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―
本
日
は
お
忙
し
い
中
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
四
月
か
ら
は

令
和
四
年
度
に
入
る
わ
け
で
す
が
、

新
年
度
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
貴

協
会
の
事
業
全
般
や
今
後
の
展
望
な

ど
に
つ
い
て
、
幅
広
く
お
話
を
伺
い

た
い
と
存
じ
ま
す
。

●�

多
岐
に
わ
た
る
刀
剣
等
の

保
存
事
業

柴
原
　
最
初
に
申
し
上
げ
た

い
こ
と
は
全
国
刀
剣
商
業
協

同
組
合
（
以
下
「
刀
剣
商
組

合
」）
と
日
本
美
術
刀
剣
保

存
協
会
（
以
下
「
協
会
」）

は
、
日
本
刀
の
保
存
・
保
護

に
つ
い
て
は
車
の
両
輪
の
よ

う
な
も
の
で
、
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
組
織
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
刀
剣
商
組
合
も
刀
剣
に
つ

い
て
一
般
の
啓
発
を
図
っ
て
い
く
展

望
が
お
あ
り
の
よ
う
だ
し
、
入
門
者

に
対
し
て
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
ま

す
。
既
に
刀
剣
評
価
鑑
定
士
資
格
を

創
設
さ
れ
た
り
、
愛
刀
家
は
誰
も
が

避
け
て
通
れ
な
い
登
録
証
問
題
な
ど

も
深
く
掘
り
下
げ
、『
刀
剣
界
』
紙

上
で
大
変
参
考
に
な
る
記
事
を
作
っ

て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
刀
剣

界
に
対
す
る
組
合
の
貢
献
は
非
常
に

大
き
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
一
方
、
当
協
会
は
連
合
国
軍
の
没

収
に
よ
り
危
う
く
壊
滅
し
よ
う
と
し

て
い
た
日
本
刀
を
救
い
、
後
世
に
伝

え
る
た
め
、
昭
和
二
十
三
年
二
月
二

十
四
日
に
文
部
大
臣
の
認
可
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
流
派

が
あ
っ
た
の
を
大
同
団
結
し
、
本

間
・
佐
藤
両
先
生
を
は
じ
め
先
人
た

ち
の
絶
え
間
な
い
努
力
に
よ
り
七
十

余
年
の
発
展
の
歴
史
を
築
き
上
げ
て

き
た
わ
け
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
当
協
会
の
目
的
と

す
る
美
術
工
芸
品
と
し
て
の
価
値
あ

る
刀
剣
類
の
保
存
お
よ
び
公
開
、
さ

ら
に
無
形
文
化
財
と
し
て
の
日
本
刀

の
製
作
と
研
磨
、
な
ら
び
に
刀
装
具

の
製
作
等
の
技
術
の
保
存
向
上
に
資

す
る
と
と
も
に
、
作
刀
に
必
要
な
材

料
の
確
保
を
図
り
、
こ
れ
に
関
す
る

調
査
研
究
と
鑑
賞
指
導
を
行
い
、
わ

が
国
文
化
の
普
及
と
文
化
財
の
保
護

に
寄
与
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
刀
剣
博
物
館
、
日
刀
保
た
た

ら
、
技
術
伝
承
、
鑑
定
、
資
料
収
集

の
各
事
業
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
進
め

な
が
ら
、
新
し
い
視
点
も
積
極
的
に

取
り
入
れ
、
会
員
の
皆
さ
ま
の
お
力

添
え
の
下
、
役
職
員
一
同
、
刀
剣
文

化
の
普
及
振
興
に
全
力
で
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
当
協
会
の
事
業
を

担
う
人
材
の
育
成
に
も
注
力
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
化
財
を

扱
う
当
協
会
の
事
業
の
多
く
は
専
門

性
も
高
く
、
人
の
目
や
感
性
に
頼
る

も
の
ば
か
り
で
す
。
特
に
学
芸
員
の

育
成
に
は
相
応
の
時
間
を
必
要
と
し

ま
す
の
で
、
一
定
の
レ
ベ
ル
を
保
持

し
て
い
く
た
め
に
は
、
常
に
育
成
・

教
育
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
個
人
の
努

力
も
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、
ベ
テ

ラ
ン
層
が
若
手
層
に
必
要
な
知
識
や

技
能
を
伝
え
て
い
く
。
そ
れ
が
組
織

力
を
よ
り
高
め
、
結
果
と
し
て
事
業

■
長
く
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
下
で
、
刀
剣
の

世
界
も
例
外
で
は
な
く
、
大
き
な
影
響
を
被
っ
て
き
た
。
現
状
は
ど
う
な
の

か
。
明
る
い
展
望
は
見
え
る
の
か
。
刀
剣
業
界
を
牽
引
す
る
両
団
体
の
幹
部

に
、
新
年
度
の
開
始
に
当
た
っ
て
事
業
全
般
に
わ
た
る
お
話
を
伺
っ
た
。
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成
果
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

思
っ
て
い
ま
す
。

●�

今
年
は
二
つ
の
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催

　

―
当
組
合
に
対
す
る
過
分
な
評

価
ま
で
頂
戴
し
、
恐
縮
に
存
じ
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
年
に
及
ぶ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

に
よ
る
影
響
は
い
か
が
だ
っ
た
し
ょ

う
か
。

柴
原
　
ま
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り
影
響
を
受
け

ら
れ
た
皆
さ
ま
に
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
一
日
も
早
く
こ

の
事
態
が
収
束
し
ま
す
こ
と
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
感
染
症
拡
大
に
伴
い
外
国
人
入
館

者
の
減
少
な
ど
の
影
響
は
あ
り
ま
し

た
が
、
当
協
会
の
財
務
状
況
は
き
わ

め
て
健
全
に
推
移
し
て
い
ま
す
。
特

別
展
「
特
別
重
要
刀
剣
等
指
定
制
度

五
十
周
年
記
念
珠
玉
の
名
品
展
」
で

も
日
々
平
均
し
て
百
人
ほ
ど
の
入
館

者
が
あ
り
、
資
料
請
求
や
取
材
依
頼

な
ど
も
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
新
年
度
は
、
感
染
症
の
状
況
次
第

と
い
う
側
面
は
あ
り
ま
す
が
、
活
動

を
縮
小
す
る
こ
と
な
く
、
刀
剣
博
物

館
の
展
示
企
画
を
さ
ら
に
充
実
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
各
展

示
に
合
わ
せ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
も
積
極
的
に
開
催
し
、
刀
剣
文
化

を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る

工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
一
層
の
普

及
・
振
興
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

―
博
物
館
の
展
示
に
つ
い
て

は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
計
画
が

お
あ
り
で
し
ょ
う
か
。

柴
原
　「
日
本
刀 

多
彩
な
る
造
形

展
」
が
二
月
二
十
六
日
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
今
ま
で
は
考
古
学
の
範
疇

と
し
て
な
か
な
か
展
示
に
供
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
日
本
刀
様
式
誕
生
以
前

の
出
土
刀
か
ら
、
時
代
に
よ
る
姿
の

違
い
を
追
う
と
と
も
に
、
珍
奇
な
造

形
の
刀
剣
類
や
多
様
な
鐔
の
形
状
な

ど
、
日
本
刀
を
中
心
と
し
た
多
彩
な

る
造
形
に
焦
点
を
当
て
、
新
た
な
魅

力
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
愛

刀
家
は
も
ち
ろ
ん
初
学
者
の
方
に
も

き
っ
と
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
も
の

と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、「
現
代
刀
職
展
」
を

は
じ
め
現
代
作
家
の
コ
ン
ク
ー
ル
展

示
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
い
に
し
え

の
技
を
究
め
た
作
家
の
素
晴
ら
し
い

作
品
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

―
現
代
刀
コ
ン
ク
ー
ル
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。「
令
和
の
名
刀
・
名

工
展
」
開
催
に
つ
き
、
当
初
は
見
合

わ
せ
と
な
っ
て
い
た
「
現
代
刀
職

展
」
で
す
が
、
や
は
り
開
催
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
。
現
代

刀
コ
ン
ク
ー
ル
を
年
に
二
回
行
う
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
な
ど
を
お
聞
か
せ

願
え
ま
す
か
。

柴
原
　「
令
和
の
名
刀
・
名
工
展
」

開
催
に
関
連
し
て
関
係
者
に
当
協
会

で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

年
に
二
回
の
コ
ン
ク
ー
ル
開
催
は
刀

鍛
冶
へ
の
経
済
的
負
担
が
大
き
い
と

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
二
十

三
年
か
ら
継
続
し
て
き
た
「
現
代
刀

職
展
」
で
は
あ
る
が
、
本
年
は
お
休

み
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
と
の
話

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
刀
職
者

の
皆
さ
ま
か
ら
百
十
名
を
超
え
る
嘆

願
書
が
届
い
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ

て
、「
令
和
の
名
刀
・
名
工
展
」
の

開
催
に
支
障
が
出
な
い
こ
と
を
条
件

に
開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

―
コ
ン
ク
ー
ル
と
い
う
技
術
発

表
の
場
は
一
つ
で
も
多
く
あ
る
方
が

望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
盛
会
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刀
剣
界
の
現
況
と
近
未
来

（
公
財
）日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

（
公
財
）日
本
刀
文
化
振
興
協
会
に
聞
く

特別インタビュー

↓
次
ペ
ー
ジ
に
続
く

公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会 

専
務
理
事

　柴
原 

勤 

氏

柴原専務理事（右から２人目）と本紙編集委員の飯田慶雄・生野正。
右は日刀保・村越康人総務課長
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―
ご
多
用
な
中
、
お
時
間
を
割

い
て
い
た
だ
き
恐
縮
に
存
じ
ま
す
。

今
回
は
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
（
以

下
「
刀
文
協
」）
の
今
後
の
事
業
や

活
動
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

●
人
材
育
成
と
技
能
継
承

高
森
　
こ
う
い
う
機
会
を
作
っ
て
い

た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　
当
協
会
は
、
公
益
法
人
新
法
の
施

行
に
合
わ
せ
て
平
成
二
十
年
十
二
月

一
日
、
一
般
財
団
法
人
と
し
て
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
新
法
人
で
は
異
例
に

早
く
、
翌
年
十
二
月
十
日
に
公
益
認

定
を
頂
き
、
令
和
元
年
に
丸
十
年
を

迎
え
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
十
年
間
の
活
動
を
振
り

返
り
、
環
境
の
変
化
等
も
踏
ま
え
て

当
初
の
公
益
目
的
事
業
の
見
直
し
を

行
い
、
公
益
認
定
等
委
員
会
に
そ
の

変
更
認
定
を
申
請
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
昨
年
五
月
三
十
一
日
付
で
当
時

の
菅
義
偉
総
理
大
臣
名
で
変
更
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
六
月
か
ら
新
し
い

事
業
を
正
式
に
開
始
し
た
と
こ
ろ
で

す
。

　

―
そ
れ
で
は
、
令
和
四
年
は
大

事
な
一
年
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
内

容
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
願
え
ま
す

か
。

高
森
　
刀
匠
を
は
じ
め
刀
職
者
の
皆

さ
ま
が
い
か
に
仕
事
を
発
展
さ
せ
て

い
け
る
か
、
刀
職
技
能
継
承
や
人
材

育
成
を
い
か
に
図
っ
て
い
く
か
、
そ

の
支
援
と
実
現
が
当
協
会
の
重
要
な

役
割
で
す
が
、
そ
の
具
体
例
の
一
つ

が
文
化
庁
と
の
委
託
契
約
事
業
で
あ

る
刀
剣
類
の
部
分
修
復
技
術
研
修
会

で
す
。

　
平
成
二
十
八
年
に
坂
城
町
鉄
の
展

示
館
に
始
ま
り
大
阪
歴
史
博
物
館
と

継
続
し
、
昨
年
十
月
は
第
七
回
と
し

て
佐
野
美
術
館
の
協
力
を
得
て
研

磨
・
白
鞘
・
白
銀
の
三
分
野
で
実
施

し
ま
し
た
。
部
分
修
復
が
古
来
、
重

要
な
刀
剣
保
存
技
術
で
あ
る
こ
と
は

論
を
俟
ち
ま
せ
ん
が
、
そ
の
高
度
の

技
術
を
実
践
的
に
学
べ
る
絶
好
の
機

会
で
す
。
文
化
庁
の
要
請
に

よ
っ
て
実
施
し
た
研
修
生
の

リ
ポ
ー
ト
に
も
、
有
意
義
な

内
容
で
今
後
の
継
続
を
期
待

す
る
意
見
ば
か
り
で
し
た
。

　
結
果
は
コ
ン
ク
ー
ル
の
成

績
に
も
表
れ
、
励
み
に
も

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
宝

や
重
要
文
化
財
を
は
じ
め
と

し
て
、
部
分
修
復
の
仕
事
に

も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
今

ま
で
は
、
依
頼
す
る
側
に
信

頼
で
き
る
情
報
が
あ
ま
り
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
文

化
財
を
所
蔵
す
る
機
関
な
ど

か
ら
も
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

● 「
日
本
刀
名
匠
」と「
新
作
日
本

刀
証
明
証
」

　

―
お
そ
ら
く
そ
の
指
導
者
ク
ラ

ス
の
方
々
が
対
象
だ
と
推
測
さ
れ
る

「
日
本
刀
名
匠
」
認
定
事
業
は
、
ど

う
い
う
趣
旨
で
開
始
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

高
森
　
過
去
の
展
覧
会
な
ど
の
実
績

を
振
り
返
り
、
刀
職
者
と
し
て
既
に

審
査
員
を
務
め
る
ま
で
の
域
に
達

し
、
十
分
卓
越
し
た
技
量
と
認
め
ら

れ
、
も
は
や
今
後
コ
ン
ク
ー
ル
の
審

査
対
象
外
と
し
て
申
し
分
の
な
い

方
々
を
ど
う
処
遇
す
べ
き
か
、
長
年

検
討
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

公
益
事
業
と
し
て
「
日
本
刀
名
匠

（
各
分
野
）」
と
い
う
呼
称
で
認
定
制

度
を
作
り
ま
し
た
。「
現
代
版
刀
職

者
マ
イ
ス
タ
ー
」
と
も
言
う
べ
き
位

置
づ
け
で
す
。

　

―
こ
れ
に
対
し
て
、
作
品
に
発

行
す
る
も
の
に
「
新
作
日
本
刀
証
明

証
」
が
あ
り
ま
す
ね
。

高
森
　
こ
ち
ら
は
収
益
事
業
に
入
り

ま
す
が
、
現
代
作
家
の
作
品
に
は
公

的
な
機
関
か
ら
の
真
正
に
関
す
る
認

定
書
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
そ
の

結
果
、
現
在
活
躍
中
の
有
名
作
家
の

〝
偽
物
〟
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
す
。
そ
こ
で
当
協
会

で
は
、
現
代
刀
作
家
作
品
の
価
値
を

お
と
し
め
な
い
た
め
、
ま
た
刀
剣
業

界
の
信
用
の
た
め
に
も
、
作
家
本
人

の
作
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
新

作
日
本
刀
証
明
証
」
を
発
行
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
こ
の
証
明
証
に

は
、
海
外
の
刀
剣
フ
ァ
ン
の
た
め
に

も
英
語
表
記
を
加
え
て
あ
り
ま
す
。

●
新
作
日
本
刀
第
十
二
回
展

　

―
「
新
作
日
本
刀 

研
磨 

外
装 

刀
職
技
術
展
覧
会
」
は
恒
例
化
し

て
、
今
回
で
十
二
回
を
数
え
ま
す
。

出
品
者
に
対
し
て
申
し
上
げ
た
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
…
。

高
森
　
私
の
立
場
か
ら
言
え
る
こ
と

は
、
ぜ
ひ
毎
回
出
品
し
て
い
た
だ
く

こ
と
。
成
績
に
一
喜
一
憂
せ
ず
、
真

摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
刀
職
者
は
必

ず
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
審

査
は
公
正
で
す
か
ら
、
ど
こ
が
良
く

て
ど
こ
が
悪
い
か
を
聞
け
ば
、
課
題

が
見
え
て
き
ま
す
。

　
こ
の
展
覧
会
は
、
自
分
の
作
品
を

客
観
的
に
見
て
も
ら
え
る
場
で
あ

り
、
継
続
し
て
出
品
す
る
こ
と
が
大

事
で
、
良
い
結
果
が
出
れ
ば
い
ず
れ

仕
事
に
結
び
つ
い
て
き
ま
す
。

　
同
展
は
六
月
か
ら
八
月
に
長
野
県

坂
城
町
・
鉄
の
展
示
館
で
開
催
し
ま

す
が
、
今
秋
に
は
重
要
文
化
財
で
あ

る
明
治
神
宮
宝
物
殿
を
会
場
に
、
特

別
展
の
開
催
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

● 

明
治
神
宮
宝
物
殿
で
の
特
別
展

　

―
明
治
神
宮
宝
物
殿
で
の
現
代

刀
剣
展
は
、
お
そ
ら
く
初
め
て
で

し
ょ
う
。

高
森
　
今
年
は
明
治
天
皇
ご
生
誕
百

七
十
年
に
当
た
り
、
こ
れ
を
寿
ぐ
記

念
の
特
別
展
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

日
本
刀
文
化
を
内
外
に
発
信
す
る
機

会
と
し
ま
す
。

　
申
す
ま
で
も
な
く
、
明
治
天
皇
は

愛
刀
家
で
あ
り
、
廃
刀
令
後
の
伝
統

復
活
の
道
を
開
か
れ
た
方
で
す
。
復

活
の
お
か
げ
で
今
の
「
人
間
国
宝
」

の
前
身
で
あ
る
「
帝
室
技
芸
員
」
に

二
名
の
刀
工
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
刀
剣
界
に
と
っ
て
恩
人

と
も
言
え
る
御
祭
神
を
お
祀
り
す
る

明
治
神
宮
で
の
現
代
刀
剣
展
に
は
大

き
な
意
義
を
感
じ
ま
す
。

　
今
秋
、
組
合
の
大
刀
剣
市
が
開
催

さ
れ
る
環
境
が
整
え
ば
、
東
京
国
立

博
物
館
の
国
宝
展
な
ど
と
も
併
せ
、

刀
剣
巡
り
の
一
環
と
し
て
多
く
の
方

に
お
越
し
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

―
刀
文
協
の
公
益
目
的
事
業
に

は
不
特
定
一
般
向
け
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
関
連
で
特
に
指
摘
し
た
い

事
柄
が
あ
り
ま
し
た
ら
…
。

高
森
　
従
来
の
刀
剣
界
に
は
、
意
図

せ
ず
し
て
初
心
者
が
近
寄
り
に
く
い

対
応
が
多
か
っ
た
の
で
は
、
と
感
じ

て
お
り
ま
す
。

　
最
近
、
よ
く
問
い
合
わ
せ
が
あ
り

ま
す
が
、
例
え
ば
、
自
宅
か
ら
刀
が

発
見
さ
れ
た
の
で
警
察
に
相
談
す
る

と
、
あ
た
か
も
持
っ
て
は
い
け
な
い

か
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
多

少
刀
の
知
識
の
あ
る
人
か
ら
は
、
お

金
を
か
け
る
価
値
の
な
い
も
の
だ
と

切
り
捨
て
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
ど
う

し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
当

協
会
に
お
ず
お
ず
電
話
を
し
て
こ
ら

れ
る
わ
け
で
す
。

　
私
が
申
し
上
げ
た
一
例
を
挙
げ
る

と
、〝
ど
ん
な
状
態
の
ど
ん
な
刀
で

も
、
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
宝
物
で

す
。
た
ま
た
ま
あ
な
た
が
発
見
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
ご
先
祖
と
の
縁

