調
査
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。

　
無
論
、
状
態
に
よ
っ
て
全
研
磨
や
白

鞘
・
金
具
類
の
新
規
製
作
が
必
要
な
も

の
も
あ
る
が
、
部
分
修
復
で
済
む
も
の

や
、
で
き
る
だ
け
現
状
を
保
存
す
る
た

め
に
、
積
極
的
に
部
分
修
復
を
行
う
べ

き
も
の
も
あ
り
、
戦
後
七
十
年
以
上
経

過
す
る
間
に
国
宝
・
重
要
文
化
財
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
刀
剣
類
は
研
磨
・

鞘
・
鎺
等
が
施
さ
れ
、
ま
す
ま
す
部
分

修
復
の
重
要
性
が
増
し
て
き
て
い
る
。

　
刀
剣
・
刀
装
の
部
分
修
復
は
、
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
重
要
な
保
存
技
術

の
一
分
野
で
あ
り
、
日
本
刀
を
継
承
す

る
技
術
は
「
保
存
の
文
化
」
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
正
し
い
技
術
を
継
承
す
る

人
材
は
各
分
野
と
も
き
わ
め
て
少
な

い
。本
事
業
は
そ
う
し
た
現
状
に
鑑
み
、

刀
剣
類
の
保
存
の
た
め
の
修
復
技
術
に

つ
い
て
分
野
別
に
教
授
し
、
後
継
人
材

を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
、
鎺
の
歪
み

や
傷
み
、
汚
れ
が
刀
身
の
錆
の
発
生
原

因
と
な
り
、
鞘
の
修
復
に
も
支
障
を
来

し
た
経
験
な
ど
を
踏
ま
え
、
総
合
的
な

刀
装
修
復
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
を

目
指
し
て
、
白
銀
部
門
の
研
修
も
加
え

た
こ
と
に
よ
り
、
専
門
職
の
白
銀
師
に

よ
る
鎺
の
洗
浄
が
錆
の
発
生
を
明
ら
か

に
軽
減
で
き
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
、
時

代
色
を
変
え
な
い
た
め
の
低
温
処
理
に

よ
る
修
理
技
術
が
格
段
に
向
上
し
た
。

　
ま
た
研
磨
部
門
で
は
、
研
修
会
場
に

よ
っ
て
異
な
る
採
光
の
不
具
合
に
よ
る

ハ
イ
レ
ベ
ル
な
修
復
研
磨
の
支
障
を
軽

減
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
だ
っ
た

が
、
タ
ー
プ
テ
ン
ト
を
使
用
す
る
こ
と

で
改
善
が
進
ん
だ
。
そ
の
他
、
修
復
す

る
刀
身
の
撮
影
も
固
定
機
材
や
照
明
の

工
夫
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
た
。

　
本
研
修
に
は
、
漆
芸
家
の
室
瀬
和
美

氏
（
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
・
日
本

刀
文
化
振
興
協
会
顧
問
）
が
視
察
に
訪

れ
、
日
本
刀
を
保
存
す
る
上
で
非
常
に

意
味
の
あ
る
研
修
で
あ
る
と
評
価
を
頂

い
た
。
そ
し
て
日
本
国
内
お
よ
び
海
外

で
の
漆
の
修
復
の
経
験
か
ら
、
日
本
刀

の
鞘
の
漆
塗
り
の
修
復
な
ど
、
外
装
に

関
す
る
研
修
を
新
た
に
加
え
る
ご
提
案

も
頂
戴
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
研
修
で
は
研
修
会
場
を

提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
佐
野
美
術
館
が

所
蔵
す
る
日
本
刀
を
主
た
る
修
復
対
象

と
し
、
担
当
講
師
が
完
成
ま
で
の
全
工

程
を
指
導
・
補
助
し
、
研
修
生
に
部
分

修
復
の
す
べ
て
を
実
践
し
て
も
ら
っ
た
。

「令和の名刀・名工展」の開催について
公益財団法人日本美術刀剣保存協会
全 日 本 刀 匠 会

１．展覧会名称　「令和の名刀・名工展」
２．開 催 趣 旨
　　 刀職者たちは時代環境の変遷により、その行き先を見失

いかけたが、人々は武器ではなく美術刀剣という在り方
にその未来を見出した。日本刀は千年余の歴史があり、
工芸史上重要な地位を占めるものである。そしてこの現
代において、長年の伝統を継承しつつ、古の模倣や従来
の踏襲に終わらない一層の技術錬磨の上に、新しい時代
とともにある日本刀職方技術の姿を築き上げることが、
本展覧会に課せられた使命である。

　　 本展覧会は、公募による展覧会として厳正な基準に基づ
く評価を通し、作刀技術・研磨技術・外装技術の健全な
発展と人材育成に寄与することを願うものである。

３．主 催　 公益財団法人日本美術刀剣保存協会・
全日本刀匠会

４．会場・会期　 東京会場（刀剣博物館）
2022年（令和4年）8月6日㈯～ 9月4日㈰
岡山会場（備前長船刀剣博物館・林原美術館）
2022年（令和4年）9月30日㈮～11月27日㈰

５． 募 集 部 門　作刀・刀身彫・彫金・研磨・白鞘・刀装（拵・
拵下地・鞘塗）・柄前・白銀の8部門

６． 出 品 作 品　2020年（令和2年）1月1日以降に自己が製
作・工作したもの。刀剣の出品作品には、作品受付時に
登録証の原本を添付すること（公募展に未発表かつ巡回
する全ての会場・会期に展示可能なものに限る）

７．書 類 受 付　 2022年（令和4年）3月24日㈭～ 3月31日㈭
８．作 品 受 付　 2022年（令和4年）5月9日㈪～ 11日㈬　

刀剣博物館
９．出 品 料　10,000円
10．賞 の 種 類　大賞・準大賞・入賞　
11．そ の 他
　　・ オープン参加（現代刀職展無鑑査出品・お守り刀展覧

会特待者出品はありません）
　　・本展開催年は「お守り刀展覧会」を開催しません。
※その他本展詳細は決定次第、順次お知らせいたします。
＜お問い合わせ先＞　
公益財団法人日本美術刀剣保存協会　
　〒130-0015 東京都墨田区横網1-12-9
　☎03-6284-1000（平日9：30 ～ 17：30）　　
全日本刀匠会　
　〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-1-1
　☎086-227-5721（平日10：00 ～ 18：00）

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会

部
分
修
復
技
術
研
修
会
の
意
義
に
つ
い
て

研修会に参加した研修生と講師らの関係者

第12回「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」
開催のご案内

公益財団法人日本刀文化振興協会

１．趣　旨
　① 　公募によるコンクールとして、新たな基準に基づ

く厳正な評価を通し、日本刀に関わるすべての技術
の水準向上を図り、斯界の人材育成に資する。

　② 　成果を展覧会として一般に公開し、総合的工芸品
である日本刀の世界および日本刀文化について理解
を深めてもらう。また、海外に向けて本展の情報を
発信し、現代の日本刀・刀職技術を強くアピールする。

　③ 　刀文協の恒例の公益目的事業と位置づけ、作家・
職方の登竜門として、また新たな伝統を蓄えてゆく
場としての権威ある総合的展覧会とする。

２．会　場　 坂城町 鉄の展示館
〒 389-0601 長野県埴科郡坂城町坂城 6313-2
☎ 0268-82-1128

３．会　期　 令和 4 年 6 月 11 日㈯～ 8 月 28 日㈰
なお、授賞式・懇親会は開催初日を予定

４．部　門　 作刀 ･ 刀身彫刻／研磨／刀装の３部門
〈特別公開部門〉“Sword Oshigata Art”

５．申　込　 審査申込を予定される方は、別紙「審査申
込書」に必要事項を記載の上、4 月 8 日㈮
までに送付のこと。

６．受　付　 4 月 21 日㈭～ 22 日㈮の 2 日間、
鉄の展示館にて

７．審　査　4 月 26 日㈫～ 28 日㈭の 3 日間

※詳細はホームページ等で逐次公表します。

〈特別展〉明治天皇ご生誕170年記念
「現代刀剣作品展」（仮称）

　左記の第 12 回展入賞作品を展示するとと
もに、一般社団法人日本甲冑武具研究保存会
の協力を得て甲冑を展示するなど、日本刀に
縁の深い明治天皇のご生誕 170 年を寿ぎ、日
本の誇るサムライ文化を国内外に広報する機
会とします。

１．会　場　 明治神宮宝物殿（重要文化財）
〒 151-8557 
東京都渋谷区代々木神園町 1-1

２．会　期　10 月下旬～ 11 月下旬（予定）

〈問い合わせ先〉
　公益財団法人日本刀文化振興協会　事務局
　〒 115-0044  東京都北区赤羽南 2-4-7　

鷹匠ハイツ 301 号
　☎ 03-5249-4440　http://www.nbsk-jp.org/

特別展会場の明治神宮宝物殿

　国の始まりの地・大
和（奈良県）は、最古
の刀剣の製作地として
名を馳せました。神代
鍛冶の一人で刀匠の祖
とされる天国は大和国
の人と伝えられ、以来、
大和国では連綿と作刀
が続けられ、国宝・重
要文化財をはじめとす
る数々の名刀が生み出
されてきました。
　この奈良の地に鎮座する春日大社は御創建
以来、朝廷や摂関家の崇敬はもちろん、歴代
の武家政権をはじめとする貴顕の崇敬厚く、
数々の名刀が奉納されました。これらの刀剣
は製作当初の状態を保つ貴重なものが多く、
春日大社の刀剣を抜きに日本刀の歴史は語れ
ません。
　本展では、刀剣のふるさと・奈良に秘蔵さ
れた初公開を含む奈良県指定文化財の名刀を
一挙に公開。そして春日の神々に捧げられた
日本刀剣史を彩る国宝・重要文化財17点をは
じめとする宝刀など、奈良の素晴らしい刀剣
文化をお楽しみください。
会期：前期12月24日㈮～2月13日㈰
　　　後期2月15日㈫～4月3日㈰

■春日大社国宝殿
　〒630-8212 奈良市春日野町160
　☎0742-22-7788
　https://www.kasugataisha.or.jp/museum/

冬季特別展「秘められた大和の名刀
─今明かされる大和の珠玉の名刀 

春日の神々への至宝刀─」

刀　剣　界令和4年1月15日発行 第62号

（4）

　
組
合
員
・
賛
助
会
員
の
皆
さ
ま
は
長
年

に
わ
た
っ
て
日
刀
保
発
行
の
『
刀
剣
美
術
』

を
ご
愛
読
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私

も
長
年
愛
読
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
巻
頭
を
飾
る
「
名
刀
鑑
賞
」
は
毎

月
の
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
す
。
一
方
、
刀

剣
談
義
や
調
べ
も
の
の
際
「
あ
の
正
宗
は

い
つ
ご
ろ
の
掲
載
だ
っ
た
か
、
去
年
？ 

も
っ
と
前
？
」
な
ど
と
迷
い
、
結
局
、
う

や
む
や
に
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　
そ
こ
で
、
今
般
の
長
い
外
出
自
粛
時
間

を
利
用
し
、「
名
刀
鑑
賞
」
を
パ
ソ
コ
ン

で
整
理
し
て
み
ま
し
た
。

　
対
象
は
手
許
に
あ
る
三
〇
〇
号
（
一
九

八
二
年
一
月
）
か
ら
七
六
七
号
（
二
〇
二

〇
年
十
二
月
）
ま
で
の
三
九
年
四
六
八
回

分
で
す
。
御
刀
の
総
本
数
は
一
回
二
振
以

上
の
掲
載
も
あ
り
、
四
八
四
振
あ
り
ま
し

た
。
内
、
国
宝
五
〇
、
重
文
一
一
六
、
重

美
一
五
六
、
特
重
一
〇
八
、
重
要
一
九
振

（
一
部
重
複
あ
り
）
と
、
天
下
の
名
刀
が

揃
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
新

作
名
刀
展
の
受
賞
作
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
日
本
刀
は
文
化
財
と
し
て
数
が
多
く
、

保
存
が
良
く
、
来
歴
は
確
か
、
運
が
良
け

れ
ば
手
に
取
っ
て
鑑
賞
で
き
る
な
ど
、
非

常
に
あ
り
が
た
い
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
も

貴
組
合
を
は
じ
め
多
く
の
先
達
の
ご
尽
力

の
お
か
げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
解
説
は
御
刀
の
本
体
説
明
、
特
徴
、
流

派
、
極
め
、
伝
来
、
参
考
銘
な
ど
で
記
載

さ
れ
て
お
り
、
同
工
同
系
の
鑑
賞
、
鑑
定

に
重
宝
し
ま
す
。
特
別
展
な
ど
で
滅
多
に

拝
見
で
き
な
い
御
刀
の
掲
載
で
は
、
所
有

者
様
の
寛
大
な
お
心
に
感
謝
し
つ
つ
、
展

示
会
に
出
向
き
一
人
た
め
息
を
つ
い
て
い

ま
す
。

　
解
説
者
は
三
二
九
号
の
田
野
辺
道
宏
先

生
か
ら
記
名
と
な
り
、
檜
山
正
則
先
生
、

石
井
彰
先
生
と
続
い
て
い
ま
す
。
田
野
辺

先
生
二
七
九
回
二
三
年
、
檜
山
先
生
六
〇

回
、
石
井
先
生
一
一
二
回
で
す
。
長
年
の

解
説
、
刀
絵
図
作
成
に
あ
ら
た
め
て
敬
意

を
表
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
整
理
はM

S-EXCEL

を
使
用
し
ま
し
た
。
検
索
機
能
に
よ
り
、

刀
工
別
・
指
定
別
・
国
別
検
索
が
楽
に
な

り
ま
し
た
。
直
近
の
三
年
分
（
二
〇
一
八

～
二
〇
二
〇
年
）
を
参
考
ま
で
に
別
掲
し

ま
す
。 

（
刀
剣
愛
好
家 

鈴
木
光
寿
）

元号 西暦 刀美 刀工 指定 国 特記事項国宝 重文 重美 特重 重要 その他

平
成
30
年

2
0
1
8
年

732 友成 1 備前 春日大社
733 為長 1 備前 備中
734 左 1 筑州 在銘
735 吉光 1 山城 名物後藤藤四郎
736 来国光 1 山城 亀姫
737 国一 1 兵庫 高松宮記念賞
738 国安 1 大和 粟田口 津山藩松平家
739 国行 1 大和 当麻 福山藩阿部家
740 正宗 1 相州 号蜂須賀正宗
741 長光 1 備前 号庄内長光
742 景依 1 備前 古備前風鎌倉後期 伊奈波神社
743 祐定 1 備前 与三 天文二二年 進駐軍から

令
和
元
年

2
0
1
9
年

744 近景 1 備前 神明神社襲蔵
745 直胤 1 江戸 杉原軍記正包
746 吉光 1 山城 立花家
747 次直 1 備中 延文六年
748 国吉 1 肥後 延寿 春日大社
749 正忠 1 滋賀 高松宮記念賞 福岡一文字私淑
750 国安 1 山城 堀川 片切刃造
751 雲生 1 備前 段映り
752 恒次 1 備中 元徳二年 伊達家伝来
753 金道 1 山城 三品 谷干城遺愛
754 康継 1 江戸 日御碕神社蔵
755 成宗 1 備前 一文字 則宗子

令
和
2
年

2
0
2
0
年

756 安家 1 伯耆 黒田家
757 真光 1 備前 長光弟子 信長酒井 致道
758 信房 1 備前 優美雅美 家康酒井 致道
759 元重 1 備前 焼幅広め 逆足 高松松平家
760 元真 1 備前 青江雲
761 成高 1 備前 小丁子　小互の目 頼朝 益田家
762 国俊 1 山城 金象嵌銘
763 来国光 1 山城 朱書 七十七〇 松〇 紀州徳川家
764 正忠 1 滋賀 高松宮記念賞 福岡一文字私淑
765 正宗 1 相州 名物九鬼正宗 伊予西条松平
766 雲次 1 備前 上寂し下乱れ 秋元家伝来
767 助真 1 備中 妹尾 水影地斑

Ｐ
Ｃ
で
整
理
し
た
ら「
名
刀
鑑
賞
」が
便
利
で
面
白
く
な
り
ま
し
た

　
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・

ス
ー
・
チ
ー
さ
ん
の
父
、
ア
ウ
ン
・
サ

ン
将
軍
（
故
人
）
遺
愛
の
日
本
刀
の
修

復
作
業
が
完
了
し
、
十
一
月
六
日
、
岡

山
県
赤
磐
市
の
研
師
・
横
山
智と

も

庸の
ぶ

さ
ん

か
ら
依
頼
元
の
日
本
財
団
に
引
き
渡
さ

れ
た
。

　
刀
は
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
の
高

橋
貞
次
の
作
で
、
刃
長
六
九
・
一
セ
ン

チ
。
第
二
次
大
戦
中
の
一
九
四
二
年
、

飯
田
祥
二
郎
陸
軍
中
将
が
ミ
ャ
ン
マ
ー

方
面
の
司
令
官
と
し
て
就
任
す
る
際
、

当
時
の
朝
日
新
聞
社
社
長
が
贈
っ
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
経
緯
は
不

詳
な
が
ら
、独
立
運
動
の
英
雄
ア
ウ
ン
・

サ
ン
将
軍
に
渡
っ
た
。
ス
ー
・
チ
ー
さ

ん
は
「
日
本
の
軍
人
か
ら
贈
ら
れ
た
」

と
伝
え
聞
い
て
い
た
と
い
う
。

　
軟
禁
前
の
一
昨
年
二
月
、
か
ね
て
交

流
の
あ
っ
た
日
本
財
団
に
ス
ー
・
チ
ー

さ
ん
か
ら
修
復
依
頼
が
あ
り
、
瀬

戸
内
市
長
船
町
の
刀
剣
工
房
「
備

前
お
さ
ふ
ね
刀
剣
の
里
」
に
持
ち

込
ま
れ
、
研
師
・
鞘
師
・
白
銀
師

ら
に
よ
る
作
業
が
続
い
て
い
た
。

　
民
主
政
府
を
率
い
て
い
た

ス
ー
・
チ
ー
さ
ん
は
国
軍
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
で
二
月
以
来
拘
束
さ

れ
て
い
る
が
、
一
年
が
か
り
で
よ

み
が
え
っ
た
刀
は
当
面
、
同
財
団

が
預
か
り
、
ス
ー
・
チ
ー
さ
ん
の

了
承
が
得
ら
れ
れ
ば
日
本
国
内
で

の
公
開
も
検
討
す
る
と
い
う
。

　
本
年
は
、
後
鳥
羽
上
皇
が
隠お

岐き

の
島

に
お
遷
り
に
な
ら
れ
て
八
百
年
に
な
り

ま
す
。
そ
の
顕
彰
事
業
と
し
て
今
、
隠

岐
神
社
（
島
根
県
隠
岐
郡
海あ

士ま

町ち
よ
う

海

士
一
七
四
八

　
☎️
〇
八
五
一
四-

二-
〇
四
六
四
）
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
去
る
十
月
十
六
日
に
は
上
皇
が
祀
ら

れ
る
隠
岐
神
社
で
「
後
鳥
羽
院
遷
幸
八

百
年
記
念
事
業
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
後
鳥
羽

上
皇
の
御
番
鍛
冶
を
伝
承
す
る
目
的
で

最
高
峰
の
現
代
刀
匠
た
ち
に
よ
る
隠
岐

神
社
へ
の
刀
剣
奉
納
「
平
成
御
番
鍛
冶

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
開
始
と
な
り
、
今

後
は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
活

用
し
な
が
ら
作
品
を
順
次
奉
納
し
て
い

く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
最
初
の
刀
鍛
冶
と
し
て
、
師
匠

の
月
山
貞
利
が
神
前
打
ち
に
臨
み
ま
し

た
。
五
十
年
前
の
七
百
五
十
年
祭
に
は

貞
一
師
が
神
前
打
ち
を
し
、
後
に
太
刀

を
奉
納
し
て
い
ま
す
。
師
匠
も
若
い
時

に
随
行
し
て
い
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
昭
和
十
四
年
の
七

百
年
祭
に
は
、
貞
一
師
が
貞

光
銘
の
時
に
太
刀
を
奉
納
し

て
い
ま
す
。

　
隠
岐
神
社
の
境
内
に
は
、

七
百
五
十
年
祭
の
神
前
打
ち

や
奉
納
に
つ
い
て
の
顕
彰
碑

が
あ
り
、
本
間
先
生
の
書
で

説
明
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
予
定
で
は
、
令
和
五
年
春
の
大
祭
に