え
に
し

を

あ
ら
た
め
て
自
覚
す
る
機
会
が
与
え

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
〟
と
。
そ
う
す
る
と
、
今
ま
で

の
刀
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
る
。
そ

の
上
で
、
発
見
届
の
や
り
方
や
、
そ

の
後
の
保
存
・
処
置
な
ど
を
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
し
た
。

　
刀
の
文
化
は
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
知
っ
て
、
刀
へ

の
関
心
を
も
っ
と
持
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
初
心
者

の
方
を
大
切
に
し
て
、
育
て
て
い
く

こ
と
が
斯
界
に
と
っ
て
も
重
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

―
当
組
合
で
も
『
や
さ
し
い

刀
』
な
ど
を
通
し
て
、
発
見
届
の
啓

発
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
刀
剣
界
の

発
展
の
た
め
に
、
今
後
と
も
刀
文
協

の
ご
尽
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。（
聞
き
手
／
清
水
儀
孝
・
綱
取

譲
一
・
伊
波
賢
一
）
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暮  
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一
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主
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本
刀
の

名
品
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名
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を
販
売

刀
剣
界
の
現
況
と
近
未
来

（公財）日本刀文化振興協会　新事業体系
令和3年5月31日 変更認定

〈公益目的事業〉
公１　刀匠・刀職者を対象とする事業
　① 刀職者実技研修会・部分修復技術研修

会等の開催
　② 新作日本刀研磨外装刀職技術展覧会の

主催、お守り刀展の後援
　③「日本刀名匠」認定事業の実施
公２　不特定一般向け事業
　①日本刀・刀装具鑑賞会の実施
　② 一般および学芸員のための日本刀講座

の開催および講師派遣
　③日本刀に関する国際交流事業
　④鍛錬道場見学会の実施
　⑤ その他、日本刀文化普及啓蒙・調査・保

存に関する事業

〈収益事業〉
　① 新作日本刀・刀装具等の製作販売およ

び保存・修理委託
　②「新作日本刀証明証」の発行

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会 

事
務
局
長

　高
森 

邦
彦 

氏

インタビューに答える高森事務局長（撮影／生野正）

今秋の特別展会場となる明治神宮宝物殿

刀　剣　界令和4年4月15日発行 第63号

（2）

を
期
待
い
た
し
ま
す
。
本
紙
で
も
繰

り
返
し
訴
え
て
い
る
新
た
な
重
要
無

形
文
化
財
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
の

認
定
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
し
ょ
う
か
。

柴
原
　
協
会
の
重
い
使
命
と
し
て
、

伝
統
技
術
の
伝
承
と
向
上
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
人
間
国
宝
の

存
在
が
不
可
欠
で
す
し
、
職
方
の
皆

さ
ん
の
活
躍
が
一
番
大
切
で
す
。

　

―
日
本
刀
の
製
作
に
欠
か
せ
な

い
玉
鋼
で
す
が
、
そ
の
製
造
を
担
う

日
刀
保
た
た
ら
の
現
況
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

柴
原
　
通
常
、
年
に
三
回
操
業
す
る

と
こ
ろ
、
本
年
度
は
感
染
症
の
影
響

で
一
回
し
か
操
業
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
玉
鋼
の
供
給
に
つ
い
て
は
不

足
す
る
事
態
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
伝
統
技
術
の
継
承
と
い
う
面
で

は
問
題
で
す
。
た
た
ら
操
業
は
協
会

の
最
も
大
事
な
事
業
の
一
つ
で
あ

り
、
今
後
も
継
続
発
展
さ
せ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
「
刀
剣
・
和
鉄
文
化
を

保
存
振
興
す
る
議
員
連
盟
」
の
ご
尽

力
に
よ
り
助
成
金
も
増
額
さ
れ
る
な

ど
、
理
解
が
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
は

あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
力
強
く

感
じ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
各
方
面

の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
仰
ぎ
な
が

ら
、
当
協
会
の
事
業
に
ご
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

●�

審
査
へ
の
新
制
度
導
入
に
つ
い
て

　

―
刀
剣
等
の
審
査
事
業
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
に
変
更
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
狙
い
は
何
で

し
ょ
う
か
。

柴
原
　
当
協
会
で
は
鑑
定
・
資
料
収

集
事
業
に
お
い
て
刀
剣
類
の
審
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
月
の
鑑
定

審
査
か
ら
受
付
方
法
を
変
更
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
事
前
予
約
制
と
、
従
来

の
書
面
に
よ
る
申
請
に
加
え
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
請
方
法
を
導

入
し
ま
し
た
。

　
受
付
日
に
物
件
を
ご
持
参
ま
た
は

ご
送
付
い
た
だ
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
と
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
を
ご
利
用
い
た
だ

き
ま
す
と
、
専
用
サ
イ
ト
上
で
申
請

履
歴
や
審
査
結
果
、
審
査
関
連
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
が
自
宅
や
職
場
、
外

出
先
ど
こ
に
お
ら
れ
て
も
二
十
四
時

間
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、

専
用
サ
イ
ト
上
で
は
ご
住
所
や
電
話

番
号
変
更
の
手
続
き
も
可
能
と
な
り

ま
す
。

　
こ
こ
数
年
、
送
付
に
よ
る
申
請
が

全
申
請
数
の
約
半
数
に
上
る
状
況
で

す
が
、
こ
れ
ま
で
は
送
付
申
請
物
件

に
つ
い
て
は
引
換
券（
新
制
度
で
は
預

か
り
書
兼
引
換
書
）
が
発
行
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
部
分
の
改

善
が
課
題
で
し
た
が
、
今
後
は
送
付

申
請
物
件
に
つ
い
て
も
預
か
り
書
兼

引
換
書
を
発
行
し
、
郵
送
で
き
る
よ

う
に
な
り
、大
き
く
改
善
さ
れ
ま
す
。

　
新
制
度
導
入
当
初
は
何
か
と
ご
不

便
や
ご
面
倒
を
お
か
け
す
る
こ
と
も

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
申

し
上
げ
た
よ
う
な
機
能
を
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
で
、
会
員
様
・
申
請
者

様
の
お
役
に
立
て
る
も
の
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
い
た
だ
き
ま

し
て
、
皆
さ
ま
か
ら
忌
憚
の
な
い
ご

意
見
を
頂
戴
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

―
審
査
へ
の
申
請
が
半
数
は
郵

送
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
は

驚
き
で
す
が
、
時
代
の
変
化
に
よ
っ

て
利
便
性
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
組
合

で
は
毎
度
の
こ
と
な
が
ら
、
鑑
定
書

の
発
行
サ
イ
ク
ル
短
縮
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
点
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

柴
原
　
鑑
定
書
の
速
や
か
な
発
行
に

つ
い
て
は
専
務
就
任
以
来
、一
番
の
課

題
と
考
え
て
お
り
、
常
日
ご
ろ
解
決

策
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
審
査
の
流
れ
に
つ
い
て
ご
説
明
し

ま
す
と
、
審
査
受
付
後
、
審
査
品
保

管
庫
に
て
保
管
、
審
査
前
に
油
を
拭

う
等
の
準
備
を
し
、
厳
正
な
審
査
を

実
施
す
る
た
め
、
予
備
審
査
を
経
て

本
審
査
を
行
い
ま
す
。
審
査
後
の
業

務
と
し
て
、
合
格
品
に
つ
い
て
は
資

料
お
よ
び
鑑
定
書
用
の
写
真
撮
影
を

行
い
、
写
真
の
確
認
・
点
検
と
調
書

（
作
品
の
名
称
・
法
量
・
品
質
形
状
・

地
鉄
・
刃
文
の
状
態
・
製
作
年
代
・

申
請
者
氏
名
等
）
を
作
成
し
ま
す
。

調
書
の
確
認
・
点
検
後
、
結
果
通
知

書
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
を
一
点
ず

つ
確
認
・
点
検
後
、
申
請
者
に
送
付

し
て
い
ま
す
。

　
鑑
定
書
に
つ
い
て
は
、
調
書
の
確

認
・
点
検
が
完
了
次
第
、
作
成
を
開

始
し
ま
す
。
作
成
は
ま
ず
証
書
番
号
・

発
行
年
月
日
等
を
鑑
定
書
原
紙
に
印

刷
し
、
刀
剣
は
種
別
・
銘
・
極
め
等
、

刀
装
・
刀
装
具
は
画
題
・
銘
・
形
状
等

を
、
保
存
鑑
定
書
は
印
刷
、
特
別
保

存
鑑
定
書
・
指
定
書
は
手
書
き
で
記

載
し
ま
す
。
そ
の
後
、
押
印
・
刻
印

す
る
と
と
も
に
、
物
件
の
原
寸
サ
イ

ズ
を
考
慮
し
、
写
真
を
一
点
ず
つ
手

作
業
で
カ
ッ
ト
し
て
貼
付
し
ま
す
。

作
成
が
完
了
し
た
ら
、
誤
り
の
な
い

よ
う
一
枚
ず
つ
確
認
・
点
検
を
経
て

申
請
者
様
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
一
回
の
審
査
受
付
に
一
千

五
百
点
ほ
ど
の
申
し
込
み
が
あ
り
ま

す
が
、
審
査
は
お
お
む
ね
百
五
十
点

を
対
象
に
一
ク
ー
ル
と
し
て
繰
り
返

し
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
審
査
業

務
と
同
時
に
、
博
物
館
業
務
、
鑑
賞
会

等
の
普
及
振
興
業
務
そ
の
他
の
業
務

を
行
っ
て
い
る
た
め
、
す
ぐ
に
大
幅

な
短
縮
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、

常
に
検
討
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

●�

地
元
に
も
愛
さ
れ
る
博
物
館
に

　

―
鑑
定
の
精
度
を
保
つ
こ
と
が

最
優
先
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な

い
と
わ
れ
わ
れ
も
認
識
し
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
引
き
続
き
ご
検
討
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
だ
っ
て
博
物
館
の

屋
上
庭
園
に
向
か
う
地
元
住
民
の
方

た
ち
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
展
覧
会
以
外
に
、
地
元
と
の

交
流
を
図
る
機
会
も
増
え
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

柴
原
　
地
元
の
歓
迎
度
が
高
い
の
は

う
れ
し
い
こ
と
で
、
区
長
を
は
じ
め

地
元
の
町
内
会
な
ど
の
皆
さ
ま
方
か

ら
こ
ん
な
に
も
歓
迎
し
て
い
た
だ
け

る
の
か
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
観
光

組
合
の
行
事
に
名
品
を
出
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
ご
依
頼
を
頂
い
た

り
、
刀
剣
博
物
館
前
と
い
う
バ
ス
停

を
設
置
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
区
の
お
祭
り
な
ど
で
は

一
階
の
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
を

提
供
し
て
お
茶
会
な
ど
も
開

催
し
て
地
元
の
皆
さ
ま
と
の

交
流
を
深
め
て
お
り
、
こ
れ

は
移
転
前
の
博
物
館
で
は
な

か
っ
た
新
し
い
展
開
で
す
の

で
、
今
後
も
交
流
を
深
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

―
今
後
も
貴
協
会
の
活

動
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
ま
す
ま

す
の
発
展
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

長
時
間
に
わ
た
っ
て
貴
重
な
お
話
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
聞
き
手
／
飯
田
慶
雄
・
生
野�

正
）

　「
人
の
寿
命
と
い
う
の
は
な
、
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」。

こ
う
言
っ
た
の
は
、
横
浜
市
在
住
の
兜

の
収
集
家
だ
っ
た
石
井
雪
男
氏
。

　
大
戦
中
は
擲
弾
筒
を
運
び
、
戦
後
は

長
く
ビ
ー
ル
会
社
の
労
組
の
委
員
長
を

務
め
た
。
こ
れ
は
氏
と
俺
の
共
通
の
知

人
、
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
評
議

員
で
、
水
質
管
理
と
環
境
プ
ラ
ン
ト
の

仕
事
も
志
半
ば
の
四
十
三
歳
と
い
う
若

さ
で
他
界
し
た
望
月
隆
司
氏
を
悼
む
俺

に
語
っ
た
言
葉
だ
。
平
成
二
年
の
夏

だ
っ
た
と
思
う
。

　
既
に
鬼
籍
に
入
っ
た
前
記
の
二
人

と
、
若
か
っ
た
甲
冑
愛
好
家
三
人
の
計

五
人
が
俺
の
自
宅
に
集
ま
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。
約
四
十
年
前
だ
。

　
航
空
機
の
整
備
士
だ
っ
た
金
山
順
雄

氏
、
建
設
会
社
に
お
勤
め
だ
っ
た
折
笠

輝
雄
氏
、
歯
科
技
工
士
だ
っ
た
小
松
康

祐
氏
。
三
人
と
も
甲
冑
の
世
界
で
は
高

名
な
方
々
と
な
っ
て
い
よ
う
が
、
折
笠

氏
と
は
現
在
音
信
が
途
絶
え
、
心
の
病

と
闘
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
風
の

便
り
が
あ
る
。
海
外
か
ら
も
氏
を
心
配

す
る
声
が
届
き
、
快
気
が
待
た
れ
る
。

　
当
時
の
当
家
、
木
造
平
屋
建
て
の
玄

関
に
う
ず
た
か
く
積
ま
れ
た
な
か
な
か

手
が
付
か
な
い
甲
冑
部
品
類
の
分
類
を

五
人
に
頼
ん
だ
の
が
俺
、
彼
ら
も
興
味

半
分
で
自
慢
の
一
眼
レ
フ
（
も
ち
ろ
ん

フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
）
を
手
に
手
に
や
っ

て
き
た
。

　
一
方
、
俺
が
も
う
一
つ
頼
ん
だ
の
が

資
料
提
供
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
メ

ラ
と
一
緒
に
折
笠
氏
が
持
っ
て
き
て
く

れ
た
の
は
、
秘
蔵
で
あ
っ
た
ろ
う
信
家

の
兜
鉢
。
信
家
と
言
え
ば
、
戦
前
ま
で

鐔
工
の
信
家
と
混
同
さ
れ
て
い
た
様
子

が
伺
え
、
そ
の
謎
解
き
は
あ
ま
り
に
も

ゆ
っ
く
り
だ
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

天
文
や
大
永
の
年
紀
が
あ
る
の
に
、
中

世
の
胴
丸
や
腹
巻
の
皆
具
の
一
部
と
し

て
発
見
さ
れ
た
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い

か
ら
だ
ろ
う
。

　
彼
ら
は
前
人
た
ち
が
何
十
年
も
か
か
っ

た
特
徴
の
把
握
を
、
三
十
分
で
俺
に
叩

き
込
も
う
と
し
た
。
さ
ら
に
簡
単
に
省

略
す
る
と
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

・
三
光
鋲
は
マ
ー
ブ
ル
チ
ョ
コ
の
形

（
望
月
氏
。
こ
の
お
菓
子
は
現
在
作

ら
れ
て
い
な
い
）

・
祓
立
て
台
は
薄
く
平
た
い
（
金
山
氏
）

・
筋
立
て
は
低
く
、
天
辺
に
近
づ
く
に

つ
れ
、さ
ら
に
低
く
な
る
（
小
松
氏
）

・
信
家
作
よ
り
信
家
花
押
の
も
の
が
多

く
肯
定
さ
れ
て
い
る
（
折
笠
氏
）

　
石
井
氏
は
こ
の
こ
ろ
既
に
、
信
家
よ

り
は
も
う
少
し
時
代
の
若
い
早
乙
女
鉢

や
雲
海
な
ど
の
工
芸
性
の
高
い
も
の
に

心
が
奪
わ
れ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い

る
。
横
浜
の
氏
の
自
宅
の
書
斎
は
、
日

本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
前
会
長
の
故

藤
本
巌
氏
に
よ
り
好
兜
庵
と
名
付
け
ら

れ
、
海
外
の
愛
好
家
か
ら
は
ミ
ス
タ
ー

ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
異
名
を
と
っ
た
。

　
望
月
氏
は
、
最
上
胴
や
雪
ノ
下
胴
な

ど
の
東
日
本
に
よ
く
見
る
甲
冑
と
馬
具

に
傾
倒
し
て
い
く
。
金
山
氏
と
小
松
氏

は
、
本
小
札
や
伊
予
札
の
中
世
か
ら
近

世
の
過
渡
期
の
西
日
本
に
よ
く
見
る
甲

冑
に
傾
倒
し
て
い
く
。
そ
し
て
折
笠
氏

は
信
家
・
義
通
・
高
義
な
ど
の
名
工
と

馬
具
に
さ
ら
に
傾
倒
し
て
い
く
。

　
一
方
、
俺
は
信
家
と
銘
の
あ
る
兜
を

目
の
前
に
す
る
と
、
こ
の
日
に
戻
る
進

歩
の
な
さ
だ
。

　
二
箱
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
六
人
で
分

け
合
い
空
腹
を
し
の
ぎ
、
陽
の
傾
く
時

間
、
俺
は
皆
を
最
寄
り
の
私
鉄
の
駅
ま

で
送
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
時
、
石
井
氏

が
駅
前
の
居
酒
屋
の
の
ぼ
り
に
目
を
奪

わ
れ
る
。「
ど
ぜ
う
食
い
て
ぇ
な
ー
」

　
俺
は
こ
の
日
、
五
人
を
も
て
な
し
て

い
な
い
。
こ
の
日
が
俺
の
財
産
と
な
っ

た
の
に
、俺
の
財
布
は
空
だ
っ
た
の
だ
。

俺
の
空
財
布
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
く
四
十
年
前
か
ら
同
じ
だ
っ
た
！

　
最
後
に
、
石
井
氏
の
言
葉
を
も
う
一

言
紹
介
し
て
お
く
。

　「
人
は
死
ぬ
と
き
な
、
幸
運
と
不
運

が
大
体
同
じ
数
に
な
る
ん
だ
よ
」

　
今
日
ま
で
、
俺
ほ
ど
運
の
な
い
奴
は

少
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
俺
は
も
う

少
し
生
き
ら
れ
る
な
。

大
正
生
ま
れ
の
兜
愛
好
家
と

昭
和
生
ま
れ
の
仲
間
た
ち
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―
ご
多
用
な
中
、
お
時
間
を
割

い
て
い
た
だ
き
恐
縮
に
存
じ
ま
す
。

今
回
は
日
本
刀
文
化
振
興
協
会
（
以

下
「
刀
文
協
」）
の
今
後
の
事
業
や

活
動
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

●
人
材
育
成
と
技
能
継
承

高
森
　
こ
う
い
う
機
会
を
作
っ
て
い

た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　
当
協
会
は
、
公
益
法
人
新
法
の
施

行
に
合
わ
せ
て
平
成
二
十
年
十
二
月

一
日
、
一
般
財
団
法
人
と
し
て
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
新
法
人
で
は
異
例
に

早
く
、
翌
年
十
二
月
十
日
に
公
益
認

定
を
頂
き
、
令
和
元
年
に
丸
十
年
を

迎
え
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
十
年
間
の
活
動
を
振
り

返
り
、
環
境
の
変
化
等
も
踏
ま
え
て

当
初
の
公
益
目
的
事
業
の
見
直
し
を

行
い
、
公
益
認
定
等
委
員
会
に
そ
の

変
更
認
定
を
申
請
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
昨
年
五
月
三
十
一
日
付
で
当
時

の
菅
義
偉
総
理
大
臣
名
で
変
更
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
六
月
か
ら
新
し
い

事
業
を
正
式
に
開
始
し
た
と
こ
ろ
で

す
。

　

―
そ
れ
で
は
、
令
和
四
年
は
大

事
な
一
年
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
内

容
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
願
え
ま
す

か
。

高
森
　
刀
匠
を
は
じ
め
刀
職
者
の
皆

さ
ま
が
い
か
に
仕
事
を
発
展
さ
せ
て

い
け
る
か
、
刀
職
技
能
継
承
や
人
材

育
成
を
い
か
に
図
っ
て
い
く
か
、
そ

の
支
援
と
実
現
が
当
協
会
の
重
要
な

役
割
で
す
が
、
そ
の
具
体
例
の
一
つ

が
文
化
庁
と
の
委
託
契
約
事
業
で
あ

る
刀
剣
類
の
部
分
修
復
技
術
研
修
会

で
す
。

　
平
成
二
十
八
年
に
坂
城
町
鉄
の
展

示
館
に
始
ま
り
大
阪
歴
史
博
物
館
と

継
続
し
、
昨
年
十
月
は
第
七
回
と
し

て
佐
野
美
術
館
の
協
力
を
得
て
研

磨
・
白
鞘
・
白
銀
の
三
分
野
で
実
施

し
ま
し
た
。
部
分
修
復
が
古
来
、
重

要
な
刀
剣
保
存
技
術
で
あ
る
こ
と
は

論
を
俟
ち
ま
せ
ん
が
、
そ
の
高
度
の

技
術
を
実
践
的
に
学
べ
る
絶
好
の
機

会
で
す
。
文
化
庁
の
要
請
に

よ
っ
て
実
施
し
た
研
修
生
の

リ
ポ
ー
ト
に
も
、
有
意
義
な

内
容
で
今
後
の
継
続
を
期
待

す
る
意
見
ば
か
り
で
し
た
。

　
結
果
は
コ
ン
ク
ー
ル
の
成

績
に
も
表
れ
、
励
み
に
も

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
宝

や
重
要
文
化
財
を
は
じ
め
と

し
て
、
部
分
修
復
の
仕
事
に

も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
今

ま
で
は
、
依
頼
す
る
側
に
信

頼
で
き
る
情
報
が
あ
ま
り
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
文

化
財
を
所
蔵
す
る
機
関
な
ど

か
ら
も
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

● 「
日
本
刀
名
匠
」と「
新
作
日
本

刀
証
明
証
」

　

―
お
そ
ら
く
そ
の
指
導
者
ク
ラ

ス
の
方
々
が
対
象
だ
と
推
測
さ
れ
る

「
日
本
刀
名
匠
」
認
定
事
業
は
、
ど

う
い
う
趣
旨
で
開
始
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

高
森
　
過
去
の
展
覧
会
な
ど
の
実
績

を
振
り
返
り
、
刀
職
者
と
し
て
既
に

審
査
員
を
務
め
る
ま
で
の
域
に
達

し
、
十
分
卓
越
し
た
技
量
と
認
め
ら

れ
、
も
は
や
今
後
コ
ン
ク
ー
ル
の
審

査
対
象
外
と
し
て
申
し
分
の
な
い

方
々
を
ど
う
処
遇
す
べ
き
か
、
長
年

検
討
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

公
益
事
業
と
し
て
「
日
本
刀
名
匠

（
各
分
野
）」
と
い
う
呼
称
で
認
定
制

度
を
作
り
ま
し
た
。「
現
代
版
刀
職

者
マ
イ
ス
タ
ー
」
と
も
言
う
べ
き
位

置
づ
け
で
す
。

　

―
こ
れ
に
対
し
て
、
作
品
に
発

行
す
る
も
の
に
「
新
作
日
本
刀
証
明

証
」
が
あ
り
ま
す
ね
。

高
森
　
こ
ち
ら
は
収
益
事
業
に
入
り

ま
す
が
、
現
代
作
家
の
作
品
に
は
公

的
な
機
関
か
ら
の
真
正
に
関
す
る
認

定
書
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
そ
の

結
果
、
現
在
活
躍
中
の
有
名
作
家
の

〝
偽
物
〟
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
す
。
そ
こ
で
当
協
会

で
は
、
現
代
刀
作
家
作
品
の
価
値
を

お
と
し
め
な
い
た
め
、
ま
た
刀
剣
業

界
の
信
用
の
た
め
に
も
、
作
家
本
人

の
作
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
新

作
日
本
刀
証
明
証
」
を
発
行
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
こ
の
証
明
証
に

は
、
海
外
の
刀
剣
フ
ァ
ン
の
た
め
に

も
英
語
表
記
を
加
え
て
あ
り
ま
す
。

●
新
作
日
本
刀
第
十
二
回
展

　

―
「
新
作
日
本
刀 

研
磨 

外
装 

刀
職
技
術
展
覧
会
」
は
恒
例
化
し

て
、
今
回
で
十
二
回
を
数
え
ま
す
。

出
品
者
に
対
し
て
申
し
上
げ
た
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
…
。

高
森
　
私
の
立
場
か
ら
言
え
る
こ
と

は
、
ぜ
ひ
毎
回
出
品
し
て
い
た
だ
く

こ
と
。
成
績
に
一
喜
一
憂
せ
ず
、
真

摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
刀
職
者
は
必

ず
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
審

査
は
公
正
で
す
か
ら
、
ど
こ
が
良
く

て
ど
こ
が
悪
い
か
を
聞
け
ば
、
課
題

が
見
え
て
き
ま
す
。

　
こ
の
展
覧
会
は
、
自
分
の
作
品
を

客
観
的
に
見
て
も
ら
え
る
場
で
あ

り
、
継
続
し
て
出
品
す
る
こ
と
が
大

事
で
、
良
い
結
果
が
出
れ
ば
い
ず
れ

仕
事
に
結
び
つ
い
て
き
ま
す
。

　
同
展
は
六
月
か
ら
八
月
に
長
野
県

坂
城
町
・
鉄
の
展
示
館
で
開
催
し
ま

す
が
、
今
秋
に
は
重
要
文
化
財
で
あ

る
明
治
神
宮
宝
物
殿
を
会
場
に
、
特

別
展
の
開
催
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

● 

明
治
神
宮
宝
物
殿
で
の
特
別
展

　

―
明
治
神
宮
宝
物
殿
で
の
現
代

刀
剣
展
は
、
お
そ
ら
く
初
め
て
で

し
ょ
う
。

高
森
　
今
年
は
明
治
天
皇
ご
生
誕
百

七
十
年
に
当
た
り
、
こ
れ
を
寿
ぐ
記

念
の
特
別
展
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

日
本
刀
文
化
を
内
外
に
発
信
す
る
機

会
と
し
ま
す
。

　
申
す
ま
で
も
な
く
、
明
治
天
皇
は

愛
刀
家
で
あ
り
、
廃
刀
令
後
の
伝
統

復
活
の
道
を
開
か
れ
た
方
で
す
。
復

活
の
お
か
げ
で
今
の
「
人
間
国
宝
」

の
前
身
で
あ
る
「
帝
室
技
芸
員
」
に

二
名
の
刀
工
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
刀
剣
界
に
と
っ
て
恩
人

と
も
言
え
る
御
祭
神
を
お
祀
り
す
る

明
治
神
宮
で
の
現
代
刀
剣
展
に
は
大

き
な
意
義
を
感
じ
ま
す
。

　
今
秋
、
組
合
の
大
刀
剣
市
が
開
催

さ
れ
る
環
境
が
整
え
ば
、
東
京
国
立

博
物
館
の
国
宝
展
な
ど
と
も
併
せ
、

刀
剣
巡
り
の
一
環
と
し
て
多
く
の
方

に
お
越
し
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

―
刀
文
協
の
公
益
目
的
事
業
に

は
不
特
定
一
般
向
け
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
関
連
で
特
に
指
摘
し
た
い

事
柄
が
あ
り
ま
し
た
ら
…
。

高
森
　
従
来
の
刀
剣
界
に
は
、
意
図

せ
ず
し
て
初
心
者
が
近
寄
り
に
く
い

対
応
が
多
か
っ
た
の
で
は
、
と
感
じ

て
お
り
ま
す
。

　
最
近
、
よ
く
問
い
合
わ
せ
が
あ
り

ま
す
が
、
例
え
ば
、
自
宅
か
ら
刀
が

発
見
さ
れ
た
の
で
警
察
に
相
談
す
る

と
、
あ
た
か
も
持
っ
て
は
い
け
な
い

か
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
多

少
刀
の
知
識
の
あ
る
人
か
ら
は
、
お

金
を
か
け
る
価
値
の
な
い
も
の
だ
と

切
り
捨
て
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
ど
う

し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
当

協
会
に
お
ず
お
ず
電
話
を
し
て
こ
ら

れ
る
わ
け
で
す
。

　
私
が
申
し
上
げ
た
一
例
を
挙
げ
る

と
、〝
ど
ん
な
状
態
の
ど
ん
な
刀
で

も
、
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
宝
物
で

す
。
た
ま
た
ま
あ
な
た
が
発
見
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
ご
先
祖
と
の
縁

え
に
し

を

あ
ら
た
め
て
自
覚
す
る
機
会
が
与
え

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
〟
と
。
そ
う
す
る
と
、
今
ま
で

の
刀
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
る
。
そ

の
上
で
、
発
見
届
の
や
り
方
や
、
そ

の
後
の
保
存
・
処
置
な
ど
を
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
し
た
。

　
刀
の
文
化
は
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
知
っ
て
、
刀
へ

の
関
心
を
も
っ
と
持
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
初
心
者

の
方
を
大
切
に
し
て
、
育
て
て
い
く

こ
と
が
斯
界
に
と
っ
て
も
重
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

―
当
組
合
で
も
『
や
さ
し
い

刀
』
な
ど
を
通
し
て
、
発
見
届
の
啓

発
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
刀
剣
界
の

発
展
の
た
め
に
、
今
後
と
も
刀
文
協

の
ご
尽
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。（
聞
き
手
／
清
水
儀
孝
・
綱
取

譲
一
・
伊
波
賢
一
）
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暮  
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本
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の
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刀
剣
界
の
現
況
と
近
未
来

（公財）日本刀文化振興協会　新事業体系
令和3年5月31日 変更認定

〈公益目的事業〉
公１　刀匠・刀職者を対象とする事業
　① 刀職者実技研修会・部分修復技術研修

会等の開催
　② 新作日本刀研磨外装刀職技術展覧会の

主催、お守り刀展の後援
　③「日本刀名匠」認定事業の実施
公２　不特定一般向け事業
　①日本刀・刀装具鑑賞会の実施
　② 一般および学芸員のための日本刀講座

の開催および講師派遣
　③日本刀に関する国際交流事業
　④鍛錬道場見学会の実施
　⑤ その他、日本刀文化普及啓蒙・調査・保

存に関する事業

〈収益事業〉
　① 新作日本刀・刀装具等の製作販売およ

び保存・修理委託
　②「新作日本刀証明証」の発行

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会 

事
務
局
長

　高
森 

邦
彦 

氏

インタビューに答える高森事務局長（撮影／生野正）

今秋の特別展会場となる明治神宮宝物殿
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　『
刀
剣
美
術
』
新
年
号
の
記
事
「
旧

国
宝
・
無
銘
則
重
と
思
わ
れ
る
刀
と
の

邂
逅
」
を
読
ん
で
驚
愕
さ
れ
た
方
は
少

な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
書
か
れ
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
住
む
弁
護
士
の
イ
ア

ン･

ブ
ル
ッ
ク
ス
さ
ん
、
六
十
六
歳
。

十
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
た

の
は
、
四
年
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
で
見
つ
け
、
五

三
〇
〇
ド
ル
余
り
、
日
本
円
に
し
て
六

〇
万
円
ほ
ど
で
落
札
し
た
と
い
う
無
銘

の
刀
。
こ
れ
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い

る
旧
国
宝
の
無
銘
則
重
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
論
旨
で
あ
る
。

　
当
該
刀
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
資
料

に
「
旧
国
宝
（
大
正
七
年
四
月
八
日
指

定
）、
刀
無
銘
伝
則
重
付
白
柄
蠟
色

鞘
脇
指
拵
、
刃
長
二
尺
一
寸
、
所
有
者

鹿
児
島
神
宮
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
三

十
一
日
国
分
警
察
署
へ
提
出
、
同
二
十

一
年
一
月
二

日
第
八
海
兵

隊
第
三
大
隊

へ
提
出
（
司

令
官
ヘ
イ

ワ
ー
ド
中

佐
）」と
あ
る

も
の
に
ほ
か

な
ら
ず
、
接

収
が
免
除
さ

れ
る
べ
き
国

指
定
品
で
あ

る
に
も
か
か

わ
ら
ず
返
還

さ
れ
ず
、何
者
か
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
、

七
十
五
年
後
の
今
、
初
め
て
姿
を
現
し

た
こ
と
に
な
る
。

　
ブ
ル
ッ
ク
ス
さ
ん
は
本
文
の
最
後
に

「
こ
の
則
重
が
私
の
死
後
に
鹿
児
島
神

宮
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
私
の
願
い
で
あ

り
、そ
れ
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、

既
に
遺
言
状
を
し
た
た
め
て
あ
る
」と
、

今
の
思
い
を
明
言
し
て
お
ら
れ
る
の
が

救
い
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
年
月
の
経
過

は
悔
や
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
新
聞
各
紙
が
追

跡
取
材
を
し
、
鹿
児
島
神
宮
の
無
銘
則

重
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

　
文
化
庁
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
取
材
に
対
し
、

「
実
物
は
ま
だ
見
て
い
な
い
が
、
特
徴

が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら

く『
刀
無
銘
則
重
』だ
と
考
え
て
い
て
、

今
回
の
発
見
は
非
常
に
喜
ば
し
い
。
所

有
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
本
物
か
ど
う

か
を
確
認
し
た
り
、
返
還
の
際
に
調
整

し
た
り
し
た
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い

る
と
い
う
。

　
文
化
庁
に
よ
る
と
、
昨
年
三
月
の
時

点
で
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
重
要
文

化
財
は
百
四
十
二
件
あ
り
、
こ
の
中
で

刀
剣
は
半
数
以
上
の
七
十
二
件
を
占
め

て
い
る
。
こ
こ
に
は
終
戦
時
に
提
出
し

た
ま
ま
未
返
還
・
行
方
不
明
と
な
っ
て

い
る
旧
国
宝
の
刀
剣
数
振
も
含
ま
れ
て

い
る
。

　
い
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
刀
剣
の
戦

後
が
、
少
し
で
も
進
展
す
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

　
愛
媛
県
教
育
委
員
会
は
こ
の
ほ
ど
、

「
刀
剣
製
作
」
の
技
術
保
持
者
と
し
て

松
山
市
の
玉
岡
俊
行
さ
ん
を
無
形
文
化

財
に
認
定
す
る
な
ど
、
新
た
に
三
件
の

文
化
財
を
指
定
し
た
。

　
新
た
に
県
無
形
文
化
財
の
刀
剣
製
作

技
術
の
保
持
者
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、

松
山
市
の
玉
岡
俊
行
さ
ん
（
72
）。
玉

岡
さ
ん
は
高
度
な
彫
金
技
術
を
用
い
て

日
本
刀
の
鐔
を
製
作
す
る
第
一
人
者

で
、
後
継
者
の
育
成
や
刀
剣
文
化
の
振

興
に
も
貢
献
し
て
い
る
点
な
ど
が
評
価

さ
れ
た
。
刀
剣
界
で
は
高
度
な
象
嵌
技

術
を
駆
使
し
た
透
か
し
鐔
の
作
者
と
し

て
知
ら
れ
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
（
酒
井
忠
久
会
長
）
の

「
現
代
刀
職
展
」
無
鑑
査
の
認
定
も
受

け
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
有
形
文
化
財
に
は
松
山

市
東
野
の
東
山
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い

る
陶
器
製
の
「
鉄
釉
獅
子
」
が
、
史
跡

に
は
西
予
市
宇
和
町
の「
笠
置
峠
古
墳
」

が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
で
県
指
定
の
有
形
文
化
財
は
一

四
七
件
、
無
形
文
化
財
は
三
件
、
史
跡

は
五
〇
件
と
な
る
。

　「
忙ぼ

う

中ち
ゆ
う

閑か
ん

あ
り
」
と
は
、
ど
ん

な
に
忙
し
く
て
も
、
わ
ず
か
な

時
間
の
余
裕
は
あ
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
。
そ
の
余
暇
を
、
あ

の
人
は
ど
う
し
て
過
ご
し
て
い

る
の
か
―
。
そ
っ
と
の
ぞ
い
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
刀
で
「
孫
」
と
言
え
ば
孫
六
兼
元
と

な
り
ま
す
が
、
今
回
は
私
の
孫
に
つ
い

て
紙
面
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　
現
在
、
私
に
は
四
人
の
孫
（
長
男
に

三
女
、
次
男
に
一
男
）
が
い
ま
す
。
最

近
の
私
の
趣
味
と
い
え
ば
、
こ
の
三
女

の
服
選
び
で
す
。
上
の
孫
は
デ
ィ
ズ

ニ
ー
プ
リ
ン
セ
ス
が
大
好
き
で
、
そ
の

服
も
プ
リ
ン
セ
ス
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も

の
が
メ
イ
ン
で
、
フ
リ
ル
や
リ
ボ
ン
の

付
い
た
、
い
か
に
も
可
愛
ら
し
い
も
の

で
す
。
私
の
子
供
は
男
の
子
だ
け
で
し

た
か
ら
、
こ
の
フ
リ
フ
リ
の
服
選
び
は

何
と
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

　
こ
こ
二
、
三
年
は
メ
ル
カ
リ
に
ハ

マ
っ
て
い
て
、
暇
な
時
間
に
チ
ェ
ッ
ク

し
て
は
、
あ
れ
こ
れ
服
の
選
択
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
。
昔
は
デ
パ
ー
ト
や
子
供

服
専
門
の
お
店
に
出
向
か
な
け
れ
ば
購

入
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
時
代

が
変
わ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
自
宅
で
気

軽
に
服
を
選
び
、

購
入
が
で
き
て
、

高
齢
者
に
は
あ
り

が
た
い
こ
と
で

す
。

　
服
選
び
と
と
も

に
何
よ
り
楽
し
み

な
こ
と
、
そ
れ
は

孫
の
成
長
で
す
。

毎
年
洋
服
の
サ
イ

ズ
が
変
わ
っ
て
い

く
の
で
、
い
つ
も
お
姉
ち
ゃ
ん
が
お

ニ
ュ
ー
を
着
て
、
下
の
二
人
は
そ
の
お

古
を
着
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
二

人
が
こ
の
状
況
に
文
句
を
言
い
出
す
の

は
も
う
時
間
の
問
題
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
自
分
に
ま
だ
孫
が
い
な
い
こ
ろ
、
お