合
わ
せ
て
太
刀
を
奉
納
し
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
心
よ

り
お
願
い
し
ま
す
。 

（
月
山
貞
伸
）

ア
ウ
ン・サ
ン・ス
ー・チ
ー
さ
ん
の
刀
、

修
復
完
成

月
山
刀
匠
を
先
陣
に

「
新
御
番
鍛
冶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
始
動

修復した刀について説明する横山さん
（日本財団ホームページより） 隠岐神社境内に建つ月山顕彰碑

◆
寄
◆
稿
◆

『産経新聞』令和3年11月24日
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　公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協

会︵
吉
原
国
家
理
事
長
︶は
十
月
十
一
~

十
三
日
の
三
日
間
、
静
岡
県
三
島
市
の

佐
野
美
術
館
に
お
い
て﹁
刀
剣
類
の
保
存

に
関
わ
る
部
分
修
復
技
術
研
修
会
﹂
を

開
催
し
た
。
こ
れ
は
文
化
庁
の
文
化
財

研
修
事
業︵
伝
統
工
芸
・
文
化
財
保
存
技

術
︶
の
一
環
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
昨

年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
休
止
と
な
っ

た
が
、
今
回
で
既
に
七
回
を
数
え
る
。

　そ
こ
で
、
各
界
の
参
考
の
た
め
に
研

修
の
概
要
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

　
多
く
の
刀
剣
類
が
長
い
時
代
に
わ

た
っ
て
健
全
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の

は
、
適
切
な
保
存
管
理
に
加
え
、
錆
や

欠
損
が
少
な
い
時
点
で
の
適
切
な
修
復

が
継
続
し
て
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ

る
。

　
し
か
し
、
近
代
以
降
は
日
本
刀
文
化

の
担
い
手
で
あ
っ
た
武
士
階
級
の
消
滅

や
極
端
な
洋
風
化
の
影
響
、
敗
戦
に
伴

う
民
間
武
器
回
収
（
刀
狩
り
）
の
後
遺

症
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
り
、

保
存
が
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
。

　
現
在
、
個
人
蔵
に
限
ら
ず
、
全
国
の

博
物
館
・
資
料
館
に
は
相
当
数
の
刀
剣

の
所
蔵
品
が
修
復
さ
れ
ず
に
埋
も
れ
て

い
る
実
情
は
、
文
化
庁
の
助
成
に
基
づ

く
平
成
二
十
二
～
二
十
四
年
度
「
文
化

遺
産
を
活
か
し
た
観
光
振
興
・
地
域
活

性
化
事
業
」
や
平
成
二
十
五
年
度
「
文

化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化
事

業
」
で
の
調
査
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。

　
無
論
、
状
態
に
よ
っ
て
全
研
磨
や
白

鞘
・
金
具
類
の
新
規
製
作
が
必
要
な
も

の
も
あ
る
が
、
部
分
修
復
で
済
む
も
の

や
、
で
き
る
だ
け
現
状
を
保
存
す
る
た

め
に
、
積
極
的
に
部
分
修
復
を
行
う
べ

き
も
の
も
あ
り
、
戦
後
七
十
年
以
上
経

過
す
る
間
に
国
宝
・
重
要
文
化
財
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
刀
剣
類
は
研
磨
・

鞘
・
鎺
等
が
施
さ
れ
、
ま
す
ま
す
部
分

修
復
の
重
要
性
が
増
し
て
き
て
い
る
。

　
刀
剣
・
刀
装
の
部
分
修
復
は
、
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
重
要
な
保
存
技
術

の
一
分
野
で
あ
り
、
日
本
刀
を
継
承
す

る
技
術
は
「
保
存
の
文
化
」
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
正
し
い
技
術
を
継
承
す
る

人
材
は
各
分
野
と
も
き
わ
め
て
少
な

い
。本
事
業
は
そ
う
し
た
現
状
に
鑑
み
、

刀
剣
類
の
保
存
の
た
め
の
修
復
技
術
に

つ
い
て
分
野
別
に
教
授
し
、
後
継
人
材

を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
、
鎺
の
歪
み

や
傷
み
、
汚
れ
が
刀
身
の
錆
の
発
生
原

因
と
な
り
、
鞘
の
修
復
に
も
支
障
を
来

し
た
経
験
な
ど
を
踏
ま
え
、
総
合
的
な

刀
装
修
復
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
を

目
指
し
て
、
白
銀
部
門
の
研
修
も
加
え

た
こ
と
に
よ
り
、
専
門
職
の
白
銀
師
に

よ
る
鎺
の
洗
浄
が
錆
の
発
生
を
明
ら
か

に
軽
減
で
き
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
、
時

代
色
を
変
え
な
い
た
め
の
低
温
処
理
に

よ
る
修
理
技
術
が
格
段
に
向
上
し
た
。

　
ま
た
研
磨
部
門
で
は
、
研
修
会
場
に

よ
っ
て
異
な
る
採
光
の
不
具
合
に
よ
る

ハ
イ
レ
ベ
ル
な
修
復
研
磨
の
支
障
を
軽

減
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
だ
っ
た

が
、
タ
ー
プ
テ
ン
ト
を
使
用
す
る
こ
と

で
改
善
が
進
ん
だ
。
そ
の
他
、
修
復
す

る
刀
身
の
撮
影
も
固
定
機
材
や
照
明
の

工
夫
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
た
。

　
本
研
修
に
は
、
漆
芸
家
の
室
瀬
和
美

氏
（
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
・
日
本

刀
文
化
振
興
協
会
顧
問
）
が
視
察
に
訪

れ
、
日
本
刀
を
保
存
す
る
上
で
非
常
に

意
味
の
あ
る
研
修
で
あ
る
と
評
価
を
頂

い
た
。
そ
し
て
日
本
国
内
お
よ
び
海
外

で
の
漆
の
修
復
の
経
験
か
ら
、
日
本
刀

の
鞘
の
漆
塗
り
の
修
復
な
ど
、
外
装
に

関
す
る
研
修
を
新
た
に
加
え
る
ご
提
案

も
頂
戴
し
た
。

　
な
お
、
こ
の
研
修
で
は
研
修
会
場
を

提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
佐
野
美
術
館
が

所
蔵
す
る
日
本
刀
を
主
た
る
修
復
対
象

と
し
、
担
当
講
師
が
完
成
ま
で
の
全
工

程
を
指
導
・
補
助
し
、
研
修
生
に
部
分

修
復
の
す
べ
て
を
実
践
し
て
も
ら
っ
た
。

「令和の名刀・名工展」の開催について
公益財団法人日本美術刀剣保存協会
全 日 本 刀 匠 会

１．展覧会名称　「令和の名刀・名工展」
２．開 催 趣 旨
　　 刀職者たちは時代環境の変遷により、その行き先を見失

いかけたが、人々は武器ではなく美術刀剣という在り方
にその未来を見出した。日本刀は千年余の歴史があり、
工芸史上重要な地位を占めるものである。そしてこの現
代において、長年の伝統を継承しつつ、古の模倣や従来
の踏襲に終わらない一層の技術錬磨の上に、新しい時代
とともにある日本刀職方技術の姿を築き上げることが、
本展覧会に課せられた使命である。

　　 本展覧会は、公募による展覧会として厳正な基準に基づ
く評価を通し、作刀技術・研磨技術・外装技術の健全な
発展と人材育成に寄与することを願うものである。

３．主 催　 公益財団法人日本美術刀剣保存協会・
全日本刀匠会

４．会場・会期　 東京会場（刀剣博物館）
2022年（令和4年）8月6日㈯～ 9月4日㈰
岡山会場（備前長船刀剣博物館・林原美術館）
2022年（令和4年）9月30日㈮～11月27日㈰

５． 募 集 部 門　作刀・刀身彫・彫金・研磨・白鞘・刀装（拵・
拵下地・鞘塗）・柄前・白銀の8部門

６． 出 品 作 品　2020年（令和2年）1月1日以降に自己が製
作・工作したもの。刀剣の出品作品には、作品受付時に
登録証の原本を添付すること（公募展に未発表かつ巡回
する全ての会場・会期に展示可能なものに限る）

７．書 類 受 付　 2022年（令和4年）3月24日㈭～ 3月31日㈭
８．作 品 受 付　 2022年（令和4年）5月9日㈪～ 11日㈬　

刀剣博物館
９．出 品 料　10,000円
10．賞 の 種 類　大賞・準大賞・入賞　
11．そ の 他
　　・ オープン参加（現代刀職展無鑑査出品・お守り刀展覧

会特待者出品はありません）
　　・本展開催年は「お守り刀展覧会」を開催しません。
※その他本展詳細は決定次第、順次お知らせいたします。
＜お問い合わせ先＞　
公益財団法人日本美術刀剣保存協会　
　〒130-0015 東京都墨田区横網1-12-9
　☎03-6284-1000（平日9：30 ～ 17：30）　　
全日本刀匠会　
　〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-1-1
　☎086-227-5721（平日10：00 ～ 18：00）

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会

部
分
修
復
技
術
研
修
会
の
意
義
に
つ
い
て

研修会に参加した研修生と講師らの関係者

第12回「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」
開催のご案内

公益財団法人日本刀文化振興協会

１．趣　旨
　① 　公募によるコンクールとして、新たな基準に基づ

く厳正な評価を通し、日本刀に関わるすべての技術
の水準向上を図り、斯界の人材育成に資する。

　② 　成果を展覧会として一般に公開し、総合的工芸品
である日本刀の世界および日本刀文化について理解
を深めてもらう。また、海外に向けて本展の情報を
発信し、現代の日本刀・刀職技術を強くアピールする。

　③ 　刀文協の恒例の公益目的事業と位置づけ、作家・
職方の登竜門として、また新たな伝統を蓄えてゆく
場としての権威ある総合的展覧会とする。

２．会　場　 坂城町 鉄の展示館
〒 389-0601 長野県埴科郡坂城町坂城 6313-2
☎ 0268-82-1128

３．会　期　 令和 4 年 6 月 11 日㈯～ 8 月 28 日㈰
なお、授賞式・懇親会は開催初日を予定

４．部　門　 作刀 ･ 刀身彫刻／研磨／刀装の３部門
〈特別公開部門〉“Sword Oshigata Art”

５．申　込　 審査申込を予定される方は、別紙「審査申
込書」に必要事項を記載の上、4 月 8 日㈮
までに送付のこと。

６．受　付　 4 月 21 日㈭～ 22 日㈮の 2 日間、
鉄の展示館にて

７．審　査　4 月 26 日㈫～ 28 日㈭の 3 日間

※詳細はホームページ等で逐次公表します。

〈特別展〉明治天皇ご生誕170年記念
「現代刀剣作品展」（仮称）

　左記の第 12 回展入賞作品を展示するとと
もに、一般社団法人日本甲冑武具研究保存会
の協力を得て甲冑を展示するなど、日本刀に
縁の深い明治天皇のご生誕 170 年を寿ぎ、日
本の誇るサムライ文化を国内外に広報する機
会とします。

１．会　場　 明治神宮宝物殿（重要文化財）
〒 151-8557 
東京都渋谷区代々木神園町 1-1

２．会　期　10 月下旬～ 11 月下旬（予定）

〈問い合わせ先〉
　公益財団法人日本刀文化振興協会　事務局
　〒 115-0044  東京都北区赤羽南 2-4-7　

鷹匠ハイツ 301 号
　☎ 03-5249-4440　http://www.nbsk-jp.org/

特別展会場の明治神宮宝物殿

　国の始まりの地・大
和（奈良県）は、最古
の刀剣の製作地として
名を馳せました。神代
鍛冶の一人で刀匠の祖
とされる天国は大和国
の人と伝えられ、以来、
大和国では連綿と作刀
が続けられ、国宝・重
要文化財をはじめとす
る数々の名刀が生み出
されてきました。
　この奈良の地に鎮座する春日大社は御創建
以来、朝廷や摂関家の崇敬はもちろん、歴代
の武家政権をはじめとする貴顕の崇敬厚く、
数々の名刀が奉納されました。これらの刀剣
は製作当初の状態を保つ貴重なものが多く、
春日大社の刀剣を抜きに日本刀の歴史は語れ
ません。
　本展では、刀剣のふるさと・奈良に秘蔵さ
れた初公開を含む奈良県指定文化財の名刀を
一挙に公開。そして春日の神々に捧げられた
日本刀剣史を彩る国宝・重要文化財17点をは
じめとする宝刀など、奈良の素晴らしい刀剣
文化をお楽しみください。
会期：前期12月24日㈮～2月13日㈰
　　　後期2月15日㈫～4月3日㈰

■春日大社国宝殿
　〒630-8212 奈良市春日野町160
　☎0742-22-7788
　https://www.kasugataisha.or.jp/museum/

冬季特別展「秘められた大和の名刀
─今明かされる大和の珠玉の名刀 

春日の神々への至宝刀─」



刀　剣　界令和4年1月15日発行 第62号

（7）

　
観
光
庁
が
昨
年
二
月
に
公
募
を
行
っ

た
「
来
訪
意
欲
を
増
進
さ
せ
る
た
め
の

オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
活
用
事
業
」
は
そ
の

後
、
観
光
分
野
や
デ
ジ
タ
ル
分
野
に
知

見
を
有
す
る
有
識
者
の
審
査
を
経
て
、

十
二
を
採
択
す
る
事
業
に
決
定
し
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
が
「
日
本
刀
の
聖
地
・

瀬
戸
内
市 

オ
ン
ラ
イ
ン
文
化
振
興

オ
ー
ナ
ー
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
す
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
岡
山
県
瀬
戸
内
市

で
は
「
瀬
戸
内
市
文
化
振
興
オ
ー
ナ
ー

育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
」
を

立
ち
上
げ
、
瀬
戸
内
市
・
㈱
日
本
旅
行
・

凸
版
印
刷
㈱
・
㈱
テ
レ
ビ
せ
と
う
ち
ク

リ
エ
イ
ト
が
一
丸
と
な
り
、
刀
剣
を

テ
ー
マ
と
し
て
瀬
戸
内
市
の
魅
力
拡
大

や
誘
客
促
進
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り

組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
実
施
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ

は
①
国
宝
「
山
鳥
毛
」
の
特
別
公
開
ガ

イ
ド
ツ
ア
ー
、
②
日
本
刀
の
製
作
過
程

と
伝
統
技
術
の
公
開
、
③
瀬
戸
内
市
内

の
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ア
ー
の
三
つ
で
す
。

　
私
は
③
「
日
本
刀
の
聖
地
・
瀬
戸
内

市
お
さ
ふ
ね
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ア
ー
」
の

運
営
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
こ
の
一
環
と
し
て
去
る
十
二
月
十
八

日
、三
代
目
甲
冑
師
の
森
崎
干
城
さ
ん
、

俳
優
・
殺
陣
師
の
大
岩
主
弥
さ
ん
、
能

楽
師
の
伶
以
野
陽
子
さ
ん
と
一
緒
に

ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
や
エ
ン
タ
メ
要
素
の

入
っ
た
シ
ョ
ー
な
ど
、
刀
剣
に
ま
つ
わ

る
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。

　
一
日
限
り
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ラ
イ
ブ

だ
っ
た
の
で
、
見
逃
し
た
方
か
ら
の
再

配
信
の
依
頼
が
多
く
、
後
日
二
回
の

ア
ー
カ
イ
ブ
配
信
を
行
い
ま
し
た
。

　
甲
冑
や
能
、
殺
陣
に
関
し
て
は
、
初

心
者
の
方
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
を
し

た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
好
意
的
な
コ
メ

ン
ト
が
入
り
、「
和
文
化
を
伝
承
す
る
」

啓
蒙
活
動
と
し
て
も
大
成
功
に
終
わ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
の
狙
い
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
っ
て
「
モ

ノ
の
魅
力
」
と
「
ヒ
ト
の
魅
力
」
を
伝

え
、
瀬
戸
内
市
の
モ
ノ
と
ヒ
ト
に
出

会
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
作
り
を
す
る

も
の
で
あ
り
、
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
瀬
戸
内
市
観
光
の
熱
心
な
フ
ァ
ン

を
「
オ
ー
ナ
ー
」
と
表
現
し
て
い
る
の

も
特
徴
の
一
つ
で
す
。

 

（
㈱
安
東
貿
易
・
安
東
真
理
）

　
㈱
日
本
旅
行
（
小
谷
野
悦
光
代
表
取

締
役
社
長
）
は
こ
の
ほ
ど
、
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
イ
ト「
つ
な
ぐ
む
」

を
利
用
し
、
岡
山
県
瀬
戸
内
市
を
代
表

す
る
伝
統
文
化
で
あ
り
、
長
船
に
代
表

さ
れ
る
刀
剣
文
化
の
魅
力
発
信
を
目
的

に
、長
船
の
刀
匠
た
ち
に
よ
る
国
宝「
小

竜
景
光
」
写
し
を
製
作
す
る
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
開
始
し
た
。

　
同
社
は
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
瀬
戸
内

市
・
㈱
テ
レ
ビ
せ
と
う
ち
ク
リ
エ
イ
ト

と
共
同
で「
日
本
刀
の
聖
地
・
長
船
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
参
画
し
、
観
光

庁
「
誘
客
多
角
化
の
た
め
の
魅
力
的
な

滞
在
コ
ン
テ
ン
ツ
等
造
成
事
業
」「
来
訪

意
欲
向
上
の
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術

活
用
事
業
」な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　
こ
の
度
の
、
同
社
と
テ
レ
ビ
せ
と
う

ち
ク
リ
エ
イ
ト
を
主
体
と
し
た
新
た
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
コ
ロ
ナ
禍

で
打
撃
を
受
け
た
観
光
産
業
の
復
興

と
、
長
船
を
中
心
と
し
た
刀
剣
文
化
の

魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
長

船
の
刀
職
た
ち
の
力
を
結
集
し
て
「
小

竜
景
光
」
を
再
現
す
る
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
し
刀
剣
が
完

成
し
た
際
に
は
、
瀬
戸
内
市
の
観
光
名

所
で
あ
る
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
に
寄

贈
し
、
博
物
館
の
一
つ
の
見
ど
こ
ろ
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
方
に
来
訪

し
て
も
ら
う
と
い
う
。

　
チ
ャ
レ
ン
ジ
期
間
は
二
月
十
五
日
ま

で
、
目
標
金
額
は
一
千
万
円
。「
つ
な

ぐ
む
」
専
用
サ
イ
ト
はhttps://

nta.en-jine.com
/projects/

ntaokayam
a1

　
㈱
骨
董
市
（
竹
日
忠
芳
代
表
取
締
役

☎️
〇
三-

三
七
六
七-

二
一
四
一
）
が

主
催
す
る
「
平
和
島
骨
董
ま
つ
り
」
は

日
本
で
最
も
古
い
歴
史
の
あ
る
室
内
骨

董
イ
ベ
ン
ト
で
、
次
回
で
一
八
五
回
を

迎
え
る
。
全
国
か
ら
毎
回
二
〇
〇
店
舗

以
上
の
骨
董
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
デ
ィ
ー

ラ
ー
が
参
加
し
、
多
く
の
フ
ァ
ン
を
集

め
て
い
る
。

　
同
骨
董
市
で
は
事
情
に
よ
り
、
久
し

く
刀
剣
類
の
展
示
販
売
が
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
が
、
こ
の
ほ
ど
取
り
扱
い
が

可
能
と
な
っ
た
。
各
地
で
開
催
さ
れ
る

同
社
主
催
の
骨
董
市
で
も
、
同
様
に
展

示
販
売
が
行
わ
れ
る
と
い
う
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
当
組
合
員
で
あ
る

御
園
生
敏
明
氏
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
み
そ
の

う
）
の
主
催
者
へ
の
長
期
に
わ
た
る
働

き
か
け
が
あ
っ
た
。
同
慶
の
至
り
で
あ

り
、
そ
の
労
を
多
と
し
た
い
。

　
今
後
の
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
日
程

は
次
の
通
り
。

〈 

平
和
島
骨
董
ま
つ
り
〉
３
月
４
～
６

日
、５
月
３
～
５
日
、９
月
９
～
11
日
、

12
月
９
～
11
日
。

〈 

有
明
骨
董
ワ
ー
ル
ド
〉
８
月
５
～
７

日
。
以
後
毎
年
１
・
８
月
初
旬
に
開

催
予
定
。

〈 

横
浜
骨
董
ワ
ー
ル
ド
〉
11
月
４
～
６

日
。

〈 

新
潟
骨
董
ワ
ー
ル
ド
〉
４
月
22
～
24

日
、
９
月
23
～
25
日
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
。

https://kottouichi.com
/

日
本
刀
の
聖
地･瀬
戸
内
市
が

オ
ン
ラ
イ
ン
で
地
域
の
魅
力
発
信

「
小
竜
景
光
」の
再
現
と

共
同
オ
ー
ナ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
動
開
始

「
平
和
島
骨
董
ま
つ
り
」で

刀
剣
の
展
示
販
売
が
可
能
に
な
っ
た

オンラインライブの上演風景（中央の和服姿が筆者）

　
本
書
は
熊
本
県
在
住
の
ベ
テ
ラ
ン
愛

刀
家
の
著
で
あ
る
が
、
実
に
珍
し
い
点

を
い
く
つ
か
発
見
し
た
。

　
ま
ず
は
著
者
名
が
表
紙
に
も
扉
に
も

な
く
、
奥
付
一
カ
所
の
み
に
表
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
誠
に
奥
ゆ
か
し
い
。
ま