孫
さ
ん
が
い
る
方
に
「
孫
は
目
に
入
れ

て
も
痛
く
な
い
」と
聞
か
さ
れ
、
そ
の
こ

ろ
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

実
際
に
孫
が
で
き
て
み
る
と
、
今
が
一

番
可
愛
い
時
期
で
も
あ
り
、
な
る
ほ
ど

と
そ
の
言
葉
を
実
感
す
る
日
々
で
す
。

ら
刀
剣
フ
ァ
ン
や
通
称
「
審さ

神に

者わ

」
と

呼
ば
れ
る
ゲ
ー
ム
フ
ァ
ン
が
訪
れ
た
。

　
協
力
店
九
五
店
で
は
、
刀
剣
に
ち
な

ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
や
グ
ッ
ズ

の
ほ
か
、
美
術
館
入
場
券
の
提
示
で
受

け
ら
れ
る
割
引
、
手
荷
物
預
か
り
場
所

の
設
置
な
ど
、
店
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
、
展
覧
会
を
応
援

す
る
と
と
も
に
、
町
を
盛
り
上
げ
た
。

　
刀
剣
に
ち
な
ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ

ニ
ュ
ー
は
、
各
店
が
イ
ベ
ン
ト
の
た
め

に
考
案
し
た
も
の
。
光
楽
菜
館
で
は

ギ
ョ
ー
ザ
を
刀
剣
に
模
し
た
「
刀
剣
餃

子
」（
三
三
〇
円
）、artspace

＆

cafe

で
は
「
國
廣
」
の
文
字
が
入
っ

た
煎
餅
を
の
せ
た
「
國
廣
カ
レ
ー
」（
八

〇
〇
円
）
な
ど
刀
剣
を
意
識
し
た
メ

ニ
ュ
ー
を
用
意
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
さ

れ
る
な
ど
、
刀
剣
フ
ァ
ン
の
間
で
話
題

に
な
っ
た
。

　
骨
董
・
蔵
の
前
で
は
期
間
限
定
で
、

カ
ラ
コ
さ
ん
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
カ
フ
ェ

が「
ク
レ
ー
プ
切
り
桜
國
廣
」（
六
五
〇

円
）を
一
日
限
定
二
〇
食
で
出
張
販
売
。

ク
レ
ー
プ
店
を
経
営
す
るHELLO

は
「
國
廣
ラ
ム
ネ
」（
三
八
〇
円
）、「
國

廣
マ
ス
ク
」（
二
千
円
）
の
ほ
か
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
刀
剣
コ
ラ
ボ
グ
ッ
ズ
を
店

頭
で
販
売
し
た
。

HELLO

の
酒
井
洋
子
社
長
は
「
五

年
前
の
刀
剣
展
に
来
て
く
れ
た
皆
さ
ん

が
『
國
廣
ラ
ム
ネ
』
を
喜
ん
で
く
れ
た

こ
と
か
ら
、
足
利
を
応
援
し
た
い
気
持

ち
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
の
グ
ッ
ズ
展
開

や
ク
レ
ー
プ
店
の
出
店
に
ま
で
至
っ
た

の
で
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。
今
回

も
刀
剣
フ
ァ
ン
の
皆
さ
ん
に
喜
ん
で
も

ら
え
れ
ば
」
と
話
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
足
利
市
で
は
コ
ラ
ボ
企
画
の

一
環
と
し
て
、
声
優
の
前
野
智
昭
さ
ん

が
音
声
ガ
イ
ド
を
務
め
る
「
足
利
長
尾

ゆ
か
り
の
町
巡
り
音
声
ガ
イ
ド
」
を
製

作
し
、
提
供
し
た
。

　
音
声
ガ
イ
ド
ア
プ
リ
「
聴
く
美
術
」

を
使
い
、
足
利
市
立
美
術
館
、
史
跡
足

利
学
校
、
鑁ば

ん

阿な

寺じ

、
大
祥
山
長
林
寺
、

足
利
織
姫
神
社
、
太
平
記
館
、
あ
し
か

が
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
七
カ
所
を
紹
介

す
る
も
の
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
に
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
、
ア
プ
リ
内
で
「
足
利
長
尾
ゆ
か
り

の
町
巡
り
音
声
ガ
イ
ド
」
を
選
択
し
て

決
済
後
、
ガ
イ
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
と
利
用
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
足
利
デ
ザ
イ
ン
・
ビ
ュ
ー

テ
ィ
専
門
学
校
の
生
徒
ら
が
、
小
中
学

生
向
け
の
冊
子
『
長
尾
と
刀
と
足
利
の

歴
史
』
を
制
作
し
、
二
月
上
旬
か
ら
足

利
市
内
の
小
中
学
校
に
配
布
し
た
。

　
冊
子
の
制
作
を
担
当
し
た
の
は
、
同

校
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

デ
ザ
イ
ン
科
イ
ラ
ス

ト
コ
ー
ス
を
専
攻
す

る
二
年
生
の
男
女
五

人
。
足
利
学
校
や
歴

代
足
利
長
尾
、「
山

姥
切
国
広
」
に
つ
い

て
小
中
学
生
に
興
味

を
持
っ
て
も
ら
う
お

う
と
、
足
利
市
立
美

術
館
館
長
か
ら
依
頼

を
受
け
、
制
作
が
始
ま
っ
た
。

　
制
作
期
間
は
約
四
カ
月
。
同
館
の
職

員
と
勉
強
会
を
行
い
、
足
利
の
歴
史
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
こ
ろ
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
。
漫
画
形
式
に
し
た
冊
子

は
、
せ
り
ふ
の
難
し
い
言
い
回
し
を
避

け
、
小
中
学
生
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ

う
心
掛
け
た
。
紙
面
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や

デ
ザ
イ
ン
な
ど
も
み
ん
な
で
話
し
合

い
、
完
成
さ
せ
た
。

　
刀
剣
展
を
き
っ
か
け
に
、
市
民
や
商

店
に
こ
れ
を
応
援
す
る
気
運
が
高
ま
り
、

町
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
―
足

利
市
の
挑
戦
は
今
も
続
い
て
い
る
。

　
市
制
百
周
年
記
念
特
別
展
「
戦
国
武

将
足
利
長
尾
の
武
と
美
―
そ
の
命
脈
は

永と

遠わ

に
」
は
二
月
十
一
日
~
三
月
二
十

七
日
、
足
利
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ

た
が
、
市
街
地
の
店
舗
が
同
展
と
コ
ラ

ボ
し
て
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
、
市

中
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

　
五
年
ぶ
り
と
な
る
刀
剣
展
の
開
催

に
、
予
約
制
の
チ
ケ
ッ
ト
は
完
売
。
展

示
の
重
要
文
化
財
「
山や

ま

姥ん
ば

切ぎ
り

国
広
」
が

名
刀
を
男
性
に
擬
人
化
し
た
「
刀
剣
男

士
」
を
育
成
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

「
刀
剣
乱
舞
」
の
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
館
に
は
全
国
か

進
駐
軍
に
接
収
さ
れ
た
旧
国
宝

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
発
見
か

「
足
利
長
尾
の
武
と
美
」展
を
機
に

刀
剣
コ
ラ
ボ
グ
ッ
ズ
で
街
が
盛
り
上
が
る

鐔
製
作
の
第一人
者
･
玉
岡
俊
行
さ
ん

愛
媛
県
無
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
る

玉岡俊行作「武鑑透象嵌大小鐔」

鹿児島神宮の無銘則重である可能性が高い

『
長
尾
と
刀
と
足
利
の
歴
史
』

國廣ラムネ　３８０円

孫
の
成
長

大
平
岳
子

シ

リ

ー

ズ

忙ぼ
う

中ち
ゆ
う

閑か
ん

あ
り

孫娘のための洋服選びは楽しい

「
足
利
長
尾
ゆ
か
り
の
町
巡
り
音
声
ガ
イ
ド
」ポ
ス
タ
ー

刀　剣　界令和4年4月15日発行 第63号

（4）

現
物
確
認
は
絶
対
に
必
要
か

　
栃
木
県
発
行
の
登
録
証
の
登
録
内
容

を
確
認
し
た
。

　
銘
（
表
）
白
川
臣
手
柄
山
正
繁

　
　
（
裏
）
寛
政
五
年
癸
丑
春
二
月
　

於
東
武
駿
河
台
応
杉
浦
義

篤
需
作
之

　
種
別
・
長
さ
・
反
り
・
目
釘
穴
の
数
・

交
付
年
月
日
・
表
銘
、
す
べ
て
一
致
し

て
い
る
。
だ
が
、
問
題
は
裏
銘
で
あ
っ

た
。「
杉
浦
義
篤
需
作
之
」
が
台
帳
に

は
「
形
」
一
字
で
あ
る
と
い
う
。

　
登
録
審
査
委
員
に
よ
り
ち
ゃ
ん
と
読

み
取
ら
れ
た
銘
文
が
書
か
れ
て
お
り
、

す
べ
て
合
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
昭

和
三
十
七
年
当
時
の
登
録
事
務
の
担
当

者
が
、
杉
浦
の
杉
を
形
と
読
み
、
そ
れ

以
下
の
銘
文
の
記
入
を
怠
っ
て
、
台
帳

に
記
載
し
な
か
っ
た
と
い
う
、
た
だ
、

そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
担
当
者
の
女
性
は
「
本
県

の
登
録
台
帳
と
不
一
致
で
す
の
で
、
内

容
確
認
が
必
要
で
す
」
の
一
点
張
り
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
登
録
証
の
コ
ピ
ー
を

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
り
、
原
票
と
確
認

し
て
も
ら
っ
た
。
が
、
ら
ち
が
明
か
な

い
。
銘
文
が
長
く
、
意
味
が
取
り
に
く

い
か
ら
、
杉
を
形
と
読
ん
で
、
以
下
を

書
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

登
録
審
査
委
員
が
読
み
取
っ
た
通
り
に

台
帳
に
書
か
な
か
っ
た
せ
い
で
、
令
和

四
年
の
わ
れ
わ
れ
が
迷
惑
を
被
る
…
こ

れ
を
理
不
尽
と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
う
。

　
次
は
石
川
県
で
あ
る
。
登
録
証
に
都

道
府
県
の
記
載
が
な
か
っ
た
の
で
、
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
石
川
県
だ
っ
た
。

　
長
さ
・
反
り
・
目
釘
穴
の
数
・
銘
文

（
無
銘
）、
す
べ
て
一
致
し
て
い
る
。
た

だ
、
種
別
の
記
載
が
な
く
、
日
付
が
わ

ず
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
コ

ピ
ー
を
送
付
す
る
と
、
石
川
県
登
録
の

刀
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
く
れ
た
が
、

い
さ
さ
か
異
な
る
の
で
、
現
物
確
認
を

お
勧
め
し
ま
す
、
と
言
う
。

　
こ
の
登
録
証
は
昭
和
二
十
六
年
三
月

二
十
六
日
で
初
年
度
の
登
録
で
あ
る
。

東
京
都
は
こ
う
い
う
場
合
、
登
録
証
コ

ピ
ー
を
添
え
て
名
義
変
更
は
可
能
で

す
、
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の

旨
尋
ね
る
と
、
石
川
県
は
、
届
け
出
て

い
た
だ
き
、
受
理
し
た
後
、
あ
ら
た
め

て
検
討
し
ま
す
、
と
い
う
回
答
で
あ
っ

た
。
現
物
確
認
が
必
要
な
ら
必
要
、
不

要
な
ら
不
要
（
で
き
れ
ば
そ
う
し
て
ほ

し
い
の
だ
が
）
と
態
度
を
明
ら
か
に
し

な
い
の
は
優
柔
不
断
で
無
責
任
だ
な
あ

と
思
い
な
が
ら
、
回
答
を
待
つ
こ
と
に

し
た
。

　
し
か
し
、
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
回
答
は

な
か
っ
た
。
三
日
目
に
電
話
を
し
た
と

こ
ろ
、
電
話
口
の
人
に
、
ま
た
一
か
ら

説
明
を
し
て
よ
う
や
く
話
が
通
じ
、「
石

川
県
は
所
有
者
変
更
届
出
書
を
受
理
し

ま
し
た
」
と
の
回
答
を
得
た
。
所
有
者

変
更
届
出
書
を
受
け
付
け
る
か
否
か
が

焦
点
で
、
そ
の
回
答
を
待
っ
て
い
た
の

に
。
し
ょ
せ
ん
、
他
人
事
と
い
う
こ
と

か
。
と
も
あ
れ
、
現
物
確
認
審
査
に
出

張
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
が
、
石
川

県
の
例
も
、
登
録
時
の
記
載
の
不
備
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
東
京
都
も
「
河
内
大
掾
」
を
「
河
内

掾
」
と
書
い
て
登
録
し
て
い
た
。
現
物

確
認
審
査
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
、
書

類
を
書
い
て
、
特
別
保
存
刀
剣
鑑
定
書

の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
送
付
し
た
。

　
鑑
定
書
の
茎
の
写
真
で
銘
字
を
確
認

し
、「
大
が
抜
け
て
い
る
だ
け
で
す
ね
。

現
物
確
認
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
訂
正
交
付
し
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
あ
、
と

思
っ
た
が
、
だ
め
だ
っ
た
。
東
京
の
例

も
、
登
録
時
の
記
載
ミ
ス
と
確
認
の
怠

り
が
原
因
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
本
欄
で
紹
介
し
た
事
例

や
、
今
回
の
栃
木
、
石
川
、
東
京
の
例

で
は
っ
き
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
今
日
、
発
生
し
て
い
る
登
録
証
問

題
の
多
く
が
、
登
録
証
交
付
後
の
改
竄

や
偽
造
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
登
録

証
交
付
時
に
、
登
録
審
査
委
員
や
事
務

担
当
に
よ
る
測
定
ミ
ス
、
記
載
ミ
ス
が

原
因
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
何
年
か
し
た
後
に
明
ら
か
に

な
っ
た
時
、
登
録
証
と
原
票
、
あ
る
い

は
現
物
と
登
録
証
・
原
票
と
が
不
一
致

で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
現
所
有

者
が
現
物
確
認
を
強
要
さ
れ
る
と
い
う

の
は
、
全
く
解
せ
な
い
話
で
あ
る
。

　
現
所
有
者
が
、
ほ
ん
と
に
些
細
な
ミ

ス
の
せ
い
で
、
一
カ
月
に
一
回
し
か
な

い
登
録
審
査
会
に
、
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運

ぶ
の
が
当
た
り
前
だ
と
し
て
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

　
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
、
茎
の

デ
ジ
タ
ル
写
真
を
メ
ー
ル
で
送
付
し
、

そ
れ
を
確
認
し
て
旧
登
録
証
を
回
収
し

た
後
、
訂
正
し
た
登
録
証
を
再
交
付
す

れ
ば
済
む
話
で
は
な
か
ろ
う
か
（
本
欄

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
静
岡
県
は
そ
の

方
法
で
訂
正
再
交
付
を
し
て
い
る
）。

　
適
切
に
対
処
す
れ
ば
い
い
話
だ
し
、

不
正
は
起
こ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
。
不
一
致
、
即
、
現
物
確
認
、
と

い
う
対
処
で
は
な
く
、
状
況
を
よ
く
よ

く
勘
案
し
て
、
現
所
有
者
に
負
担
の
少

な
い
、
簡
便
な
訂
正
再
交
付
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
時
間
と
負
担
が
か
か
る
こ
と
が
原
因

で
、
所
有
者
変
更
の
手
続
き
を
奨
励
し

て
い
る
刀
剣
商
組
合
や
所
管
の
警
察
庁

の
行
政
に
逆
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
事
例
が
続
出
し
て
い
る
の
も
当
然

の
よ
う
に
思
え
る
。

（
登
録
証
問
題
研
究
会
）
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■
訃
報

大
沢
都
志
夫
さ
ん
を
偲
ぶ

　
私
た
ち
の
組
合
員
と
し
て
長
年
に

わ
た
り
活
躍
さ
れ
て
き
た
大
沢
都
志

夫
さ
ん
が
、
三
月
一
日
に
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。

　
大
沢
さ
ん
は
健
康
上
の
理
由
か

ら
、
組
合
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と

が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
既
に
退
会

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
私
と
優
古
堂

の
三
浦
優
子
さ
ん
が
葬
儀
に
参
列
し

ま
し
た
の
で
、
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
大
沢
さ
ん
は
昭
和
十
六
年
生
ま
れ

で
、
同
四
十
一
年
ご
ろ
ま
で
杉
並
区

で
電
気
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
日

本
刀
が
好
き
で
、
二
十
六
歳
の
時
に

生
地
で
あ
る
埼
玉
県
と
き
が
わ
町
に

刀
剣
店
「
し
の
ぎ
刀
剣
美
術
館
」
を

開
き
業
界
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

　
大
沢
さ
ん
は
研
究
熱
心
で
、
独
学
で

勉
強
し
指
導
者
に
な
ら
れ
た
方
で
す
。

業
歴
は
五
十
年
に
も
及
び
、
晩
年
は
Ｎ

Ｐ
Ｏ
日
本
刀
剣
保
存
会
の
理
事
・
鑑
定

員
と
し
て
、
国
内
は
も
と
よ
り
ア
メ
リ

カ
支
部
で
も
貢
献
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
元
で
も
刀
剣
教
室
を
開
く
な

ど
啓
発
活
動
に
も
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
体
調
を
崩
さ
れ
て
か
ら
も
努
力

を
惜
し
ま
ず
、
版
画
の
制
作
や
書

籍
の
出
版
な
ど
を
し
て
お
ら
れ
た

と
伺
い
ま
す
。

　
昨
年
夏
ご
ろ
か
ら
自
宅
近
く
の

保
養
施
設
に
入
居
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
今
年
に
入
っ
て
容
体
が
悪

化
、
惜
し
ま
れ
な
が
ら
お
亡
く
な

り
に
な
り
ま
し
た
。

　
葬
儀
は
三
月
四
日
、
と
き
が
わ

ホ
ー
ル
で
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
渦
の
中
、
ご
親
族
を
は
じ

め
、
ご
友
人
、
ご
近
所
や
刀
剣
会
の

方
々
が
出
席
さ
れ
、
故
人
を
偲
び
ま

し
た
。

　
戒
名
は
、
鑑
山
都
剣
信
士
。
い
か

に
も
刀
の
世
界
に
生
き
た
方
だ
と
わ

か
り
ま
す
。
大
沢
さ
ん
の
生
前
の
功

績
を
称
え
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
と
と
も
に
、
ご
冥
福
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

（
生
野
正
）

︿
会
主
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹀

　
私
は
、
岡
山
刀
剣
ク
ラ
ブ
の
会
主
を

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
宮
本
佳
幸
と
申

し
ま
す
。

　
こ
の
会
は
も
う
四
十
数
年
の
歴
史
が

あ
り
、
私
の
亡
く
な
っ
た
父
も
ず
っ
と

参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
歴
史
あ
る
会
の
、
現
在
は
代
表
役
員

で
あ
る
佐
藤
均
さ
ん
か
ら
会
主
を
受
け

継
が
せ
て
も
ら
い
、
大
変
光
栄
に
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　
今
参
加
さ
れ
て
い
る
会
員
の
皆
さ
ま

も
、
と
て
も
人
柄
も
よ
く
、
健
全
に
会

を
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
、
刀
剣
業
界
に
少
し

で
も
貢
献
で
き
る
よ
う
に
、
頑
張
り
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

︿
会
員
の
声
﹀

　
毎
回
、
父
と
一
緒
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
自
身
は
ま
だ
ま

だ
経
験
が
少
な
い
の
で
す
が
、
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
で
和
気
藹
々
と
し
た
雰
囲
気
が

素
敵
な
市
場
で
す
。
（
岡
山
県
Ｎ
氏
）

　
い
つ
も
岡
山
刀
剣
ク
ラ
ブ
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
新
規
参

加
で
す
が
、
先
輩
方
が
親
切
で
、
和
や

か
な
雰
囲
気
が
魅
力
的
な
倶
楽
部
で

す
。

（
神
奈
川
県
Ｕ
氏
）

　
数
年
前
に
お
誘
い
を
い
た
だ
き
、
北

九
州
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
長
く
歴
史
の
あ
る
刀
剣
会
と

聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。
参
加
し
て
い
る

メ
ン
バ
ー
も
紳
士
的
な
方
々
で
安
心
で

き
ま
す
。

　
主
催
者
の
人
柄
の
よ
う
に
、
入
札
や

セ
リ
の
合
間
に
も
笑
い
が
絶
え
な
い
楽

し
い
会
で
す
。
品
揃
え
は
手
頃
な
も
の

か
ら
高
額
な
も
の
ま
で
多
種
多
彩
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
と
見
合
う
品
が
納

得
の
価
格
で
購
入
で
き
る
、
業
界
で
も

数
少
な
い
優
良
な
会
だ
と
思
い
ま
す
。

（
福
岡
県
Ｍ
氏
）

︿
主
催
者
代
表
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹀

　
私
は
岡
山
刀
剣
ク
ラ
ブ
の
運
営
お
よ

び
代
表
役
員
の
お
役
を
頂
戴
し
て
い
ま

す
佐
藤
均
で
す
。
当
刀
剣
ク
ラ
ブ
は
発

足
以
来
、
早
い
も
の
で
四
十
周
年
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
初
代
会
主

は
岡
山
市
の
藤
田
光
雄
氏
、
二
代
会
主

は
堺
市
の
三
木
義
和
氏
、
そ
し
て
今
か

ら
約
二
十
年
前
に
三
代
会
主
を
拝
命

し
、
し
ば
ら
く
の
間
職
務
に
当
た
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
は
会
主
を

宮
本
氏
に
委
ね
、
代
表
役
員
お
よ
び
運

営
責
任
者
と
し
て
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
会
員
の
声
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

当
刀
剣
ク
ラ
ブ
の
最
大
の
特
徴
は
、

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
を
重
要
視
し

て
運
営
に
当
た
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
こ
と
で
す
。「
笑
顔
で
お
迎
え
し
、

笑
顔
で
帰
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
」
を
常

に
心
掛
け
て
お
り
、
参
加
者
の
皆
さ
ま

に
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
て
い
る
も
の
と

確
信
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
刀
剣
業
界
の
高
齢
化
に
も
配

慮
し
、テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
の
様
式
と
し
、

従
前
の
刀
剣
会
に
見
る
、
立
っ
た
り
座
っ

た
り
と
い
っ
た
膝
や
腰
へ
の
負
担
を
極

力
軽
減
す
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　
加
え
て
も
う
一
つ
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー

ク
な
会
計
方
式
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
年

間
取
引
額
に
比
例
し
て
収
益
の
ほ
ぼ
全

て
を
個
々
の
会
員
に
還
元
し
て
お
り
、

こ
う
い
っ
た
公
益
化
に
努
め

る
当
ク
ラ
ブ
の
理
念
に
対

し
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で
喜

ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
決
済
は
原
則
と
し

て
現
金
、
あ
る
い
は
売
り
主

が
分
割
回
数
を
自
由
に
設
定

で
き
る
オ
ー
ナ
ー
セ
レ
ク
ト

制
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
私
自
身
、
四
十
年
間
に
わ

た
っ
て
岡
山
刀
剣
ク
ラ
ブ
に

深
く
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
、「
継
続
す
る

こ
と
の
大
切
さ
！
」
を
ひ
し

ひ
し
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
ひ
と
え
に
会
員
の
皆
さ

ん
に
よ
る
自
助
共
助
の
気
持

ち
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
証
し
と
捉
え

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
百
年
続
く
刀
剣
会
を
目
指
し
、
後
進

へ
の
指
導
に
も
注
力
し
、
今
後
も
刀
剣

業
界
に
対
し
て
刀
剣
・
刀
装
具
類
を
主

と
し
た
安
定
供
給
に
寄
与
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

▼
岡
山
刀
剣
ク
ラ
ブ
お
か
げ
さ
ま
で
四
十
周
年

交
換
会
紹
介
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　『
刀
剣
美
術
』
新
年
号
の
記
事
「
旧

国
宝
・
無
銘
則
重
と
思
わ
れ
る
刀
と
の

邂
逅
」
を
読
ん
で
驚
愕
さ
れ
た
方
は
少

な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
書
か
れ
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
メ
ル
ボ
ル
ン
に
住
む
弁
護
士
の
イ
ア

ン･

ブ
ル
ッ
ク
ス
さ
ん
、
六
十
六
歳
。

十
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
た

の
は
、
四
年
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
で
見
つ
け
、
五

三
〇
〇
ド
ル
余
り
、
日
本
円
に
し
て
六

〇
万
円
ほ
ど
で
落
札
し
た
と
い
う
無
銘

の
刀
。
こ
れ
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い

る
旧
国
宝
の
無
銘
則
重
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
論
旨
で
あ
る
。

　
当
該
刀
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
資
料

に
「
旧
国
宝
（
大
正
七
年
四
月
八
日
指

定
）、
刀
無
銘
伝
則
重
付
白
柄
蠟
色

鞘
脇
指
拵
、
刃
長
二
尺
一
寸
、
所
有
者

鹿
児
島
神
宮
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
三

十
一
日
国
分
警
察
署
へ
提
出
、
同
二
十

一
年
一
月
二

日
第
八
海
兵

隊
第
三
大
隊

へ
提
出
（
司

令
官
ヘ
イ

ワ
ー
ド
中

佐
）」と
あ
る

も
の
に
ほ
か

な
ら
ず
、
接

収
が
免
除
さ

れ
る
べ
き
国

指
定
品
で
あ

る
に
も
か
か

わ
ら
ず
返
還

さ
れ
ず
、何
者
か
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
、

七
十
五
年
後
の
今
、
初
め
て
姿
を
現
し

た
こ
と
に
な
る
。

　
ブ
ル
ッ
ク
ス
さ
ん
は
本
文
の
最
後
に

「
こ
の
則
重
が
私
の
死
後
に
鹿
児
島
神

宮
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
私
の
願
い
で
あ

り
、そ
れ
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、

既
に
遺
言
状
を
し
た
た
め
て
あ
る
」と
、

今
の
思
い
を
明
言
し
て
お
ら
れ
る
の
が

救
い
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
年
月
の
経
過

は
悔
や
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
新
聞
各
紙
が
追

跡
取
材
を
し
、
鹿
児
島
神
宮
の
無
銘
則

重
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

　
文
化
庁
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
取
材
に
対
し
、

「
実
物
は
ま
だ
見
て
い
な
い
が
、
特
徴

が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら

く『
刀
無
銘
則
重
』だ
と
考
え
て
い
て
、

今
回
の
発
見
は
非
常
に
喜
ば
し
い
。
所

有
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
本
物
か
ど
う

か
を
確
認
し
た
り
、
返
還
の
際
に
調
整

し
た
り
し
た
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い

る
と
い
う
。

　
文
化
庁
に
よ
る
と
、
昨
年
三
月
の
時

点
で
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
重
要
文

化
財
は
百
四
十
二
件
あ
り
、
こ
の
中
で

刀
剣
は
半
数
以
上
の
七
十
二
件
を
占
め

て
い
る
。
こ
こ
に
は
終
戦
時
に
提
出
し

た
ま
ま
未
返
還
・
行
方
不
明
と
な
っ
て

い
る
旧
国
宝
の
刀
剣
数
振
も
含
ま
れ
て

い
る
。

　
い
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
刀
剣
の
戦

後
が
、
少
し
で
も
進
展
す
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

　
愛
媛
県
教
育
委
員
会
は
こ
の
ほ
ど
、

「
刀
剣
製
作
」
の
技
術
保
持
者
と
し
て

松
山
市
の
玉
岡
俊
行
さ
ん
を
無
形
文
化

財
に
認
定
す
る
な
ど
、
新
た
に
三
件
の

文
化
財
を
指
定
し
た
。

　
新
た
に
県
無
形
文
化
財
の
刀
剣
製
作

技
術
の
保
持
者
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、

松
山
市
の
玉
岡
俊
行
さ
ん
（
72
）。
玉

岡
さ
ん
は
高
度
な
彫
金
技
術
を
用
い
て

日
本
刀
の
鐔
を
製
作
す
る
第
一
人
者

で
、
後
継
者
の
育
成
や
刀
剣
文
化
の
振

興
に
も
貢
献
し
て
い
る
点
な
ど
が
評
価

さ
れ
た
。
刀
剣
界
で
は
高
度
な
象
嵌
技

術
を
駆
使
し
た
透
か
し
鐔
の
作
者
と
し

て
知
ら
れ
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
（
酒
井
忠
久
会
長
）
の

「
現
代
刀
職
展
」
無
鑑
査
の
認
定
も
受

け
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
有
形
文
化
財
に
は
松
山

市
東
野
の
東
山
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い

る
陶
器
製
の
「
鉄
釉
獅
子
」
が
、
史
跡

に
は
西
予
市
宇
和
町
の「
笠
置
峠
古
墳
」

が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
で
県
指
定
の
有
形
文
化
財
は
一

四
七
件
、
無
形
文
化
財
は
三
件
、
史
跡

は
五
〇
件
と
な
る
。

　「
忙ぼ

う

中ち
ゆ
う

閑か
ん

あ
り
」
と
は
、
ど
ん

な
に
忙
し
く
て
も
、
わ
ず
か
な

時
間
の
余
裕
は
あ
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
。
そ
の
余
暇
を
、
あ

の
人
は
ど
う
し
て
過
ご
し
て
い

る
の
か
―
。
そ
っ
と
の
ぞ
い
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
刀
で
「
孫
」
と
言
え
ば
孫
六
兼
元
と

な
り
ま
す
が
、
今
回
は
私
の
孫
に
つ
い

て
紙
面
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　
現
在
、
私
に
は
四
人
の
孫
（
長
男
に

三
女
、
次
男
に
一
男
）
が
い
ま
す
。
最

近
の
私
の
趣
味
と
い
え
ば
、
こ
の
三
女

の
服
選
び
で
す
。
上
の
孫
は
デ
ィ
ズ

ニ
ー
プ
リ
ン
セ
ス
が
大
好
き
で
、
そ
の

服
も
プ
リ
ン
セ
ス
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も

の
が
メ
イ
ン
で
、
フ
リ
ル
や
リ
ボ
ン
の

付
い
た
、
い
か
に
も
可
愛
ら
し
い
も
の

で
す
。
私
の
子
供
は
男
の
子
だ
け
で
し

た
か
ら
、
こ
の
フ
リ
フ
リ
の
服
選
び
は

何
と
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

　
こ
こ
二
、
三
年
は
メ
ル
カ
リ
に
ハ

マ
っ
て
い
て
、
暇
な
時
間
に
チ
ェ
ッ
ク

し
て
は
、
あ
れ
こ
れ
服
の
選
択
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
。
昔
は
デ
パ
ー
ト
や
子
供

服
専
門
の
お
店
に
出
向
か
な
け
れ
ば
購

入
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
時
代

が
変
わ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
自
宅
で
気

軽
に
服
を
選
び
、

購
入
が
で
き
て
、

高
齢
者
に
は
あ
り

が
た
い
こ
と
で

す
。

　
服
選
び
と
と
も

に
何
よ
り
楽
し
み

な
こ
と
、
そ
れ
は

孫
の
成
長
で
す
。

毎
年
洋
服
の
サ
イ

ズ
が
変
わ
っ
て
い

く
の
で
、
い
つ
も
お
姉
ち
ゃ
ん
が
お

ニ
ュ
ー
を
着
て
、
下
の
二
人
は
そ
の
お

古
を
着
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
二

人
が
こ
の
状
況
に
文
句
を
言
い
出
す
の

は
も
う
時
間
の
問
題
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
自
分
に
ま
だ
孫
が
い
な
い
こ
ろ
、
お

孫
さ
ん
が
い
る
方
に
「
孫
は
目
に
入
れ

て
も
痛
く
な
い
」と
聞
か
さ
れ
、
そ
の
こ

ろ
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

実
際
に
孫
が
で
き
て
み
る
と
、
今
が
一

番
可
愛
い
時
期
で
も
あ
り
、
な
る
ほ
ど

と
そ
の
言
葉
を
実
感
す
る
日
々
で
す
。

ら
刀
剣
フ
ァ
ン
や
通
称
「
審さ

神に

者わ

」
と

呼
ば
れ
る
ゲ
ー
ム
フ
ァ
ン
が
訪
れ
た
。

　
協
力
店
九
五
店
で
は
、
刀
剣
に
ち
な

ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
や
グ
ッ
ズ

の
ほ
か
、
美
術
館
入
場
券
の
提
示
で
受

け
ら
れ
る
割
引
、
手
荷
物
預
か
り
場
所

の
設
置
な
ど
、
店
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
、
展
覧
会
を
応
援

す
る
と
と
も
に
、
町
を
盛
り
上
げ
た
。

　
刀
剣
に
ち
な
ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ

ニ
ュ
ー
は
、
各
店
が
イ
ベ
ン
ト
の
た
め

に
考
案
し
た
も
の
。
光
楽
菜
館
で
は

ギ
ョ
ー
ザ
を
刀
剣
に
模
し
た
「
刀
剣
餃

子
」（
三
三
〇
円
）、artspace

＆

cafe

で
は
「
國
廣
」
の
文
字
が
入
っ

た
煎
餅
を
の
せ
た
「
國
廣
カ
レ
ー
」（
八

〇
〇
円
）
な
ど
刀
剣
を
意
識
し
た
メ

ニ
ュ
ー
を
用
意
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
さ

れ
る
な
ど
、
刀
剣
フ
ァ
ン
の
間
で
話
題

に
な
っ
た
。

　
骨
董
・
蔵
の
前
で
は
期
間
限
定
で
、

カ
ラ
コ
さ
ん
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
カ
フ
ェ

が「
ク
レ
ー
プ
切
り
桜
國
廣
」（
六
五
〇

円
）を
一
日
限
定
二
〇
食
で
出
張
販
売
。

ク
レ
ー
プ
店
を
経
営
す
るHELLO

は
「
國
廣
ラ
ム
ネ
」（
三
八
〇
円
）、「
國

廣
マ
ス
ク
」（
二
千
円
）
の
ほ
か
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
刀
剣
コ
ラ
ボ
グ
ッ
ズ
を
店

頭
で
販
売
し
た
。

HELLO

の
酒
井
洋
子
社
長
は
「
五

年
前
の
刀
剣
展
に
来
て
く
れ
た
皆
さ
ん

が
『
國
廣
ラ
ム
ネ
』
を
喜
ん
で
く
れ
た

こ
と
か
ら
、
足
利
を
応
援
し
た
い
気
持

ち
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
の
グ
ッ
ズ
展
開

や
ク
レ
ー
プ
店
の
出
店
に
ま
で
至
っ
た

の
で
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。
今
回

も
刀
剣
フ
ァ
ン
の
皆
さ
ん
に
喜
ん
で
も

ら
え
れ
ば
」
と
話
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
足
利
市
で
は
コ
ラ
ボ
企
画
の

一
環
と
し
て
、
声
優
の
前
野
智
昭
さ
ん

が
音
声
ガ
イ
ド
を
務
め
る
「
足
利
長
尾

ゆ
か
り
の
町
巡
り
音
声
ガ
イ
ド
」
を
製

作
し
、
提
供
し
た
。

　
音
声
ガ
イ
ド
ア
プ
リ
「
聴
く
美
術
」

を
使
い
、
足
利
市
立
美
術
館
、
史
跡
足

利
学
校
、
鑁ば

ん

阿な

寺じ

、
大
祥
山
長
林
寺
、

足
利
織
姫
神
社
、
太
平
記
館
、
あ
し
か

が
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
七
カ
所
を
紹
介

す
る
も
の
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
に
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
、
ア
プ
リ
内
で
「
足
利
長
尾
ゆ
か
り

の
町
巡
り
音
声
ガ
イ
ド
」
を
選
択
し
て

決
済
後
、
ガ
イ
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
と
利
用
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
足
利
デ
ザ
イ
ン
・
ビ
ュ
ー

テ
ィ
専
門
学
校
の
生
徒
ら
が
、
小
中
学

生
向
け
の
冊
子
『
長
尾
と
刀
と
足
利
の

歴
史
』
を
制
作
し
、
二
月
上
旬
か
ら
足

利
市
内
の
小
中
学
校
に
配
布
し
た
。

　
冊
子
の
制
作
を
担
当
し
た
の
は
、
同

校
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

デ
ザ
イ
ン
科
イ
ラ
ス

ト
コ
ー
ス
を
専
攻
す

る
二
年
生
の
男
女
五

人
。
足
利
学
校
や
歴

代
足
利
長
尾
、「
山

姥
切
国
広
」
に
つ
い

て
小
中
学
生
に
興
味

を
持
っ
て
も
ら
う
お

う
と
、
足
利
市
立
美

術
館
館
長
か
ら
依
頼

を
受
け
、
制
作
が
始
ま
っ
た
。

　
制
作
期
間
は
約
四
カ
月
。
同
館
の
職

員
と
勉
強
会
を
行
い
、
足
利
の
歴
史
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
こ
ろ
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
。
漫
画
形
式
に
し
た
冊
子

は
、
せ
り
ふ
の
難
し
い
言
い
回
し
を
避

け
、
小
中
学
生
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ

う
心
掛
け
た
。
紙
面
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や

デ
ザ
イ
ン
な
ど
も
み
ん
な
で
話
し
合

い
、
完
成
さ
せ
た
。

　
刀
剣
展
を
き
っ
か
け
に
、
市
民
や
商

店
に
こ
れ
を
応
援
す
る
気
運
が
高
ま
り
、

町
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
―
足

利
市
の
挑
戦
は
今
も
続
い
て
い
る
。

　
市
制
百
周
年
記
念
特
別
展
「
戦
国
武

将
足
利
長
尾
の
武
と
美
―
そ
の
命
脈
は

永と

遠わ

に
」
は
二
月
十
一
日
~
三
月
二
十

七
日
、
足
利
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ

た
が
、
市
街
地
の
店
舗
が
同
展
と
コ
ラ

ボ
し
て
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
、
市

中
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

　
五
年
ぶ
り
と
な
る
刀
剣
展
の
開
催

に
、
予
約
制
の
チ
ケ
ッ
ト
は
完
売
。
展

示
の
重
要
文
化
財
「
山や

ま

姥ん
ば

切ぎ
り

国
広
」
が

名
刀
を
男
性
に
擬
人
化
し
た
「
刀
剣
男

士
」
を
育
成
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

「
刀
剣
乱
舞
」
の
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
館
に
は
全
国
か

進
駐
軍
に
接
収
さ
れ
た
旧
国
宝

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
発
見
か

「
足
利
長
尾
の
武
と
美
」展
を
機
に

刀
剣
コ
ラ
ボ
グ
ッ
ズ
で
街
が
盛
り
上
が
る

鐔
製
作
の
第一人
者
･
玉
岡
俊
行
さ
ん

愛
媛
県
無
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
る

玉岡俊行作「武鑑透象嵌大小鐔」

鹿児島神宮の無銘則重である可能性が高い

『
長
尾
と
刀
と
足
利
の
歴
史
』

國廣ラムネ　３８０円

孫
の
成
長

大
平
岳
子

シ

リ

ー

ズ

忙ぼ
う

中ち
ゆ
う

閑か
ん

あ
り

孫娘のための洋服選びは楽しい

「
足
利
長
尾
ゆ
か
り
の
町
巡
り
音
声
ガ
イ
ド
」ポ
ス
タ
ー
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私
ど
も
（
一
社
）
日
本
甲
冑
武
具
研