た
、定
価
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

自
家
版
に
値
付
け
を
す
る
な
ど
、
お
こ

が
ま
し
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
か
。

　
タ
イ
ト
ル
も
実
に
ユ
ニ
ー
ク
。
し
か

し
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
見
て
、
本
書
の

真
意
が
少
し
わ
か
り
か
け
て
き
た
。

　
中
身
は
無
論
、
肥
後
の
刀
や
鐔
に
も

紙
幅
を
割
く
が
、
刀
剣
・
鐔
・
刀
装
具
・

古
文
書
の
全
四
章
に
長
年
培
っ
た
蘊
蓄

が
傾
け
ら
れ
、
興
味
を
そ
そ
る
。
序
章

に
一
匹
獅
子
目
貫
を
取
り
上
げ
た
の
に

も
、
著
者
ら
し
さ
が
現
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
後
書
き
の
末
尾
を
読

ん
で
、
合
点
が
い
っ
た
。

　「
本
書
は
、
拙
い
文
章
を
羅
列

し
た
田
舎
老
人
の
小
冊
子
で
す

が
、
掲
載
し
ま
し
た
五
つ
の
章
の

中
の
ど
こ
か
に
、
皆
様
が
『
○
○

と
い
う
作
者
（
品
）
に
興
味
が
出

て
き
た
の
で
、
少
し
調
査
・
研
究

し
て
み
よ
う
か
な
』
と
思
わ
れ
る
ヒ
ン

ト
が
、
一
つ
で
も
二
つ
で
も
見
つ
か
り

ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
、
そ
こ
入
り
口
に
し

て
、
刀
や
刀
装
具
の
世
界
に
足
を
踏
み

入
れ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。」

　
Ａ
４
判
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。
頒
価
三

〇
〇
〇
円
（
税
・
郵
送
料
と
も
）。

　
申
し
込
み
は
〒
８
６
１-

０
１
６
１

熊
本
市
北
区
植
木
町
鞍
掛
一
五
八
九- 

五
、☎️
〇
九
六-

二
七
二-

五
四
一
八
へ
。

新刊
紹介

山
田
晴
比
古�

著

『
刀
と
鐔
の
玉
手
箱
―
き
っ
と
見
つ
か
る
刀
剣
愛
好
の
ヒ
ン
ト
』

　
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
私
ど
も
の
会
で

も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
会
場
に
集
ま
っ

て
の
月
例
研
究
会
（
以
下
、
例
会
）
を

催
す
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
の
一
つ
と

し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
を
開
催
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
年

度
中
は
試
行
期
間
と
い
う
こ
と
で
試
せ

そ
う
な
ア
イ
デ
ア
を
実
際
に
や
っ
て
み

て
、
そ
の
結
果
ど
う
だ
っ
た
か
を
検
証

し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
事
情
は
異
な
り
ま
す
が
、
海

外
支
部
で
は
既
に
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
と
し
て

本
格
的
に
稼
働
し
て
い
ま
す
。

※ 

ウ
ェ
ビ
ナ
ー
と
は
、
ウ
ェ
ブ
（W

eb

）
と

セ
ミ
ナ
ー
（Sem

inar

）
を
合
わ
せ
た
造

語
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
通
じ
て

オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
セ
ミ
ナ
ー
、
ま
た
は

そ
の
た
め
の
ツ
ー
ル
を
指
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
去
る
九
月
五
日
に
開
催
さ

れ
た
二
回
目
の
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
を
通

じ
て
見
え
た
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
時
は
「
馬
の
博
物
館
」
で
開
催

さ
れ
て
い
た
特
別
展
「
サ
ム
ラ
イ
ア
ー

マ
ー
」
の
様
子
を
動
画
で
配
信
し
ま
し

た
。
当
展
示
会
で
は
出
品
物
の
多
く
が

当
会
会
員
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
各
展
示
物
の
解
説
に

つ
い
て
は
、
図
録
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
以
外
の
見
所
や
興
味
深
い
話
を
出
品

者
に
伺
う
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
当
然

な
が
ら
あ
る
種
の
忖
度
も
必
要
で
す
の

で
、
そ
れ
を
探
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
展
示
会
の
様

子
を
紹
介
す
る
場
合
は
、
主
催
者
や
出

品
者
と
事
前
に
申
し
合
わ
せ
が
で
き
て

い
た
方
が
取
材
の
日
程
な
ど
に
余
裕
が

持
て
、
展
示
解
説
に
つ
い
て
も
よ
り
内

容
を
深
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　
配
信
で
は
私
た
ち
はZOOM

を
使

用
し
て
い
ま
す
。
配
信
し
た
も
の
を
録

画
し
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
配
信
元
で

は
動
画
は
そ
こ
そ
こ
滑
ら
か
に
動
い
て

い
ま
し
た
が
、
見
る
側
で
は
カ
ク
カ
ク

し
た
動
画
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
現
在
の
通
信
環
境
等
を
考
え
る
と
、

あ
る
程
度
仕
方
の
な
い
こ
と
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
画
質
は
大
き
く
変
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
ま
た
講
演
時
間
が
一
時
間
十
五
分
～

三
十
分
を
超
え
る
と
、
記
録
媒
体
の
容

量
の
都
合
上
画
質
を
落
と
す
等
の
対
応

の
検
討
が
必
要
に
な
り
、
こ
の
こ
と
か

ら
講
演
を
録
画
し
て
配
布
す
る
場
合
は

画
質
の
こ
と
も
考
慮
し
、
講
演
時
間
を

設
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。

　
配
信
用
の
動
画
を
製
作
し
た
立
場
と

し
て
は
、
決
し
て
他
人
様
に
お
見
せ
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
で
も
今
回
の
試
み
を
し
た

こ
と
で
今
後
の
叩
き
台
程
度
に
は
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
今
後
は
、
他
分
野
の
配
信
動
画
な

ど
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
理
事

　
佐
々
木 

亮
）

甲
冑
の
話
題
─
─
─
�

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

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
–
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表田
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勝
憲

組
合
員
の
大
西
孝
男
さ
ん（
大
西
美
術
刀
剣
）が
埼
玉
版
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
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西
美
術
刀
剣
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（6）

　
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、
幕

末
か
ら
明
治
維
新
を
経
て
「
近
代
日
本

資
本
主
義
の
父
」
と
称
さ
れ
る
渋
沢
栄

一
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
渋
沢
は

令
和
六
年
に
新
一
万
円
札
の
肖
像
画
と

な
る
こ
と
も
決
ま
り
、
日
本
を
代
表
す

る
顔
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
時
代
は
刀
剣
史
上
で
は
新
々
刀

か
ら
現
代
刀
へ
の
移
行
期
で
、
過
酷
な

冷
遇
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
大
河
ド
ラ

マ
で
も
刀
剣
が
活
躍
す
る
美
談
は
少
な

く
、
戦
い
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
官
軍

の
西
洋
銃
の
前
に
旧
幕
府
軍
の
日
本
刀

は
寂
し
い
も
の
で
し
た
。

　
本
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13

人
」
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代

初
期
に
か
け
て
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
り
ま

す
。鎌
倉
時
代
は
、刀
剣
愛
好
家
が
競
っ

て
収
集
す
る
古
名
刀
が
製
作
さ
れ
て
い

た
刀
剣
の
黄
金
期
と
言
え
ま
す
。

　
鎌
倉
殿
と
は
鎌
倉
幕
府
の
棟
梁
も
し

く
は
幕
府
そ
の
も
の
を
指
し
、『
平
家

物
語
』
で
は
「
鎌
倉
殿
」
と
は
源
頼
朝

を
指
し
て
い
ま
す
。

　
清
和
源
氏
の
棟
梁
を
鎌
倉
家
・
鎌
倉

殿
と
も
呼
称
し
て
い
た
の
で
、
時
代
が

下
っ
た
室
町
時
代
の
足
利
将
軍
家
も
、

清
和
源
氏
の
棟
梁
と
し
て
当
初
は
鎌
倉

将
軍
・
鎌
倉
殿
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

足
利
三
代
将
軍
義
満
が
京
都
室
町
に
邸

宅
を
構
え
て
か
ら
は
、
室
町
殿
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
大
河
ド
ラ
マ
で
は
、
武
士
の
世
を
盤

石
に
し
た
鎌
倉
殿
の
義
弟
で
あ
る
北
条

義
時
を
中
心
と
し
た
人
物
構
成
の
よ
う

で
す
が
、
刀
剣
業
界
に
関
わ
る
一
人
と

し
て
は
、
刀
剣
武
具
類
が
ど
の
よ
う
な

演
出
で
登
場
す
る
の
か
楽
し
み
で
す
。

　
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
鎌
倉
市
は
、
鶴

岡
八
幡
宮
に
隣
接
す
る
「
鎌
倉
文
華
館

鶴
岡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
会
場
に
、
三

月
一
日
よ
り
「
大
河
ド
ラ
マ
館
」
を
開

設
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
鎌
倉
文
華
館
鶴
岡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

（
旧
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
）
は
、

令
和
元
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
の
を
機
に
、「
鶴
岡
八
幡
宮
の

名
刀
歴
史
に
宿
る
武
士
の
信
仰
」
展

を
開
催
し
ま
し
た
。

　
同
館
に
は
武
家
が
代
々
、
武
運
を
祈

り
奉
納
し
た
多
く
の
刀
剣
が
神
宝
と
し

て
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
宝
六
点
、

重
要
文
化
財
十
二
点
を
含
む
神
宝
類
の

公
開
は
、
実
に
半
世
紀
ぶ
り
で
し
た
。

そ
の
中
に
鎌
倉
殿
寄
進
と
さ
れ
る
沃
懸

地
杏
葉
螺
鈿
太
刀
拵
は
甲
・
乙
と
二
口

あ
り
、
刀
身
に
は
腰
反
り
の
強
い
二
振

の
無
銘
の
太
刀
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
国
宝
）。
こ
れ
ら
の
展
示
を
通
し
て
、

武
士
の
信
仰
心
の
篤
さ
が
身
近
に
感
じ

取
れ
る
展
覧
会
で
し
た
。

　
大
河
ド
ラ
マ
館
の
展
示
も
ど
の
よ
う

な
も
の
に
な
る
か
、
楽
し
み
で
す
。

　
鎌
倉
殿
は
関
東
の
東
国
武
士
団
に
支

え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
東
国
武
士
が
所

領
と
し
て
い
た
各
地
に
お
い
て
も
大
河

ド
ラ
マ
館
が
開
設
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

地
元
の
郷
土
史
家
の
方
な
ど
と
と
も
に

そ
れ
ぞ
れ
に
わ
が
町
の
歴
史
を
振
り
返

り
、
ゆ
か
り
の
日
本
刀
に
も
関
心
を
向

け
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

　
令
和
四
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を

捉
え
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
と
刀
剣
の
持

つ
魅
力
を
さ
ら
に
発
信
し
て
い
く
年
に

し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
嶋
田
伸
夫
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ﹁
鎌
倉
殿
の
13
人
﹂に
寄
せ
て

日
本
刀
が
脚
光
を
浴
び
る
一
年
に
な
る
！頼朝寄進の沃懸地杏葉螺鈿太刀甲・乙（国宝）

登
録
台
帳
と
デ
ジ
タ
ル

　
デ
ジ
タ
ル
庁
が
発
足
し
、
デ
ジ
タ
ル

化
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
新
幹

線
や
イ
ベ
ン
ト
の
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
、

問
い
合
わ
せ
な
ど
、
す
べ
か
ら
く
デ
ジ

タ
ル
で
行
わ
れ
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
社
会

と
な
り
、
諸
事
務
一
切
の
ス
ピ
ー
ド
化

が
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
一
体
、
ど
ん

な
未
来
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
…
。

　
さ
て
、
刀
剣
の
登
録
証
関
係
で
も
デ

ジ
タ
ル
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
従
来
は
、
番
号
を
伝
え
る
と
、
そ

の
番
号
の
載
っ
て
い
る
登
録
台
帳
を

引
っ
張
り
出
し
て
き
て
、
や
お
ら
登
録

内
容
の
確
認
を
す
る
と
い
う
感
じ
で

あ
っ
た
。当
方
は
一
度
電
話
を
切
っ
て
、

そ
の
後
、
か
か
っ
て
く
る
の
を
待
つ
と

い
う
よ
う
な
具
合
で
あ
っ
た
。
が
、
現

在
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

登
録
台
帳
の
情
報
が
入
力
さ
れ
て
お

り
、
番
号
を
伝
え
る
と
検
索
、
た
ち
ど

こ
ろ
に
照
合
が
で
き
る
、
そ
ん
な
教
育

委
員
会
が
増
え
て
き
た
。簡
便
で
あ
る
。

　
こ
れ
な
ど
も
デ
ジ
タ
ル
化
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。
大
変
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
過
日
、
広
島
県
登
録
の
平
造
り
脇
指

の
登
録
内
容
を
確
認
す
る
べ
く
、
電
話

を
か
け
た
。
す
る
と
、
広
島
県
の
担
当

者
Ａ
さ
ん
か
ら
「
月
日
が
異
な
っ
て
い

ま
す
」
と
い
う
回
答
を
得
た
。
日
付
が

異
な
っ
て
い
て
も
、
内
容
は
合
っ
て
い

る
の
で
、
登
録
証
の
コ
ピ
ー
を
添
え
れ

ば
所
有
者
変
更
届
出
書
を
受
理
し
ま

す
、
と
い
う
例
は
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
広
島
県
に
電
話
を
し
た
ス
タ
ッ
フ

に
よ
れ
ば
、
ど
う
や
ら
そ
う
い
う
回
答

は
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
他
の
仕
事
に
紛
れ
て
い
る
う
ち
に
、

少
し
時
間
が
経
っ
た
。
思
い
直
し
て
再

び
電
話
を
か
け
て
み
た
。最
悪
の
場
合
、

内
容
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
覚

悟
の
上
で
あ
る
。
す
る
と
担
当
者
Ｂ
さ

ん
は
二
、
三
度
、
電
話
を
保
留
に
し
、

何
や
ら
確
認
し
た
後
、
明
る
く
さ
ら
り

と
こ
う
言
っ
た
。

　「
す
べ
て
一
致
し
て
い
ま
す
」

　
パ
ソ
コ
ン
の
デ
ー
タ
で
は
確
か
に
日

付
は
異
な
っ
て
い
た
が
、
登
録
台
帳
に

当
た
っ
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
一
致
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
内
容
の
不
備

は
あ
っ
け
な
く
解
消
し
た
。

　
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
登
録
証
に
問
題

は
な
か
っ
た
。
不
備
は
広
島
県
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
だ
っ
た
の
だ
。
今
回
の
ケ
ー

ス
で
は
、
内
容
確
認
の
手
続
き
を
し
、

内
容
確
認
に
登
録
審
査
会
へ
行
っ
て
調

査
し
「
全
部
合
っ
て
ま
す
け
ど
、
何

か
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
担
当
者
Ｂ
さ
ん
が
た
ま
た
ま

慎
重
で
気
が
利
く
人
だ
っ
た
お
か
げ

で
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
Ｂ
さ
ん

に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
（
実
は
、
そ

の
数
日
後
、
担
当
者
Ｂ
さ
ん
に
、
パ
ソ

コ
ン
画
像
上
の
情
報
と
登
録
証
の
内
容

の
ち
ょ
っ
と
し
た
違
い
を
、
台
帳
と
の

照
合
に
よ
り
確
認
し
て
も
ら
っ
た
。
と

て
も
誠
実
な
対
応
を
す
る
人
だ
と
思
っ

た
）。

　
登
録
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
大

い
に
進
め
て
ほ
し
い
。
し
か
し
、
入
力

内
容
は
正
確
さ
を
期
し
て
い
た
だ
き
た

い
。情
報
管
理
は
パ
ソ
コ
ン
が
す
る
が
、

入
力
処
理
を
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
々
の
内
容
確
認
業
務
の
際

に
、情
報
を
蓄
積
し
、過
去
の
入
力
デ
ー

タ
も
修
正
し
て
内
容
を
充
実
し
て
い
っ

て
ほ
し
い
も
の
だ
。

　
さ
ら
に
可
能
な
ら
ば
、
内
容
確
認
の

た
め
の
鑑
定
の
申
し
込
み
等
も
デ
ジ
タ

ル
化
さ
れ
れ
ば
と
思
う
。
デ
ジ
タ
ル
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、
人
工
知
能
…
こ
れ

ら
は
人
類
の
未
来
を
拓
く
道
具
で
あ

る
。
し
か
し
、
便
利
に
使
う
に
は
人
の

気
働
き
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

登
録
内
容
の

不
備
と
訂
正

　
刀
剣
の
銘
字
は
時
に
不
思
議
な
も
の

が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
刀
。
茎
に
は

「
加
州
藤
原
住
家
吉
作
」
と
あ
る
。

　
通
常
な
ら
「
加
州
住
藤
原
家
吉
作
」

と
い
う
語
順
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、

刀
鍛
冶
の
家
吉
は
自
ら
こ
の
よ
う
に
切

銘
し
て
い
る
。
昭
和
四
十
一
年
静
岡
県

の
登
録
審
査
員
は
う
っ
か
り
「
加
州
住

藤
原
家
吉
作
」
と
記
し
て
し
ま
い
、
登

録
証
が
交
付
さ
れ
た
。

　
些
細
な
ミ
ス
で
は
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

こ
れ
を
外
国
人
が
購
入
し
、
輸
出
鑑
査

証
明
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
些

細
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
現
物

と
銘
文
が
異
な
る
と
し
て
、
輸
出
鑑
査

証
明
を
出
し
て
も
ら
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
外
国
の
方
が「
購
入
を
検
討
す
る
」

と
い
う
の
で
、
輸
出
鑑
査
証
明
の
発
行

の
こ
と
で
、
文
化
庁
に
問
い
合
わ
せ
る

と
、
登
録
証
を
交
付
し
た
県
が
、
記
載

ミ
ス
と
認
め
て
文
化
庁
に
連
絡
を
く
れ

れ
ば
、
輸
出
鑑
査
証
明
を
出
し
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
静
岡
県
の
銃
砲
刀
剣
類
登

録
担
当
者
に
電
話
で
相
談
し
て
み
た
。

「
登
録
証
の
コ
ピ
ー
と
現
物
の
刀
身
、

茎
の
写
真
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
検
討

し
ま
す
」
と
い
う
。
そ
こ
で
、
登
録
証

を
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
し
、
刀
身
の
全
体
写

真
と
茎
の
写
真
、
さ
ら
に
特
別
保
存
刀

剣
鑑
定
書
の
ス
キ
ャ
ン
デ
ー
タ
を
メ
ー

ル
に
添
え
て
、
送
信
し
た
。
期
待
半
分

で
あ
る
。
ま
あ
、
お
そ
ら
く
、
い
つ
も

の
よ
う
に
「
東
京
都
に
資
料
を
回
送
し

ま
す
の
で
、
現
物
確
認
審
査
を
受
け
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
回
答
だ
ろ
う
な
あ

と
思
っ
て
い
た
。

　
小
一
時
間
後
、
静
岡
県
か
ら
電
話
が

あ
っ
た
。「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
当
方
の
記
載
ミ
ス
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
す
」
と
言
う
。
そ
れ
で
、「
も

事
例
40

事
例
41

し
外
国
の
方
が
お
買
い
に
な
っ
た
場

合
、輸
出
鑑
査
証
明
が
取
れ
る
よ
う
に
、

私
ど
も
か
ら
文
化
庁
に
連
絡
し
ま
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
も

し
不
幸
に
し
て
ご
成
約
に
至
ら
な
か
っ

た
場
合
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
す
ぐ
に
訂
正
再
交
付
で
き
る
よ
う
に