究
保
存
会
（
以
下
、
日
甲
研
）
の
恒
例

行
事
の
一
つ
に
日
本
武
道
館
主
催
の

「
鏡
開
き
式
」
へ
の
参
加
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
毎
年
、「
成
人
の
日
」
に
催
さ

れ
ま
す
。

　「
成
人
」
の
日
は
「
武
道
始
め
の
日
」

で
も
あ
り
、
日
本
武
道
館
で
は
功
労
者

の
表
彰
、
現
代
九
武
道
の
模
範
演
技
等

が
行
わ
れ
ま
す
。
表
彰
式
に
続
い
て
、

日
甲
研
会
員
に
よ
る
「
鎧
の
着
初
め
・

三
献
の
儀
、
鏡
開
き
、
出
陣
」
が
執
り

行
わ
れ
ま
す
。
一
見
す
る
と
、
鎧
武
者

の
コ
ス
プ
レ
を
し
た
オ
ジ
サ
ン
た
ち
が

わ
ら
わ
ら
と
歩
き
回
っ
て
い
る
だ
け
の

よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
決
し
て
そ
ん

な
こ
と
は
な
く
、
正
月
の
儀
式
の
一
つ

と
し
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
儀
式
で
す
の
で
、
衣
装

も
そ
れ
な
り
に
凝
っ
て
い
て
、
大
河
ド

ラ
マ
に
衣
装
を
提
供
し
て
い
る
㈱
高
津

装
飾
美
術
の
甲
冑
を
着
て
太
刀
を
佩

き
、
箙
を
帯
び
、
弓
・
薙
刀
を
持
つ
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
時
代
祭
り
と
は
一
線
を

画
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
友
人
の
役
者
さ
ん
に
聞
い
た
と
こ

ろ
、
高
津
さ
ん
は
大
変
有
名
で
「
高
津

の
衣
装
は
そ
こ
ら
の
安
い
ド
ラ
マ
で
は

な
か
な
か
着
れ
な
い
」の
だ
そ
う
で
す
。

　
な
お
、
毎
年
若
干
名
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
鏡
開
き
式
へ
の
参
加
者
を
一

般
か
ら
も
募
集
し
て
い
ま
す
。
高
校
生

以
上
の
男
女
で
し
た
ら
ど
な
た
で
も
ご

応
募
い
た
だ
け
ま
す
。
ご
興
味
、
ご
関

心
の
あ
る
方
は
、
秋
ご
ろ
か
ら
一
般
参

加
者
募
集
を
し
ま
す
の
で
、
日
甲
研
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
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
│
│
│
15

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会低解像度

　
皆
さ
ま
、
は
じ
め
ま
し
て
。

　
私
は
「
刀
と
く
ら
す
。」
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
刀
を
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
、
自

宅
で
美
術
館
の
よ
う
に
楽
し
め
る
刀
の

展
示
ケ
ー
ス
を
製
作
し
て
い
ま
す
。

　「
刀
箱
師
」
と
い
う
造
語
を
作
り
、

三
年
ほ
ど
前
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
中
心
に
活

動
し
て
い
ま
す
。

　
も
と
も
と
は
セ
ガ
と
い
う
会
社
で
約

十
年
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
の

設
計
開
発
に
従
事
。
物
作
り
に
必
要
な

構
造
や
材
料
特
性
、
電
気
の
知
識
な
ど

を
学
び
ま
し
た
。

　
子
供
の
誕
生
に
よ
り
三
十
歳
で
育
休

を
取
得
、
育
児
の
か
た
わ
ら
、
ふ
と
し

た
こ
と
か
ら
刀
を
手
に
取
り
、
刀
好
き

が
再
燃
し
、
初
め
て
の
刀
を
購
入
。
念

願
の
一
振
は
飛
び
上
が
る
ほ
ど
に
嬉
し

く
、
夜
な
夜
な
鑑
賞
す
る
日
が
三
カ
月

ば
か
り
続
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
白
鞘
か
ら
刀
を
抜
く
作
業

が
だ
ん
だ
ん
と
億
劫
に
な
り
、
部
屋
で

美
術
館
の
よ
う
に
飾
れ
れ
ば
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
は
狭
い
空
間

に
飾
れ
る
刀
の
展
示
ケ
ー
ス
な
ど
な

く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
ア
ク
リ
ル
で

囲
っ
た
だ
け
の
簡
易
的
な
も
の
ば
か

り
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
培
っ
て
き
た
設

計
技
術
を
生
か
し
、
狭
い
部
屋
で
も
楽

し
め
る
展
示
ケ
ー
ス
の
製
作
を
決
意
。

独
立
し
、
今
で
は
製
作
に
専
念
し
て
い

ま
す
。

　
日
本
の
家
屋
は
床
の
間
が
減
っ
た
こ

と
で
、
刀
を
飾
る
場
所
は
減
少
し
て
い

ま
す
。
私
は
製
作
を
通
し
て
、
刀
の
美

術
的
な
側
面
を
見
て
く
れ
る
人
を
増
や

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
よ
く
「
刀
趣
味
は
一
代
限
り
」
と
言

わ
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
そ
う
な
っ
て

ほ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
の

は
、
子
供
た
ち
が
日
常
で
刀
を
見
る
機

会
が
少
な
い
か
ら
だ
と
考
え
ま
す
。

　
た
だ
し
、
刀
を
た
だ
置
く
だ
け
で
は

鉄
の
塊
。
武
器
と
し
て
の
側
面
し
か
伝

わ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
刀
を
試
し

斬
り
に
使
う
人
が
増
え
、
美
術
品
と
し

て
の
刀
は
消
耗
し
ま
す
。

　
ラ
イ
ト
を
適
切
に
当
て
る
こ
と
で
、

刀
は
初
め
て
美
し
い
美
術
品
に
な
り
ま

す
。
当
然
、安
全
に
飾
る
こ
と
も
大
切
。

そ
の
状
態
で
部
屋
に
刀
を
飾
れ
ば
、
子

供
は
毎
日
刀
の
美
し
さ
に
触
れ
ま
す
。

「
こ
れ
は
家
宝
だ
」
な
ん
て
言
わ
な
く

て
も
、
そ
れ
を
見
て
育
っ
た
子
供
は
大

切
に
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
現
に
、
娘
の
誕
生
の
際
に
作
っ
た
お

守
り
刀
を
四
歳
に
な
る
娘
は
ケ
ー
ス
を

通
し
て
毎
日
見
て
い
ま
す
が
、「
こ
れ

は
私
の
！
」
と
言
っ
て
既
に
大
切
に
し

て
い
ま
す
。
今
後
、
娘
が
友
達
を
家
に

連
れ
て
き
た
時
に
は
、
そ
の
友
達
も
刀

を
見
て
感
動
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
私
は
そ
う
い
っ
た
偶
発
的
な
刀
と
の

出
会
い
を
増
や
す
こ
と
で
、
将
来
の
愛

刀
家
を
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
か
く
言
う
私
も
小
学
生
の
こ
ろ
、

た
ま
た
ま
デ
パ
ー
ト
で
行
わ
れ
て
い
た

刀
の
即
売
会
で
刀
の
美
し
さ
に
触
れ
た

こ
と
が
今
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
刀
を
見
ら
れ
る
の
は
、
美
術

館
や
刀
剣
店
な
ど
非
常
に
限
ら
れ
た
場

所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
限
ら
れ
た
人
に
し
か
刀
の
魅
力
が

届
か
な
い
。

　
刀
は
長
い
歴
史
を
経
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
大
切
な
宝
で
す
。
後
世
に
そ
の
魅

力
を
引
き
継
げ
る
よ
う
な
流
れ
を
作
り

出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。皆
さ
ま
、

今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
展
示
ケ
ー
ス
に
興
味
の
あ
る
方

は
以
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w

w
.katana-case-

shi.com
/

中
村
圭
佑
さ
ん
（
刀
箱
師
）

刀
の
美
に
普
段
に
触
れ
ら
れ
る

展
示
ケ
ー
ス
を
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自ら設計した展示ケースと中村さん

　
そ
の
店
は
、
近
鉄
南
大
阪
線
当
麻
寺

駅
の
前
に
あ
る
。

　
地
元
、
奈
良
県
葛
城
市
の
名
物
よ
も

ぎ
餅
の
店
、
中
将
堂
本
舗
だ
。

　
昭
和
四
年
か
ら
営
業
し
て
い
る
そ
う

で
、年
季
の
入
っ
た
佇
ま
い
の
お
店
だ
。

た
だ
一
筋
に
、
中
将
餅
を
作
り
続
け
て

い
る
。
そ
の
一
途
さ
に
安
心
す
る
お
客

が
多
数
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
私
の
師
匠
、
美
術
刀
剣
前

田
の
前
田
氏
も
大
好
物
だ
。
事
務
所
に

伺
う
時
は
、
い
つ
も
提
げ
て
い
く
。

　「
例
の
物
で
す
が
」
と
差
し
出
す
と
、

ニ
コ
ッ
と
笑
っ
て
い
る
。

　
こ
ん
な
風
に
、
差
し
上
げ
た
方
は
た

い
て
い
喜
ん
で
く
だ
さ
る
。
そ
ん
な
わ

け
で
、
失
敗
し
な
い
手
土
産
と
し
て
も

重
宝
し
て
い
る
。

　
私
は
一
年
を
通
し
て
こ
の
店
の
前
を

よ
く
通
る
。
大
和
伝
で
有
名
な
当
麻
寺

ま
で
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス
な
の
だ
。

　
帰
り
に
通
る
と
、
も
ち
米
と
よ
も
ぎ

を
蒸
し
上
げ
る
香
り
に
ク
ラ
ッ
と
す
る
。

条
件
反
射
的
に
食
べ
た
く
な
る
の
だ
。

　
や
わ
ら
か
め
の
よ
も
ぎ
餅
に
、
さ
っ

ぱ
り
甘
い
あ
ん
こ
。
そ
し
て
、
春
に
な

れ
ば
、
自
家
栽
培
の
よ
も
ぎ
が
籠
に
盛

ら
れ
て
干
さ
れ
て
い
る
。
嗅
覚
、味
覚
、

視
覚
を
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
。

　「
す
い
ま
せ
ん
、八
個
入
り
く
だ
さ
い
」

　
や
わ
ら
か
い
中
将
餅
を
持
っ
て
は
走

れ
な
い
。
家
ま
で
の
残
り
１
キ
ロ
ほ
ど

を
、
ゆ
る
ゆ
る
と
歩
い
て
帰
る
。

　
汗
を
流
し
、
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
い

た
だ
く
。
あ
ん
こ
と
、よ
も
ぎ
、コ
ー
ヒ
ー

連
合
軍
に
、
心
地
よ
く
敗
北
す
る
。
そ

し
て
、い
つ
も
通
り
の
味
に
安
心
す
る
。

　「
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、

最
高
の
美
徳
に
思
え
る
。

　
決
し
て
手
を
広
げ
る
こ
と
も
な
く
、

こ
こ
で
し
か
買
え
な
い
特
別
感
。

　
う
ま
ず
、
た
ゆ
ま
ず
、
続
け
る
と
い

う
こ
と
、
そ
の
姿
は
私
に
は
道
標
の
よ

う
に
思
え
る
。

う
ち
の
名
物―

中
将
餅―
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石
井 

理
子

筆
者
は
奈
良
県
在
住

組合こよみ（令和4年1～ 3月）
１月16日　東京美術倶楽部において持ち回り理事会を開

催。前理事より意見を聴取し賛助会員証発行を決定
17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
２月９日　組合事務所において深海理事長・伊波副理事長・

服部副理事長・飯田理事・大平理事が刀剣評価査定
16日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第63号編集委員

会を開催（企画）。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・大平理事・生野理事・瀬下理事・冥賀
理事・持田理事・土子民夫氏

３月３日　組合事務所において清水専務理事と嶋田常務理
事が刀剣評価査定

11日　キャピトルホテル東京で開催された信和会政経セミ
ナーに深海理事長・服部副理事長・清水専務理事が出席

12日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第63号編集委員
会を開催（初校）。出席者深海理事長・伊波副理事長・
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・松本理事・持田理事・土子氏

12日　東京美術倶楽部において刀文協・高森邦彦事務局長
インタビュー。出席者深海理事長・伊波副理事長・清水
専務理事・綱取常務理事・飯田理事・生野理事

16日　東京美術倶楽部において持ち回り理事会を開催。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・生野理事・瀬下理事・
松本理事・冥賀理事・持田理事・土子氏

17日　深海理事長・服部副理事長・清水専務理事が産経新
聞社を訪問し、「明美ちゃん基金」に30万円を寄託

22日　賛助会員に「賛助会員証発行のお知らせ」を発送

　千葉工業大学地球学研
究センターおよび惑星探
査研究センター所長の松
井孝典氏率いる研究チー
ムが、エジプト考古学博
物館において、ポータブ
ル蛍光Ｘ線分析装置を用
いてツタンカーメンの鉄
剣の非破壊・非接触での
化学分析を行った結果、
鉄剣が低温鍛造により製
造されたこと、エジプト
国外から持ち込まれた可能性があることを明らかにした。
　古代オリエント世界で栄えたヒッタイト帝国（紀元前1200～
1400年）は、鉄の製造技術を独占することで軍事的優勢を得た
とされている。それ以前には、世界にはまだ鉄の製造技術はな
かったと考えられている一方で、エジプトのツタンカーメン王

（紀元前1361～1352年）の墓から、鉄剣が発見されたことは大き
な謎であった。この謎を解き明かすため、2020年２月９日と10 
日に松井所長の率いる研究チームがエジプト考古学博物館を訪
れ、ツタンカーメンの棺から発見された鉄製の短剣の現地調査
を行った。
　この鉄剣は紀元前14世紀に製作されたものであるが、棺の中
で保管されていたため非常に保存状態が良く、錆などの劣化の
影響が小さい。紀元前14世紀のエジプトには製鉄技術は存在し
なかったため、当時の人々は宇宙から飛来した鉄隕石を加工し、
鉄剣を製造したと考えられていた。2016年にイタリアの研究チ
ームが鉄剣の調査を行い、鉄・ニッケル・コバルト濃度の測定
から、鉄剣の材料が鉄隕石であることを確認したが、鉄隕石か
らの鉄剣の製造方法については明らかにされていなかった。

〈製造方法の根拠〉
・1925年の発掘当時と比べ、錆や腐食がほとんど進んでいない。
・元素分析の結果、10-12wt%のニッケルが含まれる。
・所々黒い斑点状に見られるものは、隕石の包有物である硫化

鉄である。
・ニッケルの二次元元素分布は、ウィドマンシュテッテン構造

を示している。
・ニッケル量、硫化鉄包有物およびウィドマンシュテッテン構

造から、オクタヘドライトという種類の隕石が鉄剣の原材料
である。

・ウィドマンシュテッテン構造および硫化鉄包有物が保存され
ていることは、低温鍛造により製造されたことを示す。

〈起源推定の根拠〉
・金の柄に少量含まれるカルシウムは、装飾物を接着する漆喰

に由来すると考えられる。
・エジプトでの漆喰の利用は、ツタンカーメン王の時代の1000

年以上後から始まったとされる。
・ヒッタイト帝国（現トルコ付近）の隣国であるミタンニから

ツタンカーメンの祖父であるアメンホテップⅢ世に鉄剣が送
られたと記す古文書（アマルナレター）が存在する。

・金の柄の組成は、ツタンカーメンの鉄剣がミタンニから持ち
込まれた可能性を示唆する。

ツタンカーメンの鉄剣の
製造方法と起源を特定

低解像度

刀　剣　界令和4年4月15日発行 第63号
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二
〇
二
二
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド

ラ
マ
は
『
鎌
倉
殿
の
13
人
』。
北
条
義

時
を
主
人
公
に
、
源
平
合
戦
と
頼
朝
、

御
家
人
た
ち
の
活
躍
の
物
語
で
あ
る
。

　
源
平
合
戦
の
ド
ラ
マ
と
い
え
ば
、

『
新
・
平
家
物
語
』
や
『
草
燃
ゆ
る
』、

最
近
で
は
『
平
清
盛
』
が
記
憶
に
新

し
い
。
そ
し
て
歴
史
書
も
数
多
く
出

さ
れ
て
い
る
。

　『
平
清
盛
』
で
時
代
考
証
を
担
当
さ
れ

た
髙
橋
昌
明
氏
の
こ
の
本
も
、
源
平
合
戦

を
テ
ー
マ
と
し
た
歴
史
書
で
あ
る
。
し
か

し
、従
来
の
書
籍
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。

源
氏
と
平
家
の
戦
い
の
発
生
、
展
開
、
結

末
を
、
貴
族
の
日
記
（
例
え
ば
藤
原
兼
実

の
『
玉
葉
』）
の
よ
う
な
同
時
代
の
記
録

史
料
や
、
こ
れ

ま
で
に
発
表
さ

れ
た
論
文
や
著

書
を
参
考
に
し

て
明
ら
か
に
し

て
い
る
が
、
本

書
の
執
筆
の
動

機
は
、
好
む
と

好
ま
ざ
る
と
に

か
か
わ
ら
ず
、

源
平
合
戦
の
時

代
を
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
名
も
な
き

人
々
の
舐
め
た
辛
酸
、
過
酷
な
運
命
へ
の

共
感
、
な
の
で
あ
る
。

　
名
も
な
き
人
々
の
こ
と
は
、
史
料
に
は

残
り
に
く
い
。
そ
れ
で
も
髙
橋
氏
は
、
そ

う
し
た
人
々
の
動
向
を
わ
ず
か
で
も
す
く

い
上
げ
、
政
治
と
合
戦
に
終
始
し
な
い
も

の
を
書
こ
う
と
努
め
て
い
る
。

　
こ
の
挑
戦
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
ろ
う

が
、
と
も
あ
れ
髙
橋
氏
の
心
意
気
を
た
た

え
た
い
。

　
こ
の
本
に
は
、
こ
う
だ
と
思
っ
て
い
た

こ
と
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
わ
か
っ

て
、び
っ
く
り
す
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
諸
国
の
源
氏
に
向
け
て
発
せ
ら
れ

た
と
い
う
「
以も

ち

仁ひ
と

王お
う

の
令
旨
」
に
ま
つ
わ

る
源
氏
の
話
。

　
そ
も
そ
も
頼
朝
は
、
当
初
か
ら
源
氏
嫡

流
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

筆
者
の
紹
介
で
本
書
を
読
ん
だ
知
人
も

「
面
白
い
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
甲
斐
源

氏
の
安
田
・
武
田
や
信
濃
の
義
仲
、
常
陸

の
佐
竹
、
さ
ら
に
は
近
江
の
源
氏
と
ま
さ

に
諸
源
氏
が
お
り
、
伊
豆
蛭
が
小
島
の
流

人
で
あ
っ
た
頼
朝
は
、
可
能
性
の
あ
る
一

人
に
す
ぎ
ず
、
唯
一
無
二
の
貴
種
で
は
な

か
っ
た
。

　
全
国
的
な
飢
饉
の
中
で
、
戦
闘
と
政
治

的
な
駆
け
引
き
が
展
開
し
、
必
然
と
偶
然

が
交
錯
し
た
結
果
、
最
終
的
に
頼
朝
が
源

氏
の
棟
梁
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
学
校

時
代
に
読
ん
だ
教
科
書
の
影
響
も
あ
り
、

頼
朝
が
着
々
と
的
確
な
手
を
打
っ
て
源
氏

の
棟
梁
と
し
て
君
臨
す
る
に
至
っ
た
と
思

い
込
ま
さ
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
頼
朝
に
は
力
と
知
恵
、
器
量