取
り
計
ら
い
ま
す
」
と
い
う
。
こ
れ
に

は
び
っ
く
り
し
た
。
な
ん
と
い
う
穏
便

で
建
設
的
な
対
応
だ
ろ
う
。

　
刀
は
結
局
、
外
国
人
に
は
売
れ
な

か
っ
た
。
残
念
だ
っ
た
。
そ
こ
で
静
岡

県
の
担
当
者
の
記
憶
が
新
し
い
う
ち
に

訂
正
再
交
付
の
手
続
き
を
踏
む
こ
と
に

し
た
。
書
類
が
送
ら
れ
て
き
て
、
そ
こ

に
ど
こ
が
異
な
る
の
か
、
記
載
し
、
送

り
返
し
た
。
す
る
と
、
数
日
後
、
新
し

い
登
録
証
が
来
た
！

　
こ
れ
ま
で
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は

現
物
確
認
審
査
を
経
る
の
が
普
通
だ
っ

た
。
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、

当
該
都
道
府
県
の
担
当
者
に
送
付
し
、

東
京
都
か
ら
の
通
知
が
来
た
ら
、
期
日

に
刀
剣
を
持
参
し
、
長
さ
、
反
り
、
目

釘
穴
の
数
、
銘
文
な
ど
を
調
べ
、
東
京

都
か
ら
の
報
告
に
従
っ
て
記
載
ミ
ス
か

否
か
判
断
し
処
理
さ
れ
る
。
決
し
て
短

く
は
な
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
が
今
回
、
こ
ち
ら
が
送
信
し

た
情
報
を
基
に
検
討
し
、不
備
を
認
め
、

ま
た
、
当
方
が
嘘
偽
り
の
申
し
立
て
を

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
認
め
て
く

れ
た
の
で
あ
る
。
お
か
げ
で
無
駄
に
も

思
え
る
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
な
く
、

正
し
い
登
録
証
が
交
付
さ
れ
て
助
か
っ

た
。何
よ
り
刀
が
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
対
応
し
て
く
れ
た
担
当
者
の
Ｓ
さ
ん

に
お
礼
の
電
話
を
す
る
と
、
Ｓ
さ
ん
は

「
昭
和
四
十
一
年
当
時
の
つ
ま
ら
な
い

ミ
ス
で
、
販
売
の
機
会
が
ふ
い
に
な
る

こ
と
に
な
っ
た
ら
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。

　
こ
う
い
う
柔
軟
で
適
切
な
文
化
行
政

が
当
た
り
前
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。

（
登
録
証
問
題
研
究
会
）
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紀
州
徳
川
家
の
抱
え
鍛
冶
、
南
紀
重

国
の
刀
一
振
が
、
和
歌
山
市
（
尾
花
正

啓
市
長
）
に
寄
贈
さ
れ
た
。

　
市
在
住
の
高
木
好
枝
さ
ん
（
93
）
が
、

自
宅
の
蔵
に
保
管
し
て
い
た
と
い
う
。

市
役
所
で
の
寄
贈
式
で
、
高
木
さ
ん
は

「
兄
が
出
征
す
る
際
、
父
が
『
よ
く
切

れ
る
刀
を
持
た
さ
な
い
と
』
と
軍
刀
に

仕
立
て
た
。
戦
後
、
警
察
署
か
ら
進
駐

軍
に
提
出
し
た
ら
『
美
術
的
な
価
値
が

あ
る
』
と
返
し
て
も
ら
っ
た
」
と
経
緯

を
説
明
。「
さ
び
て
し
ま
う
よ
り
、
市

の
お
世
話
に
な
れ
て
う
れ
し
い
」
と
話

し
た
。
尾
花
市
長
は
「
市
の
歴
史
や
文

化
を
知
る
上
で
、
貴
重
な
資
料
に
な
り

ま
す
」
と
お
礼
を
述
べ
た
。

　
刀
は
和
歌
山
市
博
物
館
で
三
月
十
二

日
に
開
幕
す
る
「
新
収
蔵
品
展
」
で
展

示
さ
れ
る
予
定
だ
。

　
市
博
物
館
に
よ
る
と
、「
於
南
紀
文

殊
重
国
造
之
」
の
銘
が
あ
り
、
全
長
八

七･

六
セ
ン
チ
。
十
一
代
に
わ
た
る
重

国
の
う
ち
、
特
徴
か
ら
見
て
三
代
の
作

刀
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

南
紀
重
国
、和
歌
山
市
に
寄
贈
、展
示
へ
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観
光
庁
が
昨
年
二
月
に
公
募
を
行
っ

た
「
来
訪
意
欲
を
増
進
さ
せ
る
た
め
の

オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
活
用
事
業
」
は
そ
の

後
、
観
光
分
野
や
デ
ジ
タ
ル
分
野
に
知

見
を
有
す
る
有
識
者
の
審
査
を
経
て
、

十
二
を
採
択
す
る
事
業
に
決
定
し
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
が
「
日
本
刀
の
聖
地
・

瀬
戸
内
市 

オ
ン
ラ
イ
ン
文
化
振
興

オ
ー
ナ
ー
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
す
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
岡
山
県
瀬
戸
内
市

で
は
「
瀬
戸
内
市
文
化
振
興
オ
ー
ナ
ー

育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
」
を

立
ち
上
げ
、
瀬
戸
内
市
・
㈱
日
本
旅
行
・

凸
版
印
刷
㈱
・
㈱
テ
レ
ビ
せ
と
う
ち
ク

リ
エ
イ
ト
が
一
丸
と
な
り
、
刀
剣
を

テ
ー
マ
と
し
て
瀬
戸
内
市
の
魅
力
拡
大

や
誘
客
促
進
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り

組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
実
施
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ

は
①
国
宝
「
山
鳥
毛
」
の
特
別
公
開
ガ

イ
ド
ツ
ア
ー
、
②
日
本
刀
の
製
作
過
程

と
伝
統
技
術
の
公
開
、
③
瀬
戸
内
市
内

の
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ア
ー
の
三
つ
で
す
。

　
私
は
③
「
日
本
刀
の
聖
地
・
瀬
戸
内

市
お
さ
ふ
ね
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ア
ー
」
の

運
営
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
こ
の
一
環
と
し
て
去
る
十
二
月
十
八

日
、三
代
目
甲
冑
師
の
森
崎
干
城
さ
ん
、

俳
優
・
殺
陣
師
の
大
岩
主
弥
さ
ん
、
能

楽
師
の
伶
以
野
陽
子
さ
ん
と
一
緒
に

ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
や
エ
ン
タ
メ
要
素
の

入
っ
た
シ
ョ
ー
な
ど
、
刀
剣
に
ま
つ
わ

る
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。

　
一
日
限
り
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ラ
イ
ブ

だ
っ
た
の
で
、
見
逃
し
た
方
か
ら
の
再

配
信
の
依
頼
が
多
く
、
後
日
二
回
の

ア
ー
カ
イ
ブ
配
信
を
行
い
ま
し
た
。

　
甲
冑
や
能
、
殺
陣
に
関
し
て
は
、
初

心
者
の
方
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
を
し

た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
好
意
的
な
コ
メ

ン
ト
が
入
り
、「
和
文
化
を
伝
承
す
る
」

啓
蒙
活
動
と
し
て
も
大
成
功
に
終
わ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
の
狙
い
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
っ
て
「
モ

ノ
の
魅
力
」
と
「
ヒ
ト
の
魅
力
」
を
伝

え
、
瀬
戸
内
市
の
モ
ノ
と
ヒ
ト
に
出

会
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
作
り
を
す
る

も
の
で
あ
り
、
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
瀬
戸
内
市
観
光
の
熱
心
な
フ
ァ
ン

を
「
オ
ー
ナ
ー
」
と
表
現
し
て
い
る
の

も
特
徴
の
一
つ
で
す
。

 

（
㈱
安
東
貿
易
・
安
東
真
理
）

　
㈱
日
本
旅
行
（
小
谷
野
悦
光
代
表
取

締
役
社
長
）
は
こ
の
ほ
ど
、
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
イ
ト「
つ
な
ぐ
む
」

を
利
用
し
、
岡
山
県
瀬
戸
内
市
を
代
表

す
る
伝
統
文
化
で
あ
り
、
長
船
に
代
表

さ
れ
る
刀
剣
文
化
の
魅
力
発
信
を
目
的

に
、長
船
の
刀
匠
た
ち
に
よ
る
国
宝「
小

竜
景
光
」
写
し
を
製
作
す
る
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
開
始
し
た
。

　
同
社
は
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
瀬
戸
内

市
・
㈱
テ
レ
ビ
せ
と
う
ち
ク
リ
エ
イ
ト

と
共
同
で「
日
本
刀
の
聖
地
・
長
船
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
参
画
し
、
観
光

庁
「
誘
客
多
角
化
の
た
め
の
魅
力
的
な

滞
在
コ
ン
テ
ン
ツ
等
造
成
事
業
」「
来
訪

意
欲
向
上
の
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術

活
用
事
業
」な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　
こ
の
度
の
、
同
社
と
テ
レ
ビ
せ
と
う

ち
ク
リ
エ
イ
ト
を
主
体
と
し
た
新
た
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
コ
ロ
ナ
禍

で
打
撃
を
受
け
た
観
光
産
業
の
復
興

と
、
長
船
を
中
心
と
し
た
刀
剣
文
化
の

魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
長

船
の
刀
職
た
ち
の
力
を
結
集
し
て
「
小

竜
景
光
」
を
再
現
す
る
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
し
刀
剣
が
完

成
し
た
際
に
は
、
瀬
戸
内
市
の
観
光
名

所
で
あ
る
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
に
寄

贈
し
、
博
物
館
の
一
つ
の
見
ど
こ
ろ
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
方
に
来
訪

し
て
も
ら
う
と
い
う
。

　
チ
ャ
レ
ン
ジ
期
間
は
二
月
十
五
日
ま

で
、
目
標
金
額
は
一
千
万
円
。「
つ
な

ぐ
む
」
専
用
サ
イ
ト
はhttps://

nta.en-jine.com
/projects/

ntaokayam
a1

　
㈱
骨
董
市
（
竹
日
忠
芳
代
表
取
締
役

☎️
〇
三-

三
七
六
七-

二
一
四
一
）
が

主
催
す
る
「
平
和
島
骨
董
ま
つ
り
」
は

日
本
で
最
も
古
い
歴
史
の
あ
る
室
内
骨

董
イ
ベ
ン
ト
で
、
次
回
で
一
八
五
回
を

迎
え
る
。
全
国
か
ら
毎
回
二
〇
〇
店
舗

以
上
の
骨
董
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
デ
ィ
ー

ラ
ー
が
参
加
し
、
多
く
の
フ
ァ
ン
を
集

め
て
い
る
。

　
同
骨
董
市
で
は
事
情
に
よ
り
、
久
し

く
刀
剣
類
の
展
示
販
売
が
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
が
、
こ
の
ほ
ど
取
り
扱
い
が

可
能
と
な
っ
た
。
各
地
で
開
催
さ
れ
る

同
社
主
催
の
骨
董
市
で
も
、
同
様
に
展

示
販
売
が
行
わ
れ
る
と
い
う
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
当
組
合
員
で
あ
る

御
園
生
敏
明
氏
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
み
そ
の

う
）
の
主
催
者
へ
の
長
期
に
わ
た
る
働

き
か
け
が
あ
っ
た
。
同
慶
の
至
り
で
あ

り
、
そ
の
労
を
多
と
し
た
い
。

　
今
後
の
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
日
程

は
次
の
通
り
。

〈 

平
和
島
骨
董
ま
つ
り
〉
３
月
４
～
６

日
、５
月
３
～
５
日
、９
月
９
～
11
日
、

12
月
９
～
11
日
。

〈 

有
明
骨
董
ワ
ー
ル
ド
〉
８
月
５
～
７

日
。
以
後
毎
年
１
・
８
月
初
旬
に
開

催
予
定
。

〈 

横
浜
骨
董
ワ
ー
ル
ド
〉
11
月
４
～
６

日
。

〈 

新
潟
骨
董
ワ
ー
ル
ド
〉
４
月
22
～
24

日
、
９
月
23
～
25
日
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
。

https://kottouichi.com
/

日
本
刀
の
聖
地･瀬
戸
内
市
が

オ
ン
ラ
イ
ン
で
地
域
の
魅
力
発
信

「
小
竜
景
光
」の
再
現
と

共
同
オ
ー
ナ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
動
開
始

「
平
和
島
骨
董
ま
つ
り
」で

刀
剣
の
展
示
販
売
が
可
能
に
な
っ
た

オンラインライブの上演風景（中央の和服姿が筆者）

　
本
書
は
熊
本
県
在
住
の
ベ
テ
ラ
ン
愛

刀
家
の
著
で
あ
る
が
、
実
に
珍
し
い
点

を
い
く
つ
か
発
見
し
た
。

　
ま
ず
は
著
者
名
が
表
紙
に
も
扉
に
も

な
く
、
奥
付
一
カ
所
の
み
に
表
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
誠
に
奥
ゆ
か
し
い
。
ま

た
、定
価
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

自
家
版
に
値
付
け
を
す
る
な
ど
、
お
こ

が
ま
し
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
か
。

　
タ
イ
ト
ル
も
実
に
ユ
ニ
ー
ク
。
し
か

し
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
見
て
、
本
書
の

真
意
が
少
し
わ
か
り
か
け
て
き
た
。

　
中
身
は
無
論
、
肥
後
の
刀
や
鐔
に
も

紙
幅
を
割
く
が
、
刀
剣
・
鐔
・
刀
装
具
・

古
文
書
の
全
四
章
に
長
年
培
っ
た
蘊
蓄

が
傾
け
ら
れ
、
興
味
を
そ
そ
る
。
序
章

に
一
匹
獅
子
目
貫
を
取
り
上
げ
た
の
に

も
、
著
者
ら
し
さ
が
現
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
後
書
き
の
末
尾
を
読

ん
で
、
合
点
が
い
っ
た
。

　「
本
書
は
、
拙
い
文
章
を
羅
列

し
た
田
舎
老
人
の
小
冊
子
で
す

が
、
掲
載
し
ま
し
た
五
つ
の
章
の

中
の
ど
こ
か
に
、
皆
様
が
『
○
○

と
い
う
作
者
（
品
）
に
興
味
が
出

て
き
た
の
で
、
少
し
調
査
・
研
究

し
て
み
よ
う
か
な
』
と
思
わ
れ
る
ヒ
ン

ト
が
、
一
つ
で
も
二
つ
で
も
見
つ
か
り

ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
、
そ
こ
入
り
口
に
し

て
、
刀
や
刀
装
具
の
世
界
に
足
を
踏
み

入
れ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。」

　
Ａ
４
判
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。
頒
価
三

〇
〇
〇
円
（
税
・
郵
送
料
と
も
）。

　
申
し
込
み
は
〒
８
６
１-

０
１
６
１

熊
本
市
北
区
植
木
町
鞍
掛
一
五
八
九- 

五
、☎️
〇
九
六-

二
七
二-

五
四
一
八
へ
。

新刊
紹介

山
田
晴
比
古�

著

『
刀
と
鐔
の
玉
手
箱
―
き
っ
と
見
つ
か
る
刀
剣
愛
好
の
ヒ
ン
ト
』

　
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
私
ど
も
の
会
で

も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
会
場
に
集
ま
っ

て
の
月
例
研
究
会
（
以
下
、
例
会
）
を

催
す
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
の
一
つ
と

し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
を
開
催
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
年

度
中
は
試
行
期
間
と
い
う
こ
と
で
試
せ

そ
う
な
ア
イ
デ
ア
を
実
際
に
や
っ
て
み

て
、
そ
の
結
果
ど
う
だ
っ
た
か
を
検
証

し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
事
情
は
異
な
り
ま
す
が
、
海

外
支
部
で
は
既
に
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
と
し
て

本
格
的
に
稼
働
し
て
い
ま
す
。

※ 

ウ
ェ
ビ
ナ
ー
と
は
、
ウ
ェ
ブ
（W

eb

）
と

セ
ミ
ナ
ー
（Sem

inar

）
を
合
わ
せ
た
造

語
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
通
じ
て

オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
セ
ミ
ナ
ー
、
ま
た
は

そ
の
た
め
の
ツ
ー
ル
を
指
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
去
る
九
月
五
日
に
開
催
さ

れ
た
二
回
目
の
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
を
通

じ
て
見
え
た
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
時
は
「
馬
の
博
物
館
」
で
開
催

さ
れ
て
い
た
特
別
展
「
サ
ム
ラ
イ
ア
ー

マ
ー
」
の
様
子
を
動
画
で
配
信
し
ま
し

た
。
当
展
示
会
で
は
出
品
物
の
多
く
が

当
会
会
員
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
各
展
示
物
の
解
説
に

つ
い
て
は
、
図
録
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
以
外
の
見
所
や
興
味
深
い
話
を
出
品

者
に
伺
う
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
当
然

な
が
ら
あ
る
種
の
忖
度
も
必
要
で
す
の

で
、
そ
れ
を
探
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
展
示
会
の
様

子
を
紹
介
す
る
場
合
は
、
主
催
者
や
出

品
者
と
事
前
に
申
し
合
わ
せ
が
で
き
て

い
た
方
が
取
材
の
日
程
な
ど
に
余
裕
が

持
て
、
展
示
解
説
に
つ
い
て
も
よ
り
内

容
を
深
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　
配
信
で
は
私
た
ち
はZOOM

を
使

用
し
て
い
ま
す
。
配
信
し
た
も
の
を
録

画
し
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
配
信
元
で

は
動
画
は
そ
こ
そ
こ
滑
ら
か
に
動
い
て

い
ま
し
た
が
、
見
る
側
で
は
カ
ク
カ
ク

し
た
動
画
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
現
在
の
通
信
環
境
等
を
考
え
る
と
、

あ
る
程
度
仕
方
の
な
い
こ
と
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
画
質
は
大
き
く
変
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
ま
た
講
演
時
間
が
一
時
間
十
五
分
～

三
十
分
を
超
え
る
と
、
記
録
媒
体
の
容

量
の
都
合
上
画
質
を
落
と
す
等
の
対
応

の
検
討
が
必
要
に
な
り
、
こ
の
こ
と
か

ら
講
演
を
録
画
し
て
配
布
す
る
場
合
は

画
質
の
こ
と
も
考
慮
し
、
講
演
時
間
を

設
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。

　
配
信
用
の
動
画
を
製
作
し
た
立
場
と

し
て
は
、
決
し
て
他
人
様
に
お
見
せ
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
で
も
今
回
の
試
み
を
し
た

こ
と
で
今
後
の
叩
き
台
程
度
に
は
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
今
後
は
、
他
分
野
の
配
信
動
画
な

ど
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
理
事

　
佐
々
木 

亮
）

甲
冑
の
話
題
─
─
─
�

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

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

組
合
員
の
大
西
孝
男
さ
ん（
大
西
美
術
刀
剣
）が
埼
玉
版
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

�赤山
街
道
大
宮
道

　大
西
美
術
刀
剣
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　「
同ど

う

田だ

貫ぬ
き

に
つ
い
て
詳
し
く
教
え
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
質
問
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

　
こ
こ
数
年
、
同
田
貫
の
刀
の
人
気
が

非
常
に
高
ま
り
、
市
場
で
も
か
な
り
高

値
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
私
は
詳
し
く
な
い
の
で
す
が
、「
刀

剣
乱
舞
」
と
い
う
刀
剣
を
擬
人
化
し
た

ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
の
中
に
、
同
田
貫
正

国
が
登
場
す
る
こ
と
が
大
き
な
き
っ
か

け
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
同
田
貫
は
、
昔
か
ら
実
戦
向
き
の
刀

と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。
加
藤
清
正
が
文
禄
・
慶
長
の
役
で