が
あ
っ
た
。
が
、
本
当
は
そ
ん
な
に
単
純

で
は
な
か
っ
た
。

　
髙
橋
氏
の
綿
密
な
論
証
と
淡
々
と
し
た

語
り
口
は
、
読
者
を
十
二
世
紀
後
半
の
日

本
へ
と
い
ざ
な
う
。

　
刀
剣
・
刀
装
具
に
引
き
寄
せ
る
な
ら
ば
、

合
戦
に
関
し
て
従
来
の
説
を
覆
す
事
柄
が

い
く
つ
か
書
か
れ
て
い
た
。
一
の
谷
の
合

戦
で
の
義
経
の
奇
襲
も
、
物
理
的
に
可
能

か
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な

く
、
そ
も
そ
も
彼
の
功
績
で
は
な
か
っ
た

ら
し
い
。
ま
た
、
義
経
が
、
悪
天
候
の
中
、

船
出
し
て
屋
島
に
到
達
し
た
話
も
本
当
は

…
な
の
で
あ
る
。

　
義
経
は
都
の
公
家
た
ち
に
請
わ
れ
て
戦

物
語
を
す
る
際
、
脚
色
し
た
の
で
あ
る
。

都
を
統
治
で
有
能
だ
っ
た
判
官
殿
は
、
な

か
な
か
の
演
出
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実

に
面
白
い
。
が
、
わ
れ
わ
れ
は
今
後
、
画

題
の
説
明
を
す
る
際
、
十
分
に
気
を
つ
け

な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
は
平
重
衡
の
軍
勢
の
た
め
に
焼

け
た
東
大
寺
大
仏
の
開
眼
供
養
の
時
の
、

平
和
を
願
う
人
々
の
、
刀
剣
に
関
わ
る
興

味
深
い
行
動
に
関
す
る
記
録
も
面
白
か
っ

た
。
ま
た
、
源
平
合
戦
で
荒
廃
し
、
武
士

に
横
領
さ
れ
た
備
後
国
大
田
荘
の
実
務
を

担
っ
た
僧
侶
鑁ば

ん
な阿

の
物
語
も
魅
力
的
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
苦

難
の
時
代
を
懸
命
に
生
き
た
人
々
の
姿
で

あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
緊
急
事
態
宣
言
で
、
図
書
館

が
使
え
な
い
と
い
う
不
便
な
状
況
の
中
で

ま
と
め
ら
れ
、
世
に
出
た
渾
身
の
一
冊
で

あ
る
。
ご
一
読
い
た
だ
き
、「
習
っ
た
こ

と
と
違
う
」
と
驚
い
た
り
、「
ほ
ん
と
か

な
あ
」
と
違
和
感
を
覚
え
た
り
、「
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
」
と
考
え
た
り
、「
と
っ

く
に
知
っ
て
た
よ
」
と
胸
を
張
っ
た
り
し

て
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
髙
橋
氏
も

本
望
で
あ
ろ
う
。

（
小
島
つ
と
む
）

■
髙
橋
昌
明
（
た
か
は
し
・
ま
さ
あ
き
）。

一
九
四
五
年
高
知
市
生
ま
れ
。
同
志
社
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。

滋
賀
大
学
教
育
学
部
教
授
、
神
戸
大
学
大

学
院
人
文
科
学
科
教
授
。
現
在
は
神
戸
大

学
名
誉
教
授
。
日
本
中
世
史
専
攻
。
文
学

博
士
。『
武
士
の
成
立
―
武
士
像
の
創
出
』

（『
平
清
盛
―
福
原
の
夢
』『
平
家
の
群
像

―
物
語
か
ら
史
実
へ
』『
清
盛
以
前
―
伊

勢
平
氏
の
興
隆
』『
平
家
と
六
波
羅
幕
府
』

『
武
士
の
日
本
史
』『
定
本
酒
呑
童
子
の
誕

生
―
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
文
化
』
ほ
か
。

　
本
書
の
主
人
公
は
、
田
辺
太
一
と

い
う
江
戸
幕
府
の
旗
本
の
次
男
坊
。
普

通
な
ら
養
子
に
で
も
行
か
な
い
限
り
、

部
屋
住
み
の
身
分
だ
が
、
太
一
は
優

秀
だ
っ
た
。

　
父
の
石
庵
は
生
前
、
昌
平
坂
学
問
所

の
教
授
を
務
め
、
兄
の
孫
次
郎
は
講
武

所
で
教
授
方
を
し
て
い
る
。
太
一
自
身

も
、
昌
平
坂
学
問
所
で
抜
き
ん
出
た
成

績
を
収
め
、
甲
府
徽き

典て
ん

館か
ん

の
教
授
に
推
さ

れ
て
学
頭
に
ま
で
上
り
詰
め
た
。
と
言
う

と
、
何
だ
か
年
寄
り
を
連
想
し
て
し
ま
う

が
、ま
だ
二
十
五
、六
の
若
者
で
あ
る
（
当

時
は
隠
居
す
る
の
も
早
か
っ
た
が
）。

　
こ
の
後
、
長
崎
海
軍
伝
習
所
に
第
三
期

生
と
し
て
学
び
、安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

二
十
八
歳
で
幕
府
外
国
書
物
方
出
役
と
な

り
、
外
国
奉
行
水
野
忠
徳
の
下
で
働
く
こ

と
に
な
る
。

　
外
国
奉
行
は
ほ

か
に
井
上
清
直
・

岩
瀬
忠た

だ

震な
り

・
堀
利と

し

煕ひ
ろ

が
任
ぜ
ら
れ
て

い
た
。
皆
そ
れ
ぞ

れ
に
幕
末
に
一
度

は
活
躍
す
る
が
、

長
く
は
続
か
な

い
。
外
国
奉
行
は

家
格
の
低
さ
故

に
、
閣
老
た
ち
か
ら
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
く
、
中
に
は
自
殺
し
た
者
も
い

る
。

　
と
に
か
く
田
辺
太
一
は
こ
の
後
十
年

間
、
幕
府
の
外
交
を
最
前
線
で
支
え
て
ゆ

く
が
、
失
敗
ば
か
り
だ
。
水
野
忠
徳
配
下

だ
っ
た
た
め
、
遣
米
使
節
団
（
勝
海
舟
を

中
心
と
し
て
咸
臨
丸
で
行
っ
た
最
も
有
名

な
使
節
団
）
や
遣
欧
使
節
団
に
も
推
挙
さ

れ
ず
、
水
野
が
自
ら
小
笠
原
諸
島
に
行
っ

た
際
に
田
辺
も
随
行
し
た
が
、
そ
れ
も
途

中
で
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
外
国
奉
行
支

配
組
頭
と
い
う
地
位
に
昇
進
し
、
よ
う
や

く
仏
国
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
横
浜
鎖
港

談
判
で
は
、
交
渉
に
失
敗
。
組
頭
の
役
を

解
か
れ
逼
塞
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の

後
、
小
栗
忠た

だ

順ま
さ

の
下
で
英
国
と
折
衝
す
る

も
う
ま
く
行
か
ず
、
最
後
は
徳
川
民
部
大

輔
昭
武
を
総
代
と
す
る
万
国
博
覧
会
使
節

一
行
に
組
頭
に
戻
っ
て
参
加
す
る
も
、
薩

摩
が
独
自
に
参
加
す
る
の
を
止
め
よ
う
と

し
、五
代
才
助
に
し
て
や
ら
れ
失
敗
。（
田

辺
や
五
代
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天

を
衝
け
」
に
も
登
場
し
て
い
た
）

　
こ
う
し
て
書
き
連
ね
て
い
く
と
、
幕
府

の
外
交
の
失
敗
が
そ
の
ま
ま
田
辺
太
一
の

失
敗
で
あ
り
、こ
の
一
連
の
事
態
こ
そ「
万

波
を
翔
る
」
と
い
う
題
名
の
意
味
な
の
で

し
ょ
う
。
そ
う
、
万
波
と
は
幾
重
に
も
寄

せ
来
る
波
の
こ
と
で
す
。

　
い
よ
い
よ
徳
川
幕
府
の
命
運
も
尽
き
、

江
戸
城
無
血
開
城
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

折
、
田
辺
は
自
ら
が
し
て
き
た
失
敗
の

数
々
を
書
き
綴
っ
て
巻
物
と
し
、
勝
海
舟

に
「
新
政
府
に
渡
し
て
く
だ
さ
い
」
と
託

し
て
い
ま
し
た
。

　
書
状
に
は
「
交
易
に
お
け
る
関
税
を
見

直
す
こ
と
。
武
器
弾
薬
の
輸
入
は
い
か
な

る
折
で
も
万
事
政
府
が
把
握
す
る
こ
と
。

異
国
の
輸
入
に
頼
ら
ず
、
異
国
の
技
を
学

び
、
自
ら
技
術
を
蓄
え
る
こ
と
。
い
か
な

る
理
由
が
あ
っ
て
も
異
国
を
日
本
の
政

ま
つ
り
ご
とに

介
入
さ
せ
ぬ
こ
と
」
と
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
仏
国
は
餲あ

い

狼ろ
う

、
英
国
は
饑き

狼ろ
う

、
異
国
を
頼
み
と
せ
ず
、
幕
臣
だ
の
薩

摩
だ
の
長
州
だ
の
、
そ
う
い
う
小
さ
な
枠

じ
ゃ
な
く
、
日
本
と
い
う
大
き
な
枠
で
政

を
行
う
好
機
に
す
べ
し
、
と
い
う
勝
の
主

張
に
合
う
内
容
だ
っ
た
。

　
結
局
、
こ
の
巻
物
を
勝
に
渡
し
た
こ
と

が
き
っ
か
け
と
な
り
、勝
か
ら
の
使
い
で
、

博
覧
会
使
節
一
行
で
巴パ

里リ

行
き
を
一
緒
し

た
渋
沢
徳
太
夫
か
ら
新
政
府
の
外
務
省
へ

の
出
仕
を
要
請
さ
れ
、
田
辺
太
一
は
再
び

外
交
の
世
界
に
戻
っ
て
ゆ
く
。

　
と
ま
ぁ
、
小
説
『
万
波
を
翔
る
』
は
こ

こ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
検
索
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
田
辺

の
活
躍
が
わ
か
る
。

　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
岩
倉
遣
欧

使
節
に
書
記
官
長
と
し
て
随
行
。
明
治
七

年
の
台
湾
出
兵
の
際
に
も
、
事
件
を
収
拾

す
る
た
め
清
へ
渡
っ
た
全
権
弁
理
大
使
大

久
保
利
通
に
随
行
し
、
両
国
間
折
衝
を
補

佐
。
明
治
十
年
に
は
外
務
大
書
記
官
、
同

十
二
年
清
国
公
使
館
在
勤
、
一
時
は
臨
時

代
理
公
使
も
務
め
て
、
勲
四
等
に
叙
せ
ら

れ
た
。
十
六
年
勅
任
官
、
元
老
院
議
官
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
二
十
三
年
元
老
院
廃
止
、

国
会
が
開
設
さ
れ
る
と
、
貴
族
院
の
勅
選

議
員
と
な
っ
た
。
時
に
、
田
辺
太
一
五
十

九
歳
。
万
波
を
駆
け
抜
け
た
後
は
素
晴
ら

し
い
出
世
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
私
生
活
で
は
派
手
好
み

の
性
格
か
ら
、
全
盛
時
代
に
は
花
柳
界
で

「
御ご

前ぜ
ん

さ
ま
」
と
も
て
は
や
さ
れ
、
芸
人

が
家
に
入
り
浸
り
、
市
川
團
十
郎
や
三
遊

亭
圓
朝
ら
を
自
宅
に
招
き
、
豪
華
な
宴
会

を
催
す
な
ど
し
た
た
め
、
没
し
た
時
に
財

産
は
な
く
、
借
金
が
残
っ
た
と
い
う
。

　『
万
波
を
翔
る
』に
も
、
蕎
麦
や
天
ぷ
ら

が
大
好
き
で
、
落
語
に
も
通
っ
て
い
た
と

い
う
話
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
出
世
と
と

も
に
急
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
旧
幕
臣
は
、
新
政
府
で
出
世
し
て
も
、

蓄
財
と
い
う
こ
と
は
皆
苦
手
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
幕
府
時
代
に
は
蓄
財
と
い
う
こ
と

な
ど
考
え
ず
、
あ
る
だ
け
使
っ
て
い
い
ん

だ
と
い
う
意
識
が
体
に
染
み
つ
い
て
い
た

か
ら
だ
ろ
う
。
何
だ
か
う
ら
や
ま
し
い
気

が
す
る
な
ぁ
。

（
持
田
具
宏
）

開
国
期
の
外
交
を
担
っ
た
幕
臣
の
波
乱
に
富
ん
だ
人
生

『
万ば

ん

波ぱ

を
翔か

け

る
』
　木
内
昇
著

　定
価
二
二
〇
〇
円（
税
込
）
　日
本
経
済
新
聞
出
版
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介
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平
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戦

『
都と

鄙ひ

大
乱
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源
平
合
戦
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　髙
橋
昌
明
著

　定
価（
本
体
二
八
〇
〇
円
＋
税
）

　岩
波
書
店

低解像度
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私
ど
も
（
一
社
）
日
本
甲
冑
武
具
研

究
保
存
会
（
以
下
、
日
甲
研
）
の
恒
例

行
事
の
一
つ
に
日
本
武
道
館
主
催
の

「
鏡
開
き
式
」
へ
の
参
加
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
毎
年
、「
成
人
の
日
」
に
催
さ

れ
ま
す
。

　「
成
人
」
の
日
は
「
武
道
始
め
の
日
」

で
も
あ
り
、
日
本
武
道
館
で
は
功
労
者

の
表
彰
、
現
代
九
武
道
の
模
範
演
技
等

が
行
わ
れ
ま
す
。
表
彰
式
に
続
い
て
、

日
甲
研
会
員
に
よ
る
「
鎧
の
着
初
め
・

三
献
の
儀
、
鏡
開
き
、
出
陣
」
が
執
り

行
わ
れ
ま
す
。
一
見
す
る
と
、
鎧
武
者

の
コ
ス
プ
レ
を
し
た
オ
ジ
サ
ン
た
ち
が

わ
ら
わ
ら
と
歩
き
回
っ
て
い
る
だ
け
の

よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
決
し
て
そ
ん

な
こ
と
は
な
く
、
正
月
の
儀
式
の
一
つ

と
し
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
儀
式
で
す
の
で
、
衣
装

も
そ
れ
な
り
に
凝
っ
て
い
て
、
大
河
ド

ラ
マ
に
衣
装
を
提
供
し
て
い
る
㈱
高
津

装
飾
美
術
の
甲
冑
を
着
て
太
刀
を
佩

き
、
箙
を
帯
び
、
弓
・
薙
刀
を
持
つ
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
時
代
祭
り
と
は
一
線
を

画
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
友
人
の
役
者
さ
ん
に
聞
い
た
と
こ

ろ
、
高
津
さ
ん
は
大
変
有
名
で
「
高
津

の
衣
装
は
そ
こ
ら
の
安
い
ド
ラ
マ
で
は

な
か
な
か
着
れ
な
い
」の
だ
そ
う
で
す
。

　
な
お
、
毎
年
若
干
名
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
鏡
開
き
式
へ
の
参
加
者
を
一

般
か
ら
も
募
集
し
て
い
ま
す
。
高
校
生

以
上
の
男
女
で
し
た
ら
ど
な
た
で
も
ご

応
募
い
た
だ
け
ま
す
。
ご
興
味
、
ご
関

心
の
あ
る
方
は
、
秋
ご
ろ
か
ら
一
般
参

加
者
募
集
を
し
ま
す
の
で
、
日
甲
研
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
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
│
│
│
15

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会低解像度

　
皆
さ
ま
、
は
じ
め
ま
し
て
。

　
私
は
「
刀
と
く
ら
す
。」
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
刀
を
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
、
自

宅
で
美
術
館
の
よ
う
に
楽
し
め
る
刀
の

展
示
ケ
ー
ス
を
製
作
し
て
い
ま
す
。

　「
刀
箱
師
」
と
い
う
造
語
を
作
り
、

三
年
ほ
ど
前
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
中
心
に
活

動
し
て
い
ま
す
。

　
も
と
も
と
は
セ
ガ
と
い
う
会
社
で
約

十
年
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
の

設
計
開
発
に
従
事
。
物
作
り
に
必
要
な

構
造
や
材
料
特
性
、
電
気
の
知
識
な
ど

を
学
び
ま
し
た
。

　
子
供
の
誕
生
に
よ
り
三
十
歳
で
育
休

を
取
得
、
育
児
の
か
た
わ
ら
、
ふ
と
し

た
こ
と
か
ら
刀
を
手
に
取
り
、
刀
好
き

が
再
燃
し
、
初
め
て
の
刀
を
購
入
。
念

願
の
一
振
は
飛
び
上
が
る
ほ
ど
に
嬉
し

く
、
夜
な
夜
な
鑑
賞
す
る
日
が
三
カ
月

ば
か
り
続
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
白
鞘
か
ら
刀
を
抜
く
作
業

が
だ
ん
だ
ん
と
億
劫
に
な
り
、
部
屋
で

美
術
館
の
よ
う
に
飾
れ
れ
ば
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
は
狭
い
空
間

に
飾
れ
る
刀
の
展
示
ケ
ー
ス
な
ど
な

く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
ア
ク
リ
ル
で

囲
っ
た
だ
け
の
簡
易
的
な
も
の
ば
か

り
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
培
っ
て
き
た
設

計
技
術
を
生
か
し
、
狭
い
部
屋
で
も
楽

し
め
る
展
示
ケ
ー
ス
の
製
作
を
決
意
。

独
立
し
、
今
で
は
製
作
に
専
念
し
て
い

ま
す
。

　
日
本
の
家
屋
は
床
の
間
が
減
っ
た
こ

と
で
、
刀
を
飾
る
場
所
は
減
少
し
て
い

ま
す
。
私
は
製
作
を
通
し
て
、
刀
の
美

術
的
な
側
面
を
見
て
く
れ
る
人
を
増
や

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
よ
く
「
刀
趣
味
は
一
代
限
り
」
と
言

わ
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
そ
う
な
っ
て

ほ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
の

は
、
子
供
た
ち
が
日
常
で
刀
を
見
る
機

会
が
少
な
い
か
ら
だ
と
考
え
ま
す
。

　
た
だ
し
、
刀
を
た
だ
置
く
だ
け
で
は

鉄
の
塊
。
武
器
と
し
て
の
側
面
し
か
伝

わ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
刀
を
試
し

斬
り
に
使
う
人
が
増
え
、
美
術
品
と
し

て
の
刀
は
消
耗
し
ま
す
。

　
ラ
イ
ト
を
適
切
に
当
て
る
こ
と
で
、

刀
は
初
め
て
美
し
い
美
術
品
に
な
り
ま

す
。
当
然
、安
全
に
飾
る
こ
と
も
大
切
。

そ
の
状
態
で
部
屋
に
刀
を
飾
れ
ば
、
子

供
は
毎
日
刀
の
美
し
さ
に
触
れ
ま
す
。

「
こ
れ
は
家
宝
だ
」
な
ん
て
言
わ
な
く

て
も
、
そ
れ
を
見
て
育
っ
た
子
供
は
大

切
に
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
現
に
、
娘
の
誕
生
の
際
に
作
っ
た
お