朝
鮮
に
出
兵
し
た
折
、
配
下
の
多
く
の

武
将
が
携
え
た
同
田
貫
が
見
事
な
切
れ

味
を
示
し
た
と
い
う
話
や
、
明
治
二
十

一
年
（
一
八
八
八
）、
明
治
天
皇
の
御

前
で
、
榊
原
鍵
吉
が
兜
を
切
っ
た
刀
が

同
田
貫
で
あ
っ
た
と
い
う
話
な
ど
は
有

名
で
す
。

　
ま
た
、
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も

同
田
貫
の
刀
は
出
て
き
ま
す
。「
子
連

れ
狼
」
の
主
人
公
、
中
村
錦
之
助
演
じ

る
拝

お
が
み

一
刀
や
、「
荒
野
の
素
浪
人
」
の

中
で
、
三
船
敏
郎
演
じ
る
峠
九
十
郎
の

差
料
が
同
田
貫
で
し
た
。

●
加
藤
清
正
の
抱
え
工
と
な
る

　
同
田
貫
一
派
の
活
躍
年
代
は
、
室
町

時
代
最
末
期
の
天
正
～
慶
長
末
年
ご
ろ

の
約
四
十
年
間
で
す
。

　
鍛
刀
地
は
、
最
初
の
こ

ろ
は
刀
の
銘
文
に
あ
る
通

り
「
九
州
肥
後
同
田
貫
」

で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
現

在
は
菊
池
市
に
属
す
菊
池

郡
稗ひ

え

方が
た

村
同
田
貫
で
あ

り
、
当
時
は
末
延
寿
の
鍛

冶
場
が
あ
っ
た
所
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

加
藤
清
正
の
抱
え
工
と

な
っ
た
天
正
十
六
年
（
一

五
八
八
）
ご
ろ
、
現
玉た

ま

名な

市
の
亀
甲
村
や
伊
倉
南
方

村
に
集
団
移
住
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
主
な
刀
工
と
し
て
は
、

正
国
（
信
賀
・
上
野
介
同

人
か
）、
清
国
（
国
勝
同

人
か
）
が
お
り
、
俗
名
の

よ
う
な
銘
で
、
例
え
ば
上

野
介
・
又
八
・（
源
）
左

衛
門
・
兵
部
・
次
兵
衛
な

ど
と
切
る
刀
が
あ
り
ま

す
。
最
盛
期
に
は
二
十
人

前
後
が
活
躍
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
同
田
貫
一
派
に
と
っ
て

最
大
の
転
機
は
天
正
十
六

年
、
加
藤
清
正
が
佐さ

つ
さ々

成

政
に
代
わ
っ
て
こ
の
地
の

領
主
に
な
っ
た
こ
と
で
し

た
。
清
正
の
抱
え
刀
工
集

団
と
な
っ
て
日
夜
作
り
続

け
、
常
備
刀
と
し
て
熊
本

城
へ
大
量
に
納
め
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）

の
清
正
の
死
去
以
後
、
一
派
の
作
品
は

徐
々
に
少
な
く
な
り
、
慶
長
末
年
ご
ろ

に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
永
九

年
（
一
六
三
二
）
に
熊
本
二
代
藩
主
加

藤
忠
広
が
改
易
に
な
り
、
細
川
忠
利
が

熊
本
藩
主
と
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
作
風
は
高
田
鍛
冶
に
似
る

　
同
田
貫
一
派
の
作
品
の
多
く
は
刀
で

あ
り
、
脇
指
や
短
刀
は
少
な
い
で
す
。

し
か
し
、
二
尺
を
超
す
長
寸
の
大
身
槍

が
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

尺
五
寸
～
七
寸
ぐ
ら
い
の
薙
刀
も
ま
ま

見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
上
出
来
の
も
の
に
は
「
九
州
肥
後
同

田
貫
又
八
」
な
ど
と
長
銘
に
切
り
、「
九

州
肥
後
同
田
貫
」
と
流
派
銘
の
み
の
も

の
も
多
く
、
あ
る
い
は
銘
を
入
れ
て
い

な
い
生
無
銘
の
も
の
も
多
く
あ
り
ま

す
。

　
裏
年
紀
の
入
っ
た
も
の
は
き
わ
め
て

少
な
く
、
天
正
年
紀
は
数
振
の
み
で
あ

り
、
慶
長
年
紀
の
も
の
も
さ
ほ
ど
多
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
次
に
、
刀
の
作
風
を
記
し
ま
す
。

　
鎬
造
り
で
二
尺
四
、
五
寸
と
長
寸
に

な
り
、身
幅
広
く
元
先
の
幅
差
少
な
く
、

重
ね
厚
く
、
庵
棟
、
中
切
先
延
び
る
も

の
、
あ
る
い
は
大
切
先
と
な
り
、
反
り

浅
く
頑
丈
な
姿
で
す
。

　
地
鉄
は
板
目
や
や
杢
交
じ
り
、
流
れ

て
肌
立
ち
、
か
す

4

4

立
つ
感
じ
と
な
り
ま

す
。
刃
文
は
焼
き
幅
広
く
、
小
湾
れ
・

互
の
目
・
小
乱
れ
交
じ
り
、
総
じ
て
こ4

ず
む

4

4

感
あ
り
、
む
ら
沸

4

4

4

付
き
、
匂
口
は

締
ま
り
心
と
な
り
ま
す
。
帽
子
は
乱
れ

込
み
、
先
小
丸
、
尖
る
も
の
、
深
く
返

り
棟
焼
き
の
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
中
心
は
、鑢
目
浅
い
勝
手
下
が
り
で
、

中
心
尻
は
棟
方
が
浅
く
、
刃
上
が
り
栗

尻
と
な
り
、
棟
寄
り
に
太
鏨
で
大
ぶ
り

の
長
銘
を
切
り
ま
す
。

　
以
上
が
同
田
貫
の
作
風
の
大
ま
か
な

特
徴
で
す
が
、
姿
に
多
少
の
差
異
は
見

ら
れ
る
も
の
の
、
高
田
鍛
冶
の
作
風
に

顕
著
な
類
似
点
の
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
図
の
①
②
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

●
源
流
は
高
田
鍛
冶
か

　
そ
こ
で
、
同
田
貫
の
作
風
が
な
ぜ
高

田
鍛
冶
に
似
て
い
る
の
か
、
仮
説
を
立

て
て
み
ま
し
た
。

　
当
地
の
豪
族
菊
池
氏
は
鎌
倉
時
代
後

期
に
来
派
の
延
寿
国
村
を
迎
え
入
れ
、

そ
れ
以
来
、
室
町
時
代
後
期
の
末
延
寿

に
至
る
ま
で
の
約
二
百
五
十
年
間
、
延

寿
一
派
が
主
流
で
し
た
。
延
寿
の
刃
文

は
直
刃
が
基
調
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
延

寿
の
流
れ
を
汲
む
と
さ
れ
る
同
田
貫
の

刃
文
は
、
全
く
異
な
る
乱
れ
刃
で
す
。

そ
れ
は
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）、

菊
池
氏
が
大
友
義
鎮
（
宗
麟
）
に
滅
ぼ

さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
本
紙
前
号
と
前
々
号
で
豊
後
高
田
刀

を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
、
宗

麟
の
絶
頂
期
に
は
九
州
の
半
分
六
カ
国

を
領
有
し
、
配
下
の
有
力
武
将
を
置
い

て
統
治
さ
せ
、
同
時
に
輸
出
用
の
刀
剣

を
領
内
各
地
で
製
作
さ
せ
た
こ
と
に
触

れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
菊
池
の
地
で
も
そ
の
後
、弘
治
・

永
禄
・
元
亀
・
天
正
の
中
ご
ろ
ま
で
、

豊
後
の
竹
田
や
大
野
か
ら
優
秀
な
高
田

鍛
冶
を
呼
び
寄
せ
て
、
土
着
の
同
田
貫

刀
工
た
ち
に
技
術
指
導
を
行
わ
せ
、
豊

後
刀
と
し
て
輸
出
し
て
い
た
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
中
に
は
そ
の
後
も
こ
の
地
に
残
り
、

同
田
貫
刀
工
の
一
員
に
な
っ
た
高
田
鍛

冶
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
故
に
、
同
田
貫
の
作
風
は
地
刃

の
出
来
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
心
の

形
・
鑢
目
・
中
心
尻
ま
で
が
高
田
刀
に

近
い
作
風
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
そ
の
後
、
天
正
時
代
の
後
半
か
ら
大

友
家
に
解
放
さ
れ
、
高
田
鍛
冶
の
作
風

を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
、
同
田
貫
独
自
の

作
風
を
開
花
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
同
田
貫
と
高
田
鍛
冶
の
差
異

　
鑑
定
書
の
中
で
、
無
銘
刀
に
「
肥
後

同
田
貫
」
と
流
派
の
み
極
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
生
無
銘

の
も
の
と
大
磨
上
無
銘
の
も
の
の
両
様

が
あ
り
ま
す
が
、
同
田
貫
一
派
の
作
風

は
在
銘
の
も
の
で
あ
っ
て
も
き
わ
め
て

よ
く
似
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
共
同
の

仕
事
場
で
協
力
し
合
っ
て
製
作
し
た
か

ら
で
し
ょ
う
。

　
前
述
の
通
り
、
高
田
刀
と
同
田
貫
は

き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
活
躍

年
代
の
差
で
姿
に
わ
ず
か
な
違
い
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。

　
平
高
田
鍛
冶
は
室
町
時
代
の
刀
工
で

あ
り
、
末
古
刀
の
姿
に
共
通
す
る
先
反

り
が
つ
く
こ
と
、
さ
ら
に
鎬
地
を
盗
む

大
き
な
見
所
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
同
田
貫
は
、
主
に
慶

長
年
間
が
活
躍
時
期
で
あ
り
、
慶
長
新

刀
然
と
し
た
豪
壮
な
体
配
が
多
く
、
反

り
は
少
な
め
で
、鎬
幅
は
広
め
と
な
り
、

鎬
地
を
盗
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
十
三
回

　同田
貫

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？

⑤

　
刀

　
豊
前
高
田
住
藤
原
行
長

④

　
刀

　
九
州
肥
後
同
田
貫
上
野
介（
慶
長
十
六
年
紀
）

③

　
刀

　
九
州
肥
後
同
田
貫
上
野
介

②

　
刀

　
九
州
肥
後
同
田
貫
上
野
介

①

　
刀

　
豊
州
高
田
住
平
鎮
種（
平
高
田
）

高田鍛冶と同田貫鍛冶の位置関係

同田貫一派の全盛期 同田貫一派、豊後刀匠の
技術指導を受け

豊後刀として作刀か？

別
府
湾

高
田

竹
田

玉
名

熊
本

菊
池（
最
初
の
同
田
貫
鍛
冶
地
）

阿
蘇
山

大分

島原湾

（清正抱え工からの
同田貫鍛冶地）

三
重（
優
秀
な
高
田
鍛
冶
が

　
　
　同田
貫
の
指
導
へ
）

天
文

　23

　一
五
五
四 

大
友
宗
麟
に
よ
り
菊
池
氏
滅
亡

弘
化

　③

永
禄

　⑫

元
亀

　③

天
正　

　
　６

　一
五
七
八 

耳
川
の
戦 

大
友
宗
麟 

島
津
軍
に
敗
れ
る

　
　
　14

　一
五
八
六 

秀
吉 

九
州
平
定

　
　
　15

　一
五
八
七 

大
友
宗
麟 

津
久
見
に
て
死
去（
58
歳
）

　
　
　16

　一
五
八
八 

加
藤
清
正 

隈
本
城
に
入
る

 

同
田
貫
一
派

 

　
菊
池
の
稗
方
よ
り
玉
名
に
集
団
移
住
か

文
禄

　２

　一
五
九
三 

大
友（
義
統
）家
滅
亡

慶
長

　５

　一
六
〇
〇 

関
ヶ
原
の
戦

　
　
　16

　一
六
一
一 

加
藤
清
正 

死
去（
50
歳
）

　
　
　18 

同
田
貫
上
野
介
の
慶
長
十
八
年

元
和

　⑨ 

そ
の
後
同
田
貫
一
派
姿
を
消
す

寛
永

　９

　一
六
三
二 

熊
本
二
代
藩
主
加
藤
忠
広
改
易
と
な
る

 

細
川
忠
利
熊
本
藩
主
と
な
る
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　『
本
阿
弥
名
刀
秘
録
』
は
私
た
ち
刀

剣
商
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
劇

画
で
す
。

　
時
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
十

月
、
大
坂
城
本
丸
御
土
蔵
（
刀
蔵
）
に

い
る
本
阿
弥
光
徳
に
、
関
白
秀
吉
か

ら
召
し
状
が
来
る
。
そ
の
理
由
は
、
藤

四
郎
吉
光
な
る
無
銘
の
短
刀
に
拵
を

付
け
よ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

極
め
が
吉
光
か
来
国
光
か
で
秀
吉
と

本
阿
弥
光
徳
が
も
め
て
い
た
と
こ
ろ

を
、
千
利
休
が
彼
独
特
の
言
い
方
で
秀
吉

を
丸
め
込
み
、
光
徳
を
救
う
。
そ
の
時
、

利
休
は
光
徳
に
こ
う
諭
す
。

　「
の
う
光
徳
は
ん
、
こ
の
際
一
つ
云
う

て
お
か
な
あ
か
ん
事
が
お
ま
す
。
殿
下
は

今
や
位
人
臣
を
極
め
、
天
下
兵
馬
の
権
を

も
そ
の
手
中
に
収
め
は
っ
た
。
そ
の
御
威

光
に
靡な

び

か
ん
者も

ん

は
一
人
と
て
お
ら
し
ま
へ

ん
。
代
々
続
き
は
る
本
阿
弥
家
の
"
法の

り

"

を
頑か

た
く

な
に
押
し
通
す
ん
も
結
構
や
が
、
世

に
は
"
時
流
"
云
う
物も

ん

が
お
ま
す
。
そ
れ

に
逆
ろ
う
て
は
何い

ず

れ
己お

の
れ

の
身
ィ

滅
ぼ
す
事
に
も
成
り
兼
ね
ま
へ

ん
。
そ
こ
の
所
、
良よ

う
弁わ

き
ま

え
て

お
き
な
は
れ
」

　
ま
さ
し
く
こ
の
物
語
の
テ
ー

マ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
横

暴
な
関
白
殿
下
秀
吉
と
の
付
き

合
い
方
を
語
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
時
か
ら
三
年
半
も
し
な
い
う

ち
に
千
利
休
自
身
が
秀
吉
に
切
腹
を
命
じ

ら
れ
、
弁
解
も
命
乞
い
も
せ
ず
に
死
ん
で

ゆ
き
ま
す
。
利
休
は
光
徳
に
理
を
諭
し
な

が
ら
、自
ら
は
死
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
切
腹
の
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
本
当
の
こ
と
は
い
ま
だ
不

明
で
、
千
利
休
の
み
ぞ
知
る
で
す
。

　
光
徳
も
こ
の
後
、
数
多
く
の
太
刀
・
刀

を
秀
吉
の
暴
力
的
わ
が
ま
ま
か
ら
守
る
こ

と
を
テ
ー
マ
に
、
物
語
は
続
い
て
い
き
ま

す
。

　
第
三
話
の
「
伝
光
世
」
は
、
光
徳
が
秀

吉
の
命
令
で
徳
川
家
康
の
下
へ
赴
き
「
伝

光
世
妙
純
伝
持
ソ
ハ
ヤ
ノ
ツ
ル
キ
ウ
ツ

ス
ナ
リ
」（
現
在
は
重
要
文
化
財
）
を
発

見
し
た
が
、
秀
吉
に
は
言
わ
ず
に
、
徳
川

家
の
家
宝
の
刀
に
さ
れ
た
し
と
鑑
定
す
る

回
で
あ
る
。

　
家
康
と
の
会
話
の
中
で
、
本
阿
弥
家
の

鑑
定
に
つ
い
て
、「
生
ま
れ
ま
し
た
時
よ

り
家
業
の
刀
剣
に
馴
染
み
、
目
利
き
に
関

す
る
口
伝
の
秘
事
を
十
二
、
三
の
時
か
ら

一
言
も
漏
ら
さ
ず
相
伝
を
受
け
、
一
腰
を

十
日
も
二
十
日
も
手
に
持
ち
、
神
髄
を
見

極
め
ね
ば
と
一
心
に
集
中
し
、
御
刀
そ
れ

ぞ
れ
の
履
歴
を
呼
び
起
こ
す
べ
く
、
日
々

精
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
…
…
世
に
目
利

き
は
数あ

ま
た多

あ
れ
ど
、
私
め
ほ
ど
数
多
く
の

名
刀
を
拝
見
し
て
き
た
者
は
な
い
と
自
負

し
て
お
り
ま
す
」

　
こ
れ
に
対
し
家
康
が
、「
経
験
を
積
ん

だ
熟
達
者
が
優
れ
る
と
申
す
か
？

　
で
は

業わ
ざ

に
長た

け
、
そ
の
上
、
足
利
将
軍
家
に
仕

え
た
格
式
高
い
本
阿
弥
家
な
ら
ば
、
相
手

の
知
識
の
な
い
の
に
つ
け
込
ん
で
、
刀
を

不
当
に
安
く
買
い
叩
い
た
り
、
あ
る
い
は

刀
工
の
国
や
流
派
を
偽
る
な
ど
、
造
作
も

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
た
た
み
か
け
る

が
、
光
徳
は
、「
本
阿
弥
が
良
い
物
を
け

な
し
て
己
の
利
益
を
得
る
こ
と
は
、
断
じ

て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
『
良
い

物
を
軽
ん
ず
れ
ば
先
祖
の
冥
加
も
尽
き

る
』
と
信
仰
し
、
常
に
目
利
き
の
吟
味
や

詮
索
に
厳
し
く
臨
ん
で
い
る
か
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
論
破
し
ま
す
。

　
こ
の
や
り
と
り
に
近
い
こ
と
は
、
現
実

に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
本
阿
弥
は
徳
川（
江
戸
）時
代
に
な
っ

て
も
刀
剣
極
め
所
を
仰
せ
つ
か
り
、
禄
を

食
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
現
代
の
刀
剣
商
の
間
で
も
、

本
阿
弥
家
の
折
紙
は
、
光
徳
―
光
室
―
光

温
―
光
常
―
光
忠
と
、
十
三
代
（
享
保
十

年
ご
ろ
）
ま
で
は
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
つ
も
う
ま
く

行
く
訳
も
な
く
、
横
暴
な
秀
吉
の
わ
が
ま

ま
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
。

第
四
話
の
「
一
期
一
会
」
で
、
短
刀
の
名

手
粟
田
口
吉
光
唯
一
の
太
刀
を
磨
り
上
げ

ろ
と
の
注
文
に
対
し
て
、「
こ
の
太
刀
は

吉
光
の
最
高
傑
作
。
そ
れ
を
磨
り
上
げ
る

な
ど
、
神
仏
を
も
恐
れ
ぬ
お
振
る
舞
い
。

殿
下
は
唯
一
無
二
の
霊
刀
を
冒
瀆
な
さ
る

お
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
る
か
」
と
言
い

放
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
秀
吉
は
「
今
は
予よ

が
天
下
じ
ゃ
。
予
の

時
の
権
力
者
と
の
名
刀
を
介
し
た
壮
絶
な
闘
い
描
く

『
本
阿
弥
名
刀
秘
録
』

小
田
切
道
明
著

　大
越
弘
道
原
案
・
監
修

　定
価
一
六
五
〇
円︵
税
込
︶
　小
学
館

　「
こ
の
人
に
し
か
書
け
な
い
本
だ
」。

田
野
邉
道
宏
先
生
の
新
刊
『
日
本
刀

五
カ
伝
の
旅
備
前
伝
長
船
鍛
冶
の
黄

金
期
』（
以
下
、『
備
前
伝
』
と
略
す
）

を
読
ん
で
そ
う
思
っ
た
。

　『
山
城
伝
』『
大
和
伝
』
に
続
い
て

出
版
さ
れ
た
『
備
前
伝
』
は
愛
刀
家

待
望
の
一
冊
で
あ
る
。
副
題
に
「
長

船
鍛
冶
の
黄
金
期
」
と
あ
り
、
テ
ー

マ
は
光
忠
に
始
ま
る
長
船
派
。

　
備
前
刀
の
歴
史
は
平
安
・
鎌
倉
初

期
の
古
備
前
か
ら
始
ま
り
、
以
後
、
鎌
倉

初
期
の
古
一
文
字
、中
期
の
福
岡
一
文
字
、

後
期
の
吉
岡
一
文
字
、南
北
朝
期
の
兼
光
・

長
義
・
元
重
、
室
町
初
期
の
応
永
備
前
の

盛
光
・
康
光
、
中
期
の
則
光
・
祐
光
、
後

期
の
忠
光
・
勝
光
・
宗
光
・
清
光
・
祐
定
、

新
刀
期
の
上
野
大
掾
祐
定
の
面
々
、
新
々

刀
期
の
祐
永
や
祐
包
ら
と
続
く
。
歴
史
は

長
く
、
刀
と
い
え
ば
、「
長
船
」
が
連
想

さ
れ
る
く
ら
い
に
知
名
度
も
高
い
。
本
書

は
長
い
備
前
刀
史
の
中
か
ら
、
鎌
倉
か
ら

南
北
朝
の
長
船
に
絞
っ
て
執
筆

さ
れ
て
い
る
。

　
備
前
長
船
の
刀
工
と
作
例
に

つ
い
て
記
し
た
書
籍
は
古
く
か

ら
あ
る
。
例
え
ば
、
本
間
薫
山

博
士
の
『
日
本
古
刀
史
』
に
も

長
船
の
名
工
と
作
品
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。『
日
本
刀
大
鑑
古
刀

篇
二
』、
佐
野
美
術
館
『
長
光
展
図
録
』

な
ど
も
備
前
刀
研
究
の
必
読
書
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
『
長
船
町
史
刀
剣

編
図
録
』
も
長
船
の
刀
工
と
作
品
の
勉
強

に
は
便
利
で
あ
る
。

　
田
野
邉
先
生
の
今
回
の
『
備
前
伝
』
も
、

作
例
を
示
し
て
、
刀
工
と
作
品
に
つ
い
て

説
明
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
書
籍
と
は
全
く

異
な
る
個
性
を
有
し
て
い
る
。
一
つ
は
、

紹
介
さ
れ
て
い
る
国
宝
・
重
要
文
化
財
・

重
要
美
術
品
ク
ラ
ス
の
名
刀
の
い
ず
れ

も
、
ご
自
身
が
実
際
に
手
に
取
っ
て
姿
・

地
鉄
・
刃
文
・
銘
字
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
・

鑑
賞
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ご
自
身

が
描
か
れ
た
、
作
品
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い

る
気
す
ら
伝
わ
り
来
る
よ
う
な
押
形
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
押
形
こ
そ
本
書
の
特
色
で
あ
り
、

最
大
の
魅
力
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
解
説
文
で
あ
る
。
古
剣
書

を
紐
解
き
、
旧
説
を
検
討
し
、
そ
の
上
で

田
野
邉
先
生
が
実
見
し
た
作
例
を
引
用
し

て
、
刀
工
の
実
像
に
迫
る
試
み
が
随
所
に

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
文
章
は
平
易
に

書
か
れ
て
大
変
読
み
や
す
い
。
田
野
邉
先

生
と
話
を
し
た
こ
と
の
あ
る
方
な
ら
ご
理

解
い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
先
生
は
刀
と

刀
鍛
冶
の
こ
と
を
、
と
て
も
楽
し
そ
う
に

話
さ
れ
る
。
聞
い
て
い
る
こ
ち
ら
も
「
ワ

ク
ワ
ク
」
し
て
く
る
。
本
書
も
読
み
進
め

る
う
ち
に
、
な
ん
だ
か
「
ワ
ク
ワ
ク
」
し

て
く
る
。

　
そ
ん
な
ワ
ク
ワ
ク
感
を
喚
起
す
る
独
特

の
文
章
は
「
田
野
邉
節
」
と
言
う
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
作
品
は
い

ず
れ
も
興
味
深
く
、
知
的
好
奇
心
を
刺
激

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
が
歴
史
と
の
絡
み
で
興
味
を
覚
え

た
作
の
一
つ
は
「
長
船
長
光

　
文
永
十
一

年
十
月
廿
五
日
」
と
切
銘
さ
れ
た
上
杉
家

伝
来
の
高
瀬
長
光
の
太
刀
。「
文
永
の
役

で
元
・
高
麗
軍
が
大
暴
風
雨
に
よ
り
壊
滅

し
た
こ
と
か
ら
、
異
国
降
伏
の
祈
禱
を

行
っ
た
社
寺
に
そ
の
戦
勝
報
告
が
な
さ
れ

た
日
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
向
き
も
あ

り
ま
す
」
と
あ
る
。

　
こ
の
太
刀
は
、
本
欄
で
以
前
紹
介
し
た

小
川
盛
弘
先
生
監
修
『
日
光
二
荒
山
神
社

名
刀
御
神
宝
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。

蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
は
服
部
英
雄
先
生
の

名
著
『
蒙
古
襲
来
』
が
あ
る
が
、
こ
う
し

た
長
光
の
興
味
深
い
作
例
は
、
文
献
か
ら

は
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
一

面
を
照
ら
す
も
の
で
あ
り
、
太
刀
の
全
容

に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
本
書
が
、
鎌
倉
後

期
の
歴
史
の
研
究
に
寄
与
す
る
可
能
性
は

あ
ろ
う
。

　
末
尾
の
ボ
ー
ナ
ス
ト
ラ
ッ
ク
「
押
形
の

話
」
も
見
逃
せ
な
い
。
田
野
邉
先
生
の
鮮

明
で
美
し
い
押
形
は
「
五
カ
伝
の
旅
シ

リ
ー
ズ
」の
最
大
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

押
形
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
か
。
刃

文
を
照
ら
す
ラ
イ
ト
は
何
が
い
い
の
か
、

筆
記
用
具
は
何
が
あ
る
の
か
。
最
も
大
切

な
心
得
と
は
何
か
。
そ
し
て
心
得
と
技
術

自
作
の
押
形
を
駆
使
し
て
伝
わ
り
来
る
名
刀
観

『
日
本
刀
五
カ
伝
の
旅
備
前
伝
長
船
鍛
冶
の
黄
金
期
』

田
野
邉
道
宏
著

　定
価
四
〇
〇
〇
円
＋
税

　㈱
目
の
眼

を
田
野
邉
先
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て

錬
磨
し
て
き
た
の
か
。

　
本
間
薫
山
博
士
や
佐
藤
寒
山
博
士

と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
の
説
明

は
、
先
生
の
若
き
日
の
一
齣
を
垣
間

見
せ
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。

　
さ
て
、
田
野
邉
先
生
と
読
者
の
日

本
刀
五
カ
伝
の
旅
。
次
の
停
車
駅
に

は
ど
ん
な
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

（
小
島
つ
と
む
）

■
田
野
邉
道
宏
（
た
の
べ
・
み
ち
ひ
ろ
）

一
九
四
五
年
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
生
ま

れ
。
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
卒
業
。

（
財
）
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
学
芸

員
と
し
て
勤
務
し
、
学
芸
部
長
・
常

務
理
事
・
刀
剣
博
物
館
副
館
長
を
歴

任
。
重
要
・
特
別
重
要
・
保
存
・
特

別
保
存
刀
剣
審
査
員
。
文
化
庁
刀
剣

登
録
審
査
委
員
（
東
京
都
）。

著
書
に
『
日
本
刀
五
カ
伝
の
旅
山
城

伝
』『
同
大
和
伝
』『
名
品
刀
絵
図
聚

成
』、監
修
書
に
『
図
鑑
日
本
刀
集
美
』

『
日
本
刀
物
語
』
が
あ
る
。

物
を
ど
う
致
そ
う
と
予
の
勝
手
で
あ

ろ
う
。
で
き
ぬ
と
あ
ら
ば
覚
悟
は
良

い
な
!?

　
貴
様
の
代
わ
り
な
ぞ
幾
ら

で
も
お
る
わ
」
と
怒
り
出
し
て
し
ま

い
ま
す
。

　
埋
忠
明
寿
を
訪
ね
、
磨
上
を
依
頼

す
る
が
、
吉
光
故
に
当
然
拒
絶
さ
れ

る
。
光
徳
は
「
天
下
人
の
ご
意
向
と

あ
れ
ば
悠
揚
自
在
、
是
非
も
な
い
。

本
阿
弥
の
本
意
と
し
て
は
、
天
下
の

名
刀
を
磨
り
上
げ
る
な
ど
身
の
程
知

ら
ず
。
し
か
し
、
時
の
権
力
者
の
意

思
で
あ
れ
ば
代
わ
り
の
工
人
に
回
る

の
が
現
実
」
と
。

　
こ
れ
が
本
阿
弥
光
徳
と
千
利
休
の

違
い
で
し
ょ
う
。
本
阿
弥
は
利
休
の

教
え
に
従
い
、
そ
の
後
も
江
戸
・
明
治
・

大
正・昭
和
を
生
き
抜
い
て
き
ま
し
た
。

　
た
だ
、
戦
後
、
日
本
刀
の
鑑
定
は

本
阿
弥
家
に
代
わ
り
、
本
間
薫
山
先

生
―
佐
藤
寒
山
先
生
ラ
イ
ン
の
台
頭

に
よ
り
、
鑑
定
は
日
本
美
術
刀
剣
保

存
協
会
の
一
人
勝
ち
状
態
と
な
り
ま

し
た
。

（
持
田
具
宏
）

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

〒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

ア
オ
バ
企
画
㈱

〒
１
３
０
–
０
０
１
２

墨
田
区
大
平
四
–
一
九
–
二
–
一
三
○
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
五
一

メ
ー
ル

　

aobakk@
pj8.so-net.ne.jp

高 

橋   

一

〒
５
２
９
–
１
３
１
５

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
沓
掛
80
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　０
７
４
９
–
４
２
–
２
７
３
６

携
帯

　０
９
０
–
３
１
６
２
–
７
６
４
１

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

小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

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

〒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

ア
オ
バ
企
画
㈱

〒
１
３
０
–
０
０
１
２

墨
田
区
大
平
四
–
一
九
–
二
–
一
三
○
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
五
一

メ
ー
ル

　

aobakk@
pj8.so-net.ne.jp

高 

橋   

一

〒
５
２
９
–
１
３
１
５

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
沓
掛
80
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　０
７
４
９
–
４
２
–
２
７
３
６

携
帯

　０
９
０
–
３
１
６
２
–
７
６
４
１

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

小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

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 

久
雄

土肥豊久・土肥富康

〒940-0088 新潟県長岡市柏町1-2-16
TEL 0258-33-8510
FAX 0258-33-8511

http://wakeidou.com/

刀剣・書画・骨董

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！

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

〒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

http://www.taibundo.com

泰文堂
銀座日本刀ミュージアム 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

〒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

ア
オ
バ
企
画
㈱

〒
１
３
０
–
０
０
１
２

墨
田
区
大
平
四
–
一
九
–
二
–
一
三
○
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
五
一

メ
ー
ル

　

aobakk@
pj8.so-net.ne.jp

高 
橋   

一

〒
５
２
９
–
１
３
１
５

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
沓
掛
80
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　０
７
４
９
–
４
２
–
２
７
３
６

携
帯

　０
９
０
–
３
１
６
２
–
７
６
４
１

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

小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

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

〒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

ア
オ
バ
企
画
㈱

〒
１
３
０
–
０
０
１
２

墨
田
区
大
平
四
–
一
九
–
二
–
一
三
○
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
三
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

　○
三
–
三
六
二
二
–
二
二
五
一

メ
ー
ル

　

aobakk@
pj8.so-net.ne.jp

高 

橋   

一

〒
５
２
９
–
１
３
１
５

滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
沓
掛
80
–
１

Ｔ
Ｅ
Ｌ

　０
７
４
９
–
４
２
–
２
７
３
６

携
帯

　０
９
０
–
３
１
６
２
–
７
６
４
１

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

小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

ブック・レビュー　BOOK REVIEW



刀　剣　界令和4年1月15日発行 第62号

（9）

　『
本
阿
弥
名
刀
秘
録
』
は
私
た
ち
刀

剣
商
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
劇

画
で
す
。

　
時
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
十

月
、
大
坂
城
本
丸
御
土
蔵
（
刀
蔵
）
に

い
る
本
阿
弥
光
徳
に
、
関
白
秀
吉
か

ら
召
し
状
が
来
る
。
そ
の
理
由
は
、
藤

四
郎
吉
光
な
る
無
銘
の
短
刀
に
拵
を

付
け
よ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

極
め
が
吉
光
か
来
国
光
か
で
秀
吉
と

本
阿
弥
光
徳
が
も
め
て
い
た
と
こ
ろ

を
、
千
利
休
が
彼
独
特
の
言
い
方
で
秀
吉

を
丸
め
込
み
、
光
徳
を
救
う
。
そ
の
時
、

利
休
は
光
徳
に
こ
う
諭
す
。

　「
の
う
光
徳
は
ん
、
こ
の
際
一
つ
云
う

て
お
か
な
あ
か
ん
事
が
お
ま
す
。
殿
下
は

今
や
位
人
臣
を
極
め
、
天
下
兵
馬
の
権
を

も
そ
の
手
中
に
収
め
は
っ
た
。
そ
の
御
威

光
に
靡な

び

か
ん
者も

ん

は
一
人
と
て
お
ら
し
ま
へ

ん
。
代
々
続
き
は
る
本
阿
弥
家
の
"
法の

り

"

を
頑か

た
く

な
に
押
し
通
す
ん
も
結
構
や
が
、
世

に
は
"
時
流
"
云
う
物も

ん

が
お
ま
す
。
そ
れ

に
逆
ろ
う
て
は
何い

ず

れ
己お

の
れ

の
身
ィ

滅
ぼ
す
事
に
も
成
り
兼
ね
ま
へ

ん
。
そ
こ
の
所
、
良よ

う
弁わ

き
ま

え
て

お
き
な
は
れ
」

　
ま
さ
し
く
こ
の
物
語
の
テ
ー

マ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
横

暴
な
関
白
殿
下
秀
吉
と
の
付
き

合
い
方
を
語
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
時
か
ら
三
年
半
も
し
な
い
う

ち
に
千
利
休
自
身
が
秀
吉
に
切
腹
を
命
じ

ら
れ
、
弁
解
も
命
乞
い
も
せ
ず
に
死
ん
で

ゆ
き
ま
す
。
利
休
は
光
徳
に
理
を
諭
し
な

が
ら
、自
ら
は
死
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
切
腹
の
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
本
当
の
こ
と
は
い
ま
だ
不

明
で
、
千
利
休
の
み
ぞ
知
る
で
す
。

　
光
徳
も
こ
の
後
、
数
多
く
の
太
刀
・
刀

を
秀
吉
の
暴
力
的
わ
が
ま
ま
か
ら
守
る
こ

と
を
テ
ー
マ
に
、
物
語
は
続
い
て
い
き
ま

す
。

　
第
三
話
の
「
伝
光
世
」
は
、
光
徳
が
秀

吉
の
命
令
で
徳
川
家
康
の
下
へ
赴
き
「
伝

光
世
妙
純
伝
持
ソ
ハ
ヤ
ノ
ツ
ル
キ
ウ
ツ

ス
ナ
リ
」（
現
在
は
重
要
文
化
財
）
を
発

見
し
た
が
、
秀
吉
に
は
言
わ
ず
に
、
徳
川

家
の
家
宝
の
刀
に
さ
れ
た
し
と
鑑
定
す
る

回
で
あ
る
。

　
家
康
と
の
会
話
の
中
で
、
本
阿
弥
家
の

鑑
定
に
つ
い
て
、「
生
ま
れ
ま
し
た
時
よ

り
家
業
の
刀
剣
に
馴
染
み
、
目
利
き
に
関

す
る
口
伝
の
秘
事
を
十
二
、
三
の
時
か
ら

一
言
も
漏
ら
さ
ず
相
伝
を
受
け
、
一
腰
を

十
日
も
二
十
日
も
手
に
持
ち
、
神
髄
を
見

極
め
ね
ば
と
一
心
に
集
中
し
、
御
刀
そ
れ

ぞ
れ
の
履
歴
を
呼
び
起
こ
す
べ
く
、
日
々

精
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
…
…
世
に
目
利

き
は
数あ

ま
た多

あ
れ
ど
、
私
め
ほ
ど
数
多
く
の

名
刀
を
拝
見
し
て
き
た
者
は
な
い
と
自
負

し
て
お
り
ま
す
」

　
こ
れ
に
対
し
家
康
が
、「
経
験
を
積
ん

だ
熟
達
者
が
優
れ
る
と
申
す
か
？

　
で
は

業わ
ざ

に
長た

け
、
そ
の
上
、
足
利
将
軍
家
に
仕

え
た
格
式
高
い
本
阿
弥
家
な
ら
ば
、
相
手

の
知
識
の
な
い
の
に
つ
け
込
ん
で
、
刀
を

不
当
に
安
く
買
い
叩
い
た
り
、
あ
る
い
は

刀
工
の
国
や
流
派
を
偽
る
な
ど
、
造
作
も

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
た
た
み
か
け
る

が
、
光
徳
は
、「
本
阿
弥
が
良
い
物
を
け

な
し
て
己
の
利
益
を
得
る
こ
と
は
、
断
じ

て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
『
良
い

物
を
軽
ん
ず
れ
ば
先
祖
の
冥
加
も
尽
き

る
』
と
信
仰
し
、
常
に
目
利
き
の
吟
味
や

詮
索
に
厳
し
く
臨
ん
で
い
る
か
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
論
破
し
ま
す
。

　
こ
の
や
り
と
り
に
近
い
こ
と
は
、
現
実

に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
本
阿
弥
は
徳
川（
江
戸
）時
代
に
な
っ

て
も
刀
剣
極
め
所
を
仰
せ
つ
か
り
、
禄
を

食
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
現
代
の
刀
剣
商
の
間
で
も
、

本
阿
弥
家
の
折
紙
は
、
光
徳
―
光
室
―
光

温
―
光
常
―
光
忠
と
、
十
三
代
（
享
保
十

年
ご
ろ
）
ま
で
は
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
つ
も
う
ま
く

行
く
訳
も
な
く
、
横
暴
な
秀
吉
の
わ
が
ま

ま
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
。

第
四
話
の
「
一
期
一
会
」
で
、
短
刀
の
名

手
粟
田
口
吉
光
唯
一
の
太
刀
を
磨
り
上
げ

ろ
と
の
注
文
に
対
し
て
、「
こ
の
太
刀
は

吉
光
の
最
高
傑
作
。
そ
れ
を
磨
り
上
げ
る

な
ど
、
神
仏
を
も
恐
れ
ぬ
お
振
る
舞
い
。

殿
下
は
唯
一
無
二
の
霊
刀
を
冒
瀆
な
さ
る

お
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
る
か
」
と
言
い

放
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
秀
吉
は
「
今
は
予よ

が
天
下
じ
ゃ
。
予
の

時
の
権
力
者
と
の
名
刀
を
介
し
た
壮
絶
な
闘
い
描
く

『
本
阿
弥
名
刀
秘
録
』

小
田
切
道
明
著

　大
越
弘
道
原
案
・
監
修

　定
価
一
六
五
〇
円︵
税
込
︶
　小
学
館

　「
こ
の
人
に
し
か
書
け
な
い
本
だ
」。

田
野
邉
道
宏
先
生
の
新
刊
『
日
本
刀

五
カ
伝
の
旅
備
前
伝
長
船
鍛
冶
の
黄

金
期
』（
以
下
、『
備
前
伝
』
と
略
す
）

を
読
ん
で
そ
う
思
っ
た
。

　『
山
城
伝
』『
大
和
伝
』
に
続
い
て

出
版
さ
れ
た
『
備
前
伝
』
は
愛
刀
家

待
望
の
一
冊
で
あ
る
。
副
題
に
「
長

船
鍛
冶
の
黄
金
期
」
と
あ
り
、
テ
ー

マ
は
光
忠
に
始
ま
る
長
船
派
。

　
備
前
刀
の
歴
史
は
平
安
・
鎌
倉
初

期
の
古
備
前
か
ら
始
ま
り
、
以
後
、
鎌
倉

初
期
の
古
一
文
字
、中
期
の
福
岡
一
文
字
、

後
期
の
吉
岡
一
文
字
、南
北
朝
期
の
兼
光
・

長
義
・
元
重
、
室
町
初
期
の
応
永
備
前
の

盛
光
・
康
光
、
中
期
の
則
光
・
祐
光
、
後

期
の
忠
光
・
勝
光
・
宗
光
・
清
光
・
祐
定
、

新
刀
期
の
上
野
大
掾
祐
定
の
面
々
、
新
々

刀
期
の
祐
永
や
祐
包
ら
と
続
く
。
歴
史
は

長
く
、
刀
と
い
え
ば
、「
長
船
」
が
連
想

さ
れ
る
く
ら
い
に
知
名
度
も
高
い
。
本
書

は
長
い
備
前
刀
史
の
中
か
ら
、
鎌
倉
か
ら

南
北
朝
の
長
船
に
絞
っ
て
執
筆

さ
れ
て
い
る
。

　
備
前
長
船
の
刀
工
と
作
例
に

つ
い
て
記
し
た
書
籍
は
古
く
か

ら
あ
る
。
例
え
ば
、
本
間
薫
山

博
士
の
『
日
本
古
刀
史
』
に
も

長
船
の
名
工
と
作
品
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。『
日
本
刀
大
鑑
古
刀

篇
二
』、
佐
野
美
術
館
『
長
光
展
図
録
』

な
ど
も
備
前
刀
研
究
の
必
読
書
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
『
長
船
町
史
刀
剣

編
図
録
』
も
長
船
の
刀
工
と
作
品
の
勉
強

に
は
便
利
で
あ
る
。

　
田
野
邉
先
生
の
今
回
の
『
備
前
伝
』
も
、

作
例
を
示
し
て
、
刀
工
と
作
品
に
つ
い
て

説
明
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
書
籍
と
は
全
く

異
な
る
個
性
を
有
し
て
い
る
。
一
つ
は
、

紹
介
さ
れ
て
い
る
国
宝
・
重
要
文
化
財
・

重
要
美
術
品
ク
ラ
ス
の
名
刀
の
い
ず
れ

も
、
ご
自
身
が
実
際
に
手
に
取
っ
て
姿
・

地
鉄
・
刃
文
・
銘
字
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
・

鑑
賞
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ご
自
身

が
描
か
れ
た
、
作
品
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い

る
気
す
ら
伝
わ
り
来
る
よ
う
な
押
形
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
押
形
こ
そ
本
書
の
特
色
で
あ
り
、

最
大
の
魅
力
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
解
説
文
で
あ
る
。
古
剣
書

を
紐
解
き
、
旧
説
を
検
討
し
、
そ
の
上
で

田
野
邉
先
生
が
実
見
し
た
作
例
を
引
用
し

て
、
刀
工
の
実
像
に
迫
る
試
み
が
随
所
に

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
文
章
は
平
易
に

書
か
れ
て
大
変
読
み
や
す
い
。
田
野
邉
先

生
と
話
を
し
た
こ
と
の
あ
る
方
な
ら
ご
理

解
い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
先
生
は
刀
と

刀
鍛
冶
の
こ
と
を
、
と
て
も
楽
し
そ
う
に

話
さ
れ
る
。
聞
い
て
い
る
こ
ち
ら
も
「
ワ

ク
ワ
ク
」
し
て
く
る
。
本
書
も
読
み
進
め

る
う
ち
に
、
な
ん
だ
か
「
ワ
ク
ワ
ク
」
し

て
く
る
。

　
そ
ん
な
ワ
ク
ワ
ク
感
を
喚
起
す
る
独
特

の
文
章
は
「
田
野
邉
節
」
と
言
う
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
作
品
は
い

ず
れ
も
興
味
深
く
、
知
的
好
奇
心
を
刺
激

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
が
歴
史
と
の
絡
み
で
興
味
を
覚
え

た
作
の
一
つ
は
「
長
船
長
光

　
文
永
十
一

年
十
月
廿
五
日
」
と
切
銘
さ
れ
た
上
杉
家

伝
来
の
高
瀬
長
光
の
太
刀
。「
文
永
の
役

で
元
・
高
麗
軍
が
大
暴
風
雨
に
よ
り
壊
滅

し
た
こ
と
か
ら
、
異
国
降
伏
の
祈
禱
を

行
っ
た
社
寺
に
そ
の
戦
勝
報
告
が
な
さ
れ

た
日
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
向
き
も
あ

り
ま
す
」
と
あ
る
。

　
こ
の
太
刀
は
、
本
欄
で
以
前
紹
介
し
た

小
川
盛
弘
先
生
監
修
『
日
光
二
荒
山
神
社

名
刀
御
神
宝
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。

蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
は
服
部
英
雄
先
生
の

名
著
『
蒙
古
襲
来
』
が
あ
る
が
、
こ
う
し

た
長
光
の
興
味
深
い
作
例
は
、
文
献
か
ら

は
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
一

面
を
照
ら
す
も
の
で
あ
り
、
太
刀
の
全
容

に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
本
書
が
、
鎌
倉
後

期
の
歴
史
の
研
究
に
寄
与
す
る
可
能
性
は

あ
ろ
う
。

　
末
尾
の
ボ
ー
ナ
ス
ト
ラ
ッ
ク
「
押
形
の

話
」
も
見
逃
せ
な
い
。
田
野
邉
先
生
の
鮮

明
で
美
し
い
押
形
は
「
五
カ
伝
の
旅
シ

リ
ー
ズ
」の
最
大
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

押
形
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
か
。
刃

文
を
照
ら
す
ラ
イ
ト
は
何
が
い
い
の
か
、

筆
記
用
具
は
何
が
あ
る
の
か
。
最
も
大
切

な
心
得
と
は
何
か
。
そ
し
て
心
得
と
技
術

自
作
の
押
形
を
駆
使
し
て
伝
わ
り
来
る
名
刀
観

『
日
本
刀
五
カ
伝
の
旅
備
前
伝
長
船
鍛
冶
の
黄
金
期
』

田
野
邉
道
宏
著

　定
価
四
〇
〇
〇
円
＋
税

　㈱
目
の
眼

を
田
野
邉
先
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て

錬
磨
し
て
き
た
の
か
。

　
本
間
薫
山
博
士
や
佐
藤
寒
山
博
士

と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
の
説
明

は
、
先
生
の
若
き
日
の
一
齣
を
垣
間

見
せ
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。

　
さ
て
、
田
野
邉
先
生
と
読
者
の
日

本
刀
五
カ
伝
の
旅
。
次
の
停
車
駅
に

は
ど
ん
な
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

（
小
島
つ
と
む
）

■
田
野
邉
道
宏
（
た
の
べ
・
み
ち
ひ
ろ
）

一
九
四
五
年
鹿
児
島
県
鹿
屋
市
生
ま

れ
。
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
卒
業
。

（
財
）
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
学
芸

員
と
し
て
勤
務
し
、
学
芸
部
長
・
常

務
理
事
・
刀
剣
博
物
館
副
館
長
を
歴

任
。
重
要
・
特
別
重
要
・
保
存
・
特

別
保
存
刀
剣
審
査
員
。
文
化
庁
刀
剣

登
録
審
査
委
員
（
東
京
都
）。

著
書
に
『
日
本
刀
五
カ
伝
の
旅
山
城

伝
』『
同
大
和
伝
』『
名
品
刀
絵
図
聚

成
』、監
修
書
に
『
図
鑑
日
本
刀
集
美
』

『
日
本
刀
物
語
』
が
あ
る
。

物
を
ど
う
致
そ
う
と
予
の
勝
手
で
あ

ろ
う
。
で
き
ぬ
と
あ
ら
ば
覚
悟
は
良

い
な
!?

　
貴
様
の
代
わ
り
な
ぞ
幾
ら

で
も
お
る
わ
」
と
怒
り
出
し
て
し
ま

い
ま
す
。

　
埋
忠
明
寿
を
訪
ね
、
磨
上
を
依
頼

す
る
が
、
吉
光
故
に
当
然
拒
絶
さ
れ

る
。
光
徳
は
「
天
下
人
の
ご
意
向
と

あ
れ
ば
悠
揚
自
在
、
是
非
も
な
い
。

本
阿
弥
の
本
意
と
し
て
は
、
天
下
の

名
刀
を
磨
り
上
げ
る
な
ど
身
の
程
知

ら
ず
。
し
か
し
、
時
の
権
力
者
の
意

思
で
あ
れ
ば
代
わ
り
の
工
人
に
回
る

の
が
現
実
」
と
。

　
こ
れ
が
本
阿
弥
光
徳
と
千
利
休
の

違
い
で
し
ょ
う
。
本
阿
弥
は
利
休
の

教
え
に
従
い
、
そ
の
後
も
江
戸
・
明
治
・

大
正・昭
和
を
生
き
抜
い
て
き
ま
し
た
。

　
た
だ
、
戦
後
、
日
本
刀
の
鑑
定
は

本
阿
弥
家
に
代
わ
り
、
本
間
薫
山
先

生
―
佐
藤
寒
山
先
生
ラ
イ
ン
の
台
頭

に
よ
り
、
鑑
定
は
日
本
美
術
刀
剣
保

存
協
会
の
一
人
勝
ち
状
態
と
な
り
ま

し
た
。

（
持
田
具
宏
）
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日
光
東
照
宮
宝
物
館
・

二
荒
山
神
社
中
宮
祠
宝
物
館

名
刀
を
伝
え
る
日
光
二
つ
の
宝
物
館

美術館･博物館訪問

　
日
光
に
刀
剣
展
示
を
拝
見
に
行
っ
て

き
た
の
で
、今
回
は
そ
の
ご
紹
介
で
す
。

　
日
光
東
照
宮
宝
物
館
は
、
平
成
二
十

七
年
の
東
照
宮
四
百
年
式
年
大
祭
に
際

し
、新
し
く
建
立
さ
れ
た
宝
物
館
で
す
。

　
同
館
で
は
、
御
祭
神
徳
川
家
康
公
の

遺
愛
品
を
は
じ
め
、
朝
廷
や
将
軍
家
・

大
名
家
か
ら
の
奉
納
品
、
祭
器
具
な
ど

を
収
蔵
・
展
示
し
て
お
り
、
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
る
助
真
や
国
宗
の
太
刀
は

特
に
有
名
で
す
が
、
ほ
か
に
も
多
数
の

指
定
刀
剣
な
ど
を
収
蔵
し
、
展
示
し
て

い
ま
す
。

　
今
期
は
家
康
公
御
着
用
の
「
南
蛮
胴

具
足
」（
重
文
）
を
は
じ
め
、「
剣
久

国
／
弘
安
三
年
三
月
日
」（
重
文
）
な

ど
の
貴
重
な
刀
剣
類
が
展
示
さ
れ
て
お

り
、
徳
川
家
奉
納
の
名
品
の
数
々
に
は

同
家
の
誂
え
た
時
代
拵
が
完
備
さ
れ
て

お
り
、
圧
巻
で
す
。

http://w
w

w
.toshogu.jp/

shisetsu/houm
otsu.htm

l

　
次
に
、
東
照
宮
か
ら
い
ろ
は
坂
を
越

え
て
中
禅
寺
湖
の
ほ
と
り
に
鎮
座
す
る

二
荒
山
神
社
中
宮
祠
宝
物
館
を
訪
ね
ま

し
た
。

　
こ
こ
で
は
古
く
奈
良
時
代
、
天
応
二

年
（
七
八
二
）
に
開
山
し
た
同
神
社
の

至
宝
の
数
々
を
展
示
し
て
お
り
、「
国

宝
大
太
刀
備
前
長
船
倫
光
」
や
日
本

最
大
の
大
太
刀
と
し
て
知
ら
れ
る
「
重

要
文
化
財
大
太
刀
袮
々
切
丸
」
な
ど

が
高
名
で
す
が
、
貴
重
な
中
世
の
蛭
巻

鞘
拵
な
ど
が
伝
世
し
て
い
る
の
は
神
社

な
ら
で
は
で
あ
り
、
未
指
定
品
の
中
に

も
製
作
が
平
安
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
剣

な
ど
の
優
品
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
館
内
で
は
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
同
神

社
の
至
宝
を
選
り
す
ぐ
っ
た
宝
刀
図
譜

『
名
刀
御
神
宝
』
が
販
売
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
来
館
さ
れ
た
方
に
は
是
非
お

勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
宝
物
館
が
あ
る
の
は
東
照
宮

隣
接
の
本
社
で
は
な
く
中
禅
寺
湖
の
中

宮
祠
で
す
の
で
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

http://www.futarasan.jp

（
飯
田
慶
雄
）

　
九
月
初
旬
の
あ
る
日
の
こ
と
、
ど
こ

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

事
態
宣
言
で
、
ど
こ
が
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

ま
ま
、
愛
媛
県
松
山
市
と
今
治
市
で
の

Ｈ
美
術
骨
董
館
に
よ
る
古
美
術
骨
董
鑑

定
ツ
ア
ー
に
参
加
し
ま
し
た
。

　
初
日
は
、
松
山
空
港
か
ら
タ
ク
シ
ー

で
今
治
市
ま
で
移
動
し
ま
す
。
今
治
と

松
山
が
ど
う
い
う
位
置
関
係
に
あ
る
か

も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
タ
ク

シ
ー
に
乗
っ
て
初
め
て
北
の
方
に
行
く

ん
だ
な
と
理
解
し
ま
し
た
。

　
最
初
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の
は
、
も
う

す
ぐ
今
治
駅
だ
な
と
思
っ
た
と
こ
ろ

で
、
こ
の
町
一
番
の
高
台
に
「
加
計
学

園
」
の
巨
大
な
ロ
ゴ
が
現
れ
た
こ
と
で

す
。
そ
う
か
、
こ
こ
だ
っ
た
ん
だ
、
と

思
う
と
、
何
と
な
く
感
動
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
。

　
今
治
駅
か
ら
一
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
距
離

で
し
ょ
う
か
、ホ
テ
ル
に
着
き
ま
し
た
。

フ
ロ
ン
ト
で
今
治
城
の
場
所
を
尋
ね
る

と
、
徒
歩
五
分
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

早
速
行
っ
て
み
ま
し
た
。

　
今
治
城
の
立
派
さ
に
は
二
番
目
の

ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

　
建
て
た
の
は
あ
の
藤
堂
高
虎
で
、

関
ヶ
原
の
戦
い
の
戦
功
に
よ
り
、
宇
和

島
七
万
石
か
ら
今
治
二
十
万
石
に
加
増

さ
れ
ま
し
た
。
慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）

か
ら
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
同
十
二

年
ご
ろ
に
ほ
ぼ
完
成
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
現
在
は
内
堀
を
残
す
だ
け
で
す
が
、

当
時
は
中
堀
が
あ
り
、
海
水
を
入
れ
込

ん
だ
港
湾
が
あ
り
、
さ
ら
に
外
堀
は
海

と
直
結
し
て
い
る
と
い
う
お
城
だ
っ
た

そ
う
で
す
。

　
こ
の
城
構
え
は
讃
岐
の
高
松
城
に
ど

こ
か
似
て
い
る
な
と
思
っ
た
ら
、
や
は

り
三
大
水
城
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
も
う
一
つ
は
、
黒
田
官
兵
衛
が
築

い
た
豊
前
中
津
城
だ
そ
う
で
す
。
現
在

の
大
分
県
中
津
市
に
鑑
定
旅
行
で
行
け

る
か
な
？

　
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
高
虎
が

津
藩
に
転
出
、
伊
勢
国
桑
名
藩
か
ら
松

平
定
行
が
伊
予
松
山
藩
十
五
万
石
に
転

封
と
な
り
、
同
時
に
そ
の
弟
・
定
房
が

伊
勢
長
島
か
ら
三
万
石
で
今
治
に
入
り

ま
し
た
。
つ
ま
り
は
、
地
続
き
の
土
地

を
兄
弟
で
知
行
地
と
し
た
わ
け
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、東
は
讃
岐
の
高
松
城
、

西
は
今
治
城
に
、
両
松
平
家
を
置
く
こ

と
で
瀬
戸
内
海
の
平
和
も
守
れ
る
と
い

う
わ
け
で
す
。

　
翌
日
は
鑑
定
で
し
た
が
、
会
場
に

な
っ
て
い
る
場
所
を
見
て
三
番
目
の

ビ
ッ
ク
リ
。
今
治
タ
オ
ル
の
総
本
店
に

過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
展
示
場

が
付
い
て
い
る
立
派
な
も
の
。
都
内
や

埼
玉
県
で
も
こ
の
手
の
商
業
施
設
は
よ

く
見
ま
す
が
、
そ
の
何
倍
も
大
き
く
、

品
数
も
た
く
さ
ん
そ
ろ
っ
て
い
ま
し

た
。
小
生
も
何
点
か
買
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
鑑
定
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
お
客
さ
ま

か
ら
伺
っ
た
の
で
す
が
、
大
山
祇
神
社

は
今
治
市
だ
と
い
う
こ
と
で
、
四
番
目

の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
神
社

の
あ
る
大
三
島
は
今
治
市
で
す
。

　
そ
う
い
え
ば
、
小
生
が
杉
江
美
術
展

に
入
社
し
て
か
ら
四
、
五
年
目
ぐ
ら
い

の
こ
ろ
、
当
時
、
刀
剣
青
年
会
の
代
表

幹
事
を
な
さ
っ
て
い
た
杉
江
雄
治
社
長

に
、
青
年
会
の
夏
の
研
修
旅
行
で
大
山

祇
神
社
と
厳
島
神
社
に
連
れ
て
い
っ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、

国
宝
だ
重
文
だ
と
言
わ
れ
て
も
そ
の
価

値
の
重
さ
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
も
っ
た

い
な
い
こ
と
を
し
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
松
山
に
移
動
す
る
と
、
コ

ロ
ナ
に
よ
る
規
制
が
厳
し
く
、
道
後
温

泉
は
閉
館
。
旅
館
で
の
夕
食
に
お
酒
は

出
し
て
く
れ
た
の
で
す
が
、「
こ
の
お

酒
は
お
客
さ
ま
が
自
分
で
買
っ
て
き
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
く
れ
な
い

と
困
る
」と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
翌
朝
、
早
め
に
旅
館
を
出
て
松
山
城

へ
向
か
う
ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
ろ
う
と
す
る

と
、
そ
れ
も
営
業
を
中
止
し
て
い
ま
し

た
。
五
番
目
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

　
何
だ
か
ビ
ッ
ク
リ
の
多
い
旅
で
し

た
。

（
持
田
具
宏
）再建されて勇姿を映す今治城
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松
山
か
ら
今
治
へ
︑驚
き
続
き
の
旅

二荒山神社中宮祠宝物館

催 事 情 報

　昨今、戦国武将に関連した日本刀が注目を浴びて、反
りの見事な日本刀（湾刀）はメディアなどで数多く紹介
されています。
　それでは、日本刀の源流には、先史・古代に中国・朝
鮮半島から伝わり、日本で広まった反りのない「直刀」
があることをご存じでしょうか。古墳・奈良時代は戦いの道具としてだけでな
く、権力者や豪族などの人物の墓に入れる副葬品としても直刀が使われ、権威
の象徴にもなっていました。直刀がよく使われた古墳時代を中心に、武器、そ
して副葬品として用いられた「真っ直ぐな刀」の魅力に迫ります。
会期：1月8日㈯～2月27日㈰

■登呂博物館
　〒422-8033 静岡市駿河区登呂5-10-5　☎054-285-0476
　https://www.shizuoka-toromuseum.jp/

冬季企画展「真っ直ぐな刀展」

　当館は真田家12代当主・幸治氏から譲られた大名
道具を収蔵・展示する博物館として、1969年（昭和44年）に開館。真田家から
譲り受けた収蔵品は武具・刀剣・調度品・絵画・古文書などで、特に古文書が
多く総数はおよそ５万点におよびます。今回は、家老・矢沢家伝来の刀をはじ
め、藩士の刀・槍・刀装具など初公開を含め30点余りを展示します。
会期：1月19日㈬～2月11日㈪

■真田宝物館
　〒381-1231 長野市松代町松代4-1　☎026-278-2801
　https://www.sanadahoumotsukan.com/

企画展「松代藩士の刀剣」

　長き戦乱の世に終止符をうち、慶長８年（1603）に江
戸幕府を開いた徳川家康。以降、260余年にわたって泰
平の世が続いた江戸時代は、家康を始祖とする徳川将軍
家の治世によってもたらされました。この徳川将軍家は、
どのように築き上げられたのでしょうか。
　江戸幕府の将軍は15代続きました。しかし、初代家康の直系は４代家綱で、
徳川宗家の血筋は７代家継で絶えています。そのため、御三家のひとつである
紀伊家から吉宗が８代将軍として迎えられ、以降は11代家斉が一橋家から、14
代家茂が紀伊家から、そして最後の将軍15代慶喜は一橋家からと、御三家・御
三卿から将軍職を継承した人々が、将軍家を支えていきました。将軍家存続の
背景には、こうした「外」から将軍家に入った徳川のひとびとの存在が大きい
と言えるでしょう。
　本展では、このような将軍家を支えた徳川のひとびとの活躍を、徳川宗家に
伝来するゆかりの品々を通してご紹介します。
会期：1月2日㈰～3月6日㈰

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

企画展「徳川一門─将軍家をささえたひとびと─」

　かつて日本において「花」と言えば「梅」を指してい
た時代がありました。北野天満宮の御祭神菅原道真公が
愛した梅の花は、今もこの地で花開き、約50種、1500本
の目をご覧いただくことができます。
　令和の世に、雪月花の三庭園が再興されたことを記念
し、宝物殿においても、北野天満宮の名宝のうち雪月花
にまつわる御神宝を展示します。
　また、本年は大河ドラマで「鎌倉殿の十三人」が放映
されます。源氏の重宝として名高い太刀鬼切丸（髭切）
をはじめ、鎌倉時代に打たれた刀剣やこの時代の世相を
反映した御神宝《北野天神縁起絵巻》（平成記録本）など
を時代背景とともにご紹介します。
会期：1月1日 ～6月26日㈰。
　　　３期に分け展示。展示替え・メンテナンス期間は休館

■北野天満宮宝物殿
　〒602-8386 京都市上京区馬喰町　☎075-461-0005
　https://kitanotenmangu.or.jp/

雪月花の三庭園再興記念「雪月花と宝刀の煌き」
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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。
現下の状況で入場制限や、観覧するには予約を必要とする場合もありますので、
それぞれのホームページをご覧ください。

　武士が台頭した時代、多くの名刀が誕生しました。平
安時代の備前を代表する正恒、後鳥羽院の御番鍛冶を
務めた粟田口国安、鎌倉幕府のお膝元で鍛刀した相州
正宗、新刀の祖・堀川国広。それぞれの時代を代表す
る名匠が現れ、時代を牽引する刀剣を生み出しました。
　それらの刀剣は、武田信玄、上杉謙信、織田信長など歴史に名を馳せた武
将の愛蔵となり、大切に現代へと受け継がれています。
　百花のごとく、それぞれに魅力を放つ名刀をお楽しみください。
会期：1月8日㈯～2月13日㈰

■佐野美術館
　〒411-0838 静岡県三島市中田町1-43　☎055-975-7278
　https://www.sanobi.or.jp/

名刀百花

　（公財）日本美術刀剣保存協会の審査事業は、日本刀
の調査保存を目的に、昭和23年より行われ、現在では真
偽鑑定を主目的とする基本の保存審査を第一義とし、よ
り美術工芸品としての格づけを重視した審査として、特
別保存、さらには重要刀剣等、特別重要刀剣等といった
段階を設け審査を行っています。うち重要刀剣等審査は、作品の正真はもちろ
ん、資料性や健全性を兼備した完成度の高い美術品として、優作であること
の指定であり、毎年１回欠かすことなく審査は継続され今日に至っております。
　日本刀の高い品格と真摯なるくろがねの美を、そして刀装・刀装具に現れ
た工芸美の粋を心ゆくまでご鑑賞ください。
会期：1月8日㈯～2月20日㈰

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

第67回重要刀剣等新指定展

　わが国が誇る工芸技術「陶芸」は、時代とともに
技法や表現が多様化し、現代まで著しく進化を遂げ
てきました。とりわけ昭和戦後期以降には、陶芸家
の創作活動が活発化し、意欲的な作品が次々と発表
されています。
　1950年、陶芸をはじめ、さまざまな分野の工芸技
術の保存と活用を目的に、文化財保護法が施行され、
その５年後の文化財保護法改定を機に、日本工芸会
が発足しました。日本工芸会は重要無形文化財保持
者（いわゆる人間国宝）を中心に、各分野の伝統工
芸作家、技術者らで組織され、「日本伝統工芸展」を
中心に作品を発表。そして1973年には、同会陶芸部
所属の作家による「第１回新作陶芸展（陶芸部会展）」が開催され、現在に至っ
ています。
　本展は日本工芸会陶芸部会50周年を記念した展覧会であり、同会で活躍し
た作家の秀作とともに、その活動の歴史を振り返るものです。歴代の人間国
宝作品をはじめ、窯業地ならではの素材と伝統を受け継いだ作家らによる作
品、茶の湯のうつわなど、伝統工芸の技と美をご紹介いたします。さらに、
未来を担う若手作家らの作品も見どころのひとつといえるでしょう。
　これまで当館では、「工芸・デザイン」をテーマにした展覧会を数多く開
催してまいりました。 現代陶芸の今に焦点を当てた本展では、陶芸部会所
属作家を中心に、さらにそれ以外の陶芸家の作品を含め、137作家139点を展
覧します。
会期：1月15日㈯～3月21日

〈巡回展〉国立工芸館（石川展）／山口県立萩美術館・浦上記念館（山口展）／
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀展）／MOA美術館（静岡展）／愛知県陶磁美
術館（愛知展）／茨城県陶磁美術館（茨城展）／兵庫陶芸美術館（兵庫展）。
詳細は各ホームページで

■パナソニック汐留美術館
　〒105-8301 東京都港区東新橋1-5-1　パナソニック東京汐留ビル4階
　ハローダイヤル050-5541-8600　https://panasonic.co.jp/ew/museum/

未来へつなぐ陶芸─伝統工芸のチカラ展

　初代館長であり、美術館の創設者で
ある松岡清次郎は若いころから書画
骨董を愛し、生涯をかけて一大コレク
ションを築きました。自らの感性のお
もむくまま、時には「日本にまだな
いものを」と選び抜かれた美術品は、
1800件あまりを数えます。今回は約２
年８カ月ぶりの再開を記念して、松岡
コレクション屈指の名品をご紹介しま
す。古代ギリシア・ローマの彫像から昭和の絵画作品まで、時を超え、洋の
東西を越えた清次郎の美の世界をお楽しみください。
会期：1月26日㈬～4月17日㈰

■松岡美術館
　〒108-0071 東京都港区白金台5-12-6　☎03-5449-0251
　https://www.matsuoka-museum.jp/

再開記念展「松岡コレクションの真髄」

　ミヤオビピクチャーズ制作の映画「信虎」が全国公開され、伊那市でも旭
座で上映されています。同社からは信虎最期の地高遠で刀剣展を開催したい
と依頼があり、戦国時代から江戸時代初期の製作と推定される刀剣を５点お
貸しいただくことができ、当館で収蔵する中世の刀剣と併せて「信州ゆかり
の刀剣展」と題してミニ展示を企画しました。
　現在開催中ですので、信州にゆかりのある刀工の作品、高遠ゆかりの人物
に関する貴重な作品をぜひご覧ください。
会期：11月2日㈫～2月20日㈰

■伊那市立高遠町歴史博物館
　〒396-0213 長野県伊那市高遠町東高遠457　☎0265-94-4444
　https://www.nagano-museum.com/info/detail.php?fno=144

信州ゆかりの刀剣展

　世界最高水準の日本美術コレクショ
ンを誇るボストン美術館所蔵品の武者
絵と秘蔵の刀剣が里帰りする展覧会を
開催します。
　武者絵は『平家物語』のような軍記
物語や、武勇伝説に登場する英雄（ヒー
ロー）を描いた絵のことを言い、江戸
時代には武者たちを描いた浮世絵が、人々の人気を博しました。
　本展では、世界有数の浮世絵コレクションで知られるボストン美術館の所
蔵品から、菱川師宣、北尾政美、歌川国貞、歌川国芳、歌川広重、月岡芳年など、
有名絵師のクールで迫力のある武者絵118点を物語の時代に沿って、ご紹介
します。武者絵と刀剣の鐔に描かれた共通のイメージを解き明かしながら、
さまざまなヒーローたちの活躍をご覧いただけます。
　また、浮世絵版画のコレクションで広く名前が知られたビゲロー・コレク
ションや、近年新たに加わった刀剣の世界的コレクターとして知られるウォ
ルター・コンプトン氏の寄贈品などから、日本最古の名工といわれる安綱の
銘の太刀や、中世日本に多くの名匠を輩出した長船派の名刀などが出品され
ます。ボストン美術館の刀剣が、日本でまとまって紹介されるのは約半世紀
ぶりとなります。
　そのほか、膝丸、蜘蛛切、薄緑などさまざまな名前を持つ源氏の重宝「太
刀 折返銘 長円（薄緑）」（平安時代・12世紀 個人蔵）をはじめ、国内所蔵の
名刀の特別出品も決まり、刀剣ファンならずとも必見のチャンスです。
会期：1月21日㈮～3月25日㈮

〈巡回展〉 新潟県立万代島美術館　4月23日㈯～6月19日㈰（予定）
静岡市美術館　　　　　7月2日㈯～8月28日㈰
兵庫県立美術館　　　　9月10日㈯～11月20日㈰（予定）

■森アーツセンターギャラリー
　〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1　☎03-5777-8600
　https://macg.roppongihills.com/jp/

ボストン美術館所蔵
「THE HEROES 刀剣×浮世絵─武者たちの物語」

　150年続いた戦国時代、文正元年（1466）から天正18
年（1590）まで120年以上にわたり足利の地を治めたの
が足利長尾氏でした。各大名がしのぎを削り日々勢力
域の変化する時代、歴代長尾氏は離合集散を繰り返しながら、各勢力のはざ
まに位置するこの地を治め続けたのです。
　明日をも知れない極度の緊張した時代背景の中、歴代足利長尾氏は独自の
価値観と美意識を作り上げます。芸術文化そして学びを重視するその気風は、
今に受け継ぐ「歴史と文化のまち足利」の源流と言えるでしょう。
　本展では、足利市制100周年記念事業として、歴代足利長尾氏が愛し、育み、
その命脈を今に伝える多彩な芸術文化、そして先人たちの努力により脈々と
足利学校へ受け継がれる学びの文化をご紹介します。
会期：2月11日㈮～3月27日㈰

■足利市立美術館
　〒326-0802 栃木県足利市通2-14-7　☎0284-43-3131
　http://www.watv.ne.jp/ashi-bi/

足利市制100周年記念特別展
「戦国武将足利長尾の武と美

─その命脈は永遠に─」

　江戸時代、日本刀は、戦いの道具から武士のシンボルへと変
化しました。それまで名刀の産地といえば、畿内（京都・奈良
など）や美濃（岐阜）、備前（岡山）などでしたが、江戸時代
に入ると全国各地に刀工集団が発生しました。中でも佐賀藩お
抱え刀鍛冶・橋本新左衛門こと初代忠吉は、後に100名以上も
の大刀工集団となる肥前刀工の祖として名高い、佐賀が誇る名
工です。
　本展覧会は、県立博物館が保有する初代忠吉の刀18口を一挙
に公開する初めての展覧会です。初代忠吉は、初め「肥前国忠
吉」と銘を切り、晩年に官位を得て「武蔵大掾藤原忠広」へと
名を改めました。最初期から最晩年までの刀を一望することで、
後に「最上大業物」と称される初代忠吉が大成してゆく様子を
お楽しみいただけます。
会期：2月1日㈫～3月6日㈰

■佐賀県立博物館
　〒840-0041 佐賀市城内1-15-23　☎ 0952-24-3947
　https://saga-museum.jp/museum/

忠吉から忠広へ─集結！ 初代忠吉─

刀�銘�肥前国忠吉／慶長五年八月吉日
（佐賀県立博物館蔵）
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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。
現下の状況で入場制限や、観覧するには予約を必要とする場合もありますので、
それぞれのホームページをご覧ください。

　武士が台頭した時代、多くの名刀が誕生しました。平
安時代の備前を代表する正恒、後鳥羽院の御番鍛冶を
務めた粟田口国安、鎌倉幕府のお膝元で鍛刀した相州
正宗、新刀の祖・堀川国広。それぞれの時代を代表す
る名匠が現れ、時代を牽引する刀剣を生み出しました。
　それらの刀剣は、武田信玄、上杉謙信、織田信長など歴史に名を馳せた武
将の愛蔵となり、大切に現代へと受け継がれています。
　百花のごとく、それぞれに魅力を放つ名刀をお楽しみください。
会期：1月8日㈯～2月13日㈰

■佐野美術館
　〒411-0838 静岡県三島市中田町1-43　☎055-975-7278
　https://www.sanobi.or.jp/

名刀百花

　（公財）日本美術刀剣保存協会の審査事業は、日本刀
の調査保存を目的に、昭和23年より行われ、現在では真
偽鑑定を主目的とする基本の保存審査を第一義とし、よ
り美術工芸品としての格づけを重視した審査として、特
別保存、さらには重要刀剣等、特別重要刀剣等といった
段階を設け審査を行っています。うち重要刀剣等審査は、作品の正真はもちろ
ん、資料性や健全性を兼備した完成度の高い美術品として、優作であること
の指定であり、毎年１回欠かすことなく審査は継続され今日に至っております。
　日本刀の高い品格と真摯なるくろがねの美を、そして刀装・刀装具に現れ
た工芸美の粋を心ゆくまでご鑑賞ください。
会期：1月8日㈯～2月20日㈰

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

第67回重要刀剣等新指定展

　わが国が誇る工芸技術「陶芸」は、時代とともに
技法や表現が多様化し、現代まで著しく進化を遂げ
てきました。とりわけ昭和戦後期以降には、陶芸家
の創作活動が活発化し、意欲的な作品が次々と発表
されています。
　1950年、陶芸をはじめ、さまざまな分野の工芸技
術の保存と活用を目的に、文化財保護法が施行され、
その５年後の文化財保護法改定を機に、日本工芸会
が発足しました。日本工芸会は重要無形文化財保持
者（いわゆる人間国宝）を中心に、各分野の伝統工
芸作家、技術者らで組織され、「日本伝統工芸展」を
中心に作品を発表。そして1973年には、同会陶芸部
所属の作家による「第１回新作陶芸展（陶芸部会展）」が開催され、現在に至っ
ています。
　本展は日本工芸会陶芸部会50周年を記念した展覧会であり、同会で活躍し
た作家の秀作とともに、その活動の歴史を振り返るものです。歴代の人間国
宝作品をはじめ、窯業地ならではの素材と伝統を受け継いだ作家らによる作
品、茶の湯のうつわなど、伝統工芸の技と美をご紹介いたします。さらに、
未来を担う若手作家らの作品も見どころのひとつといえるでしょう。
　これまで当館では、「工芸・デザイン」をテーマにした展覧会を数多く開
催してまいりました。 現代陶芸の今に焦点を当てた本展では、陶芸部会所
属作家を中心に、さらにそれ以外の陶芸家の作品を含め、137作家139点を展
覧します。
会期：1月15日㈯～3月21日

〈巡回展〉国立工芸館（石川展）／山口県立萩美術館・浦上記念館（山口展）／
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀展）／MOA美術館（静岡展）／愛知県陶磁美
術館（愛知展）／茨城県陶磁美術館（茨城展）／兵庫陶芸美術館（兵庫展）。
詳細は各ホームページで

■パナソニック汐留美術館
　〒105-8301 東京都港区東新橋1-5-1　パナソニック東京汐留ビル4階
　ハローダイヤル050-5541-8600　https://panasonic.co.jp/ew/museum/

未来へつなぐ陶芸─伝統工芸のチカラ展

　初代館長であり、美術館の創設者で
ある松岡清次郎は若いころから書画
骨董を愛し、生涯をかけて一大コレク
ションを築きました。自らの感性のお
もむくまま、時には「日本にまだな
いものを」と選び抜かれた美術品は、
1800件あまりを数えます。今回は約２
年８カ月ぶりの再開を記念して、松岡
コレクション屈指の名品をご紹介しま
す。古代ギリシア・ローマの彫像から昭和の絵画作品まで、時を超え、洋の
東西を越えた清次郎の美の世界をお楽しみください。
会期：1月26日㈬～4月17日㈰

■松岡美術館
　〒108-0071 東京都港区白金台5-12-6　☎03-5449-0251
　https://www.matsuoka-museum.jp/

再開記念展「松岡コレクションの真髄」

　ミヤオビピクチャーズ制作の映画「信虎」が全国公開され、伊那市でも旭
座で上映されています。同社からは信虎最期の地高遠で刀剣展を開催したい
と依頼があり、戦国時代から江戸時代初期の製作と推定される刀剣を５点お
貸しいただくことができ、当館で収蔵する中世の刀剣と併せて「信州ゆかり
の刀剣展」と題してミニ展示を企画しました。
　現在開催中ですので、信州にゆかりのある刀工の作品、高遠ゆかりの人物
に関する貴重な作品をぜひご覧ください。
会期：11月2日㈫～2月20日㈰

■伊那市立高遠町歴史博物館
　〒396-0213 長野県伊那市高遠町東高遠457　☎0265-94-4444
　https://www.nagano-museum.com/info/detail.php?fno=144

信州ゆかりの刀剣展

　世界最高水準の日本美術コレクショ
ンを誇るボストン美術館所蔵品の武者
絵と秘蔵の刀剣が里帰りする展覧会を
開催します。
　武者絵は『平家物語』のような軍記
物語や、武勇伝説に登場する英雄（ヒー
ロー）を描いた絵のことを言い、江戸
時代には武者たちを描いた浮世絵が、人々の人気を博しました。
　本展では、世界有数の浮世絵コレクションで知られるボストン美術館の所
蔵品から、菱川師宣、北尾政美、歌川国貞、歌川国芳、歌川広重、月岡芳年など、
有名絵師のクールで迫力のある武者絵118点を物語の時代に沿って、ご紹介
します。武者絵と刀剣の鐔に描かれた共通のイメージを解き明かしながら、
さまざまなヒーローたちの活躍をご覧いただけます。
　また、浮世絵版画のコレクションで広く名前が知られたビゲロー・コレク
ションや、近年新たに加わった刀剣の世界的コレクターとして知られるウォ
ルター・コンプトン氏の寄贈品などから、日本最古の名工といわれる安綱の
銘の太刀や、中世日本に多くの名匠を輩出した長船派の名刀などが出品され
ます。ボストン美術館の刀剣が、日本でまとまって紹介されるのは約半世紀
ぶりとなります。
　そのほか、膝丸、蜘蛛切、薄緑などさまざまな名前を持つ源氏の重宝「太
刀 折返銘 長円（薄緑）」（平安時代・12世紀 個人蔵）をはじめ、国内所蔵の
名刀の特別出品も決まり、刀剣ファンならずとも必見のチャンスです。
会期：1月21日㈮～3月25日㈮

〈巡回展〉 新潟県立万代島美術館　4月23日㈯～6月19日㈰（予定）
静岡市美術館　　　　　7月2日㈯～8月28日㈰
兵庫県立美術館　　　　9月10日㈯～11月20日㈰（予定）

■森アーツセンターギャラリー
　〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1　☎03-5777-8600
　https://macg.roppongihills.com/jp/

ボストン美術館所蔵
「THE HEROES 刀剣×浮世絵─武者たちの物語」

　150年続いた戦国時代、文正元年（1466）から天正18
年（1590）まで120年以上にわたり足利の地を治めたの
が足利長尾氏でした。各大名がしのぎを削り日々勢力
域の変化する時代、歴代長尾氏は離合集散を繰り返しながら、各勢力のはざ
まに位置するこの地を治め続けたのです。
　明日をも知れない極度の緊張した時代背景の中、歴代足利長尾氏は独自の
価値観と美意識を作り上げます。芸術文化そして学びを重視するその気風は、
今に受け継ぐ「歴史と文化のまち足利」の源流と言えるでしょう。
　本展では、足利市制100周年記念事業として、歴代足利長尾氏が愛し、育み、
その命脈を今に伝える多彩な芸術文化、そして先人たちの努力により脈々と
足利学校へ受け継がれる学びの文化をご紹介します。
会期：2月11日㈮～3月27日㈰

■足利市立美術館
　〒326-0802 栃木県足利市通2-14-7　☎0284-43-3131
　http://www.watv.ne.jp/ashi-bi/

足利市制100周年記念特別展
「戦国武将足利長尾の武と美

─その命脈は永遠に─」

　江戸時代、日本刀は、戦いの道具から武士のシンボルへと変
化しました。それまで名刀の産地といえば、畿内（京都・奈良
など）や美濃（岐阜）、備前（岡山）などでしたが、江戸時代
に入ると全国各地に刀工集団が発生しました。中でも佐賀藩お
抱え刀鍛冶・橋本新左衛門こと初代忠吉は、後に100名以上も
の大刀工集団となる肥前刀工の祖として名高い、佐賀が誇る名
工です。
　本展覧会は、県立博物館が保有する初代忠吉の刀18口を一挙
に公開する初めての展覧会です。初代忠吉は、初め「肥前国忠
吉」と銘を切り、晩年に官位を得て「武蔵大掾藤原忠広」へと
名を改めました。最初期から最晩年までの刀を一望することで、
後に「最上大業物」と称される初代忠吉が大成してゆく様子を
お楽しみいただけます。
会期：2月1日㈫～3月6日㈰

■佐賀県立博物館
　〒840-0041 佐賀市城内1-15-23　☎ 0952-24-3947
　https://saga-museum.jp/museum/

忠吉から忠広へ─集結！ 初代忠吉─

刀�銘�肥前国忠吉／慶長五年八月吉日
（佐賀県立博物館蔵）
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令和4年（2022）　謹 賀 新 年　本年もよろしくお願い申し上げます
掲載は申し込み順です
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