守
り
刀
を
四
歳
に
な
る
娘
は
ケ
ー
ス
を

通
し
て
毎
日
見
て
い
ま
す
が
、「
こ
れ

は
私
の
！
」
と
言
っ
て
既
に
大
切
に
し

て
い
ま
す
。
今
後
、
娘
が
友
達
を
家
に

連
れ
て
き
た
時
に
は
、
そ
の
友
達
も
刀

を
見
て
感
動
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
私
は
そ
う
い
っ
た
偶
発
的
な
刀
と
の

出
会
い
を
増
や
す
こ
と
で
、
将
来
の
愛

刀
家
を
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
か
く
言
う
私
も
小
学
生
の
こ
ろ
、

た
ま
た
ま
デ
パ
ー
ト
で
行
わ
れ
て
い
た

刀
の
即
売
会
で
刀
の
美
し
さ
に
触
れ
た

こ
と
が
今
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
刀
を
見
ら
れ
る
の
は
、
美
術

館
や
刀
剣
店
な
ど
非
常
に
限
ら
れ
た
場

所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
限
ら
れ
た
人
に
し
か
刀
の
魅
力
が

届
か
な
い
。

　
刀
は
長
い
歴
史
を
経
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
大
切
な
宝
で
す
。
後
世
に
そ
の
魅

力
を
引
き
継
げ
る
よ
う
な
流
れ
を
作
り

出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。皆
さ
ま
、

今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
展
示
ケ
ー
ス
に
興
味
の
あ
る
方

は
以
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w

w
.katana-case-

shi.com
/

中
村
圭
佑
さ
ん
（
刀
箱
師
）

刀
の
美
に
普
段
に
触
れ
ら
れ
る

展
示
ケ
ー
ス
を

No.008

自ら設計した展示ケースと中村さん

　
そ
の
店
は
、
近
鉄
南
大
阪
線
当
麻
寺

駅
の
前
に
あ
る
。

　
地
元
、
奈
良
県
葛
城
市
の
名
物
よ
も

ぎ
餅
の
店
、
中
将
堂
本
舗
だ
。

　
昭
和
四
年
か
ら
営
業
し
て
い
る
そ
う

で
、年
季
の
入
っ
た
佇
ま
い
の
お
店
だ
。

た
だ
一
筋
に
、
中
将
餅
を
作
り
続
け
て

い
る
。
そ
の
一
途
さ
に
安
心
す
る
お
客

が
多
数
。
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
私
の
師
匠
、
美
術
刀
剣
前

田
の
前
田
氏
も
大
好
物
だ
。
事
務
所
に

伺
う
時
は
、
い
つ
も
提
げ
て
い
く
。

　「
例
の
物
で
す
が
」
と
差
し
出
す
と
、

ニ
コ
ッ
と
笑
っ
て
い
る
。

　
こ
ん
な
風
に
、
差
し
上
げ
た
方
は
た

い
て
い
喜
ん
で
く
だ
さ
る
。
そ
ん
な
わ

け
で
、
失
敗
し
な
い
手
土
産
と
し
て
も

重
宝
し
て
い
る
。

　
私
は
一
年
を
通
し
て
こ
の
店
の
前
を

よ
く
通
る
。
大
和
伝
で
有
名
な
当
麻
寺

ま
で
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
コ
ー
ス
な
の
だ
。

　
帰
り
に
通
る
と
、
も
ち
米
と
よ
も
ぎ

を
蒸
し
上
げ
る
香
り
に
ク
ラ
ッ
と
す
る
。

条
件
反
射
的
に
食
べ
た
く
な
る
の
だ
。

　
や
わ
ら
か
め
の
よ
も
ぎ
餅
に
、
さ
っ

ぱ
り
甘
い
あ
ん
こ
。
そ
し
て
、
春
に
な

れ
ば
、
自
家
栽
培
の
よ
も
ぎ
が
籠
に
盛

ら
れ
て
干
さ
れ
て
い
る
。
嗅
覚
、味
覚
、

視
覚
を
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
。

　「
す
い
ま
せ
ん
、八
個
入
り
く
だ
さ
い
」

　
や
わ
ら
か
い
中
将
餅
を
持
っ
て
は
走

れ
な
い
。
家
ま
で
の
残
り
１
キ
ロ
ほ
ど

を
、
ゆ
る
ゆ
る
と
歩
い
て
帰
る
。

　
汗
を
流
し
、
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
い

た
だ
く
。
あ
ん
こ
と
、よ
も
ぎ
、コ
ー
ヒ
ー

連
合
軍
に
、
心
地
よ
く
敗
北
す
る
。
そ

し
て
、い
つ
も
通
り
の
味
に
安
心
す
る
。

　「
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、

最
高
の
美
徳
に
思
え
る
。

　
決
し
て
手
を
広
げ
る
こ
と
も
な
く
、

こ
こ
で
し
か
買
え
な
い
特
別
感
。

　
う
ま
ず
、
た
ゆ
ま
ず
、
続
け
る
と
い

う
こ
と
、
そ
の
姿
は
私
に
は
道
標
の
よ

う
に
思
え
る
。

う
ち
の
名
物―

中
将
餅―
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石
井 

理
子

筆
者
は
奈
良
県
在
住

組合こよみ（令和4年1～ 3月）
１月16日　東京美術倶楽部において持ち回り理事会を開

催。前理事より意見を聴取し賛助会員証発行を決定
17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
２月９日　組合事務所において深海理事長・伊波副理事長・

服部副理事長・飯田理事・大平理事が刀剣評価査定
16日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第63号編集委員

会を開催（企画）。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・大平理事・生野理事・瀬下理事・冥賀
理事・持田理事・土子民夫氏

３月３日　組合事務所において清水専務理事と嶋田常務理
事が刀剣評価査定

11日　キャピトルホテル東京で開催された信和会政経セミ
ナーに深海理事長・服部副理事長・清水専務理事が出席

12日　東京美術倶楽部において『刀剣界』第63号編集委員
会を開催（初校）。出席者深海理事長・伊波副理事長・
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・松本理事・持田理事・土子氏

12日　東京美術倶楽部において刀文協・高森邦彦事務局長
インタビュー。出席者深海理事長・伊波副理事長・清水
専務理事・綱取常務理事・飯田理事・生野理事

16日　東京美術倶楽部において持ち回り理事会を開催。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・生野理事・瀬下理事・
松本理事・冥賀理事・持田理事・土子氏

17日　深海理事長・服部副理事長・清水専務理事が産経新
聞社を訪問し、「明美ちゃん基金」に30万円を寄託

22日　賛助会員に「賛助会員証発行のお知らせ」を発送

　千葉工業大学地球学研
究センターおよび惑星探
査研究センター所長の松
井孝典氏率いる研究チー
ムが、エジプト考古学博
物館において、ポータブ
ル蛍光Ｘ線分析装置を用
いてツタンカーメンの鉄
剣の非破壊・非接触での
化学分析を行った結果、
鉄剣が低温鍛造により製
造されたこと、エジプト
国外から持ち込まれた可能性があることを明らかにした。
　古代オリエント世界で栄えたヒッタイト帝国（紀元前1200～
1400年）は、鉄の製造技術を独占することで軍事的優勢を得た
とされている。それ以前には、世界にはまだ鉄の製造技術はな
かったと考えられている一方で、エジプトのツタンカーメン王

（紀元前1361～1352年）の墓から、鉄剣が発見されたことは大き
な謎であった。この謎を解き明かすため、2020年２月９日と10 
日に松井所長の率いる研究チームがエジプト考古学博物館を訪
れ、ツタンカーメンの棺から発見された鉄製の短剣の現地調査
を行った。
　この鉄剣は紀元前14世紀に製作されたものであるが、棺の中
で保管されていたため非常に保存状態が良く、錆などの劣化の
影響が小さい。紀元前14世紀のエジプトには製鉄技術は存在し
なかったため、当時の人々は宇宙から飛来した鉄隕石を加工し、
鉄剣を製造したと考えられていた。2016年にイタリアの研究チ
ームが鉄剣の調査を行い、鉄・ニッケル・コバルト濃度の測定
から、鉄剣の材料が鉄隕石であることを確認したが、鉄隕石か
らの鉄剣の製造方法については明らかにされていなかった。

〈製造方法の根拠〉
・1925年の発掘当時と比べ、錆や腐食がほとんど進んでいない。
・元素分析の結果、10-12wt%のニッケルが含まれる。
・所々黒い斑点状に見られるものは、隕石の包有物である硫化

鉄である。
・ニッケルの二次元元素分布は、ウィドマンシュテッテン構造

を示している。
・ニッケル量、硫化鉄包有物およびウィドマンシュテッテン構

造から、オクタヘドライトという種類の隕石が鉄剣の原材料
である。

・ウィドマンシュテッテン構造および硫化鉄包有物が保存され
ていることは、低温鍛造により製造されたことを示す。

〈起源推定の根拠〉
・金の柄に少量含まれるカルシウムは、装飾物を接着する漆喰

に由来すると考えられる。
・エジプトでの漆喰の利用は、ツタンカーメン王の時代の1000

年以上後から始まったとされる。
・ヒッタイト帝国（現トルコ付近）の隣国であるミタンニから

ツタンカーメンの祖父であるアメンホテップⅢ世に鉄剣が送
られたと記す古文書（アマルナレター）が存在する。

・金の柄の組成は、ツタンカーメンの鉄剣がミタンニから持ち
込まれた可能性を示唆する。

ツタンカーメンの鉄剣の
製造方法と起源を特定

低解像度
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石
堂
一
派
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
概
要
に
つ
い
て

説
明
し
、
石
堂
各
派
の
作
風
の
相
違
点

に
関
し
て
は
、
次
号
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

●
各
地
に
及
ん
だ
石
堂
一
派

　
石
堂
一
派
と
は
近
江
国
蒲が

も
う生

郡
石い

し

塔ど
う

村（
現
在
の
滋
賀
県
東
近
江
市
石
塔
町
）

の
出
身
で
、
江
戸
初
期
（
寛
永
の
末
年

ご
ろ
~
）
に
江
戸
や
紀
州
に
移
住
し
、

古
作
一
文
字
風
の
華
や
か
な
匂
本
位
の

丁
子
刃
を
焼
き
、
地
に
映
り
を
表
し
た

刀
工
た
ち
を
指
し
、
移
住
し
た
そ
の
地

に
ち
な
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
石
堂
・

紀
州
石
堂
な
ど
と
称
し
て
い
ま
す
。

　
石
塔
村
出
身
者
以
外
に
も
、
石
堂
一

派
に
属
す
刀
工
は
見
ら
れ
ま
す
。

　
九
州
福
岡
の
地
か
ら
江
戸
に
出
て
江

戸
石
堂
の
是
一
に
作
刀
を
学
び
、
帰
国

し
て
同
様
の
作
風
を
製
し
た
是
次
・
守

次
ら
は
福
岡
石
堂
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、
紀
州
の
地
か
ら
さ
ら
に
需
要

を
求
め
、
大
坂
に
移
っ
た
長
幸
ら
を
大

坂
石
堂
、
京
に
行
っ
た
正
俊
・
正
忠
兄

弟
を
京
石
堂
と
呼
び
ま
す
。

　
遠
く
豊
後
高
田
か
ら
販
路
を
求
め
て

紀
州
に
赴
き
、
紀
州
石
堂
一
派
に
技
術

を
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
、

伊
賀
名
張
の
地
に
移
っ
た
鎮
忠
・
鎮
政

ら
も
伊
賀
石
堂
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
一
方
、
一
文
字
を
狙
っ
て
華
や
か
な

丁
子
刃
を
焼
き
、
地
に
映
り
を
交
え
な

が
ら
も
、
そ
ぼ
ろ
助
広
や
大
村
加
卜
ら

に
は
石
堂
一
派
と
の
関
連
が
見
ら
れ
な

い
た
め
に
、
石
堂
一
派
に
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。

　
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
か
ら
元
禄

十
五
年
（
一
七
〇
二
）
ご
ろ
ま
で
の
約

六
十
年
間
に
は
、
華
や
か
な
丁
子
乱
れ

が
流
行
を
見
ま
し
た
。
石
堂
一
派
以
外

に
も
、
大
坂
で
は
親
国
助
・
中
河
内
国

助
・
初
二
代
忠
綱
・
聾

つ
ん
ぼ

長
綱
・
大
和
守

吉
道
ら
に
丁
子
刃
が
見
ら
れ
、
ま
た
肥

前
一
文
字
と
称
さ
れ
た
出
羽
守
行
広
に

も
足
長
丁
子
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

彼
ら
の
作
風
は
小
沸
出
来
で
あ
り
、
地

に
映
り
が
見
ら
れ
ず
、
石
堂
一
派
と
は

作
風
を
異
に
し
て
い
ま
す
。

　
次
に
、
各
々
の
石
堂
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

●
近
江
石
堂

　
石
堂
一
派
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
ま

ず
近
江
石
堂
を
取
り
上
げ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

　
近
江
石
堂
は
新
刀
期
の
鍛
冶
で
な

く
、
室
町
期
に
近
江
国
蒲
生
郡
石
塔
村

で
鍛
刀
し
て
い
た
鍛
冶
集
団
の
総
称
で

す
。
祖
は
備
前
長
船
の
助
長
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
室
町
幕
府
第
九
代
将
軍
・
足
利
義よ

し

尚ひ
さ

が

近
江
守
護
の
六
角
高
頼
を
討
伐
す
る
た

め
に
出
陣
し
た
際（
長
享
・
延
徳
の
乱
）、

こ
れ
に
呼
応
し
た
赤
松
政
則
の
重
臣
浦

上
則
宗
の
命
に
よ
り
、
助
長
は
長
船
勝

光
ら
と
と
も
に
当
地
に
参
陣
し
、
鍛
刀

し
て
い
ま
す
（『
蔭
涼
軒
日
録
』）。

　
そ
の
後
、
勝
光
ら
は
長
船
に
帰
り
ま

す
が
、
助
長
は
石
塔
村
に
と
ど
ま
り
、

代
々
刀
鍛
冶
を
生
業
と
し
て
江
戸
期
に

及
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
地
名
に
ち
な
ん

で
彼
ら
を
近
江
石
堂
と
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
残
念
な
が
ら
、
近
江
石
堂
に
有
名

刀
工
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。

●
江
戸
石
堂

　
江
戸
石
堂
の
代
表
的
刀
工
と
し
て
は

光
平
・
常
光
・
是
一
・
宗
弘
ら
が
い
ま

す
。
彼
ら
は
江
州
蒲
生
の
近
江
石
堂
の

出
身
で
す
。

　
い
つ
ご
ろ
江
戸
に
移
住
し
た
か
で
す

が
、
光
平
の
最
初
期
の
年
紀
に
正
保
三

年
（
一
六
四
六
）、
常
光
の
作
で
は
慶

安
元
年
（
一
六
四
八
）
が
あ
る
こ
と
か

ら
類
推
し
て
、寛
永
十
五
（
一
六
三
八
）

~
十
七
年
前
後
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
寛
永
後
半
か
ら
明
暦
ご

ろ
に
か
け
て
江
戸
に
多
く
の
刀
工
が
移

住
し
た
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
地
方
で
は
関
ヶ
原
の
戦
の
後
、
刀
剣

の
需
要
が
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
。

②
江
戸
で
は
寛
永
十
二
年
に
参
勤
交
代

制
が
始
ま
る
と
、
人
口
が
急
激
に
増

加
し
、
武
士
も
増
え
て
刀
剣
の
需
要

が
高
ま
っ
た
こ
と
。

③
剣
術
が
奨
励
さ
れ
、
介
者
剣
法
（
甲

冑
を
着
用
し
た
武
士
相
手
の
剣
術
）

か
ら
素
肌
剣
法
（
甲
冑
を
着
用
し
な

い
武
士
相
手
の
剣
術
）
に
変
化
し
た

た
め
に
、
新
た
な
刀
姿
の
刀
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
。

④
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
大
火
に

よ
り
、
江
戸
で
は
膨
大
な
数
の
刀
剣

類
が
焼
失
し
、
新
た
な
刀
剣
の
需
要

が
生
ま
れ
た
こ
と
。

　
徳
川
家
康
の
命
に
よ
り
、
江
戸
の
地

に
は
も
と
も
と
康
継
や
繁
慶
ら
が
い
て

鍛
刀
し
て
い
ま
し
た
が
、
寛
永
の
こ
ろ

か
ら
は
前
記
の
江
戸
石
堂
派
鍛
冶
の
ほ

か
に
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
刀
工
が
集

ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、越
前
国
か
ら
和
泉
守
兼
重
、

長
曽
祢
虎
徹
・
興
正
、
紀
州
か
ら
大
和

守
安
定
、
但
馬
国
か
ら
法
城
寺
正
弘
一

派
、
美
濃
国
赤
坂
か
ら
千
手
院
盛
国
、

越
後
国
か
ら
大
村
加
卜
等
々
、
後
に
江

戸
新
刀
を
代
表
す
る
名
工
た
ち
が
集
ま

り
、
技
を
競
い
合
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
名
工
ぞ
ろ
い
の
江
戸
新

刀
の
中
で
、
江
戸
石
堂
派
は
な
ぜ
高
い

人
気
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
ず
、
古
作
一
文
字
を
狙
っ
た

華
や
か
な
丁
子
刃
を
見
事
に
焼
き
、
地

に
は
映
り
を
交
え
た
備
前
伝
の
刀
が
、

当
時
の
武
士
た
ち
の
中
に
徐
々
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
慶
長
か
ら
寛
永
の
中
ご
ろ
ま
で

は
志
津
写
し
・
貞
宗
写
し
な
ど
の
相
州

伝
や
美
濃
伝
が
主
流
で
し
た
が
、
や
が

て
華
や
か
な
備
前
伝
の
刀
を
自
身
の
指

料
に
求
め
る
風
潮
が
現
れ
ま
し
た
。

　
次
に
、
将
軍
家
の
兵
法
指
南
柳
生
家

と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
光
平
の
刀
で
裏
銘
に
「
干
時
承
応
二

年
柳
生
厳
知
所
持
之
」（
柳
生
連
也
斎

厳
包
の
初
銘
）
と
切
る
も
の
が
あ
り
、

江
戸
石
堂
一
派
が
柳
生
家
の
御
用
鍛
冶

で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
ま
す
。
光
平
は

じ
め
江
戸
石
堂
の
鍛
冶
は
皆
、良
業
物
・

業
物
ぞ
ろ
い
で
あ
り
、
柳
生
の
一
門
は

こ
ぞ
っ
て
指
料
を
依
頼
し
た
も
の
で

し
ょ
う
。

　
江
戸
石
堂
一
派
の
活
躍
年
代
は
、
正

保
・
慶
安
の
こ
ろ
か
ら
元
禄
・
宝
永
ご

ろ
ま
で
の
約
六
十
年
間
で
す
。

　
一
派
の
刀
工
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
長
兄
が
光
平
、
弟
に
常
光
・

宗
弘
が
お
り
、
是
一
は
光
平
の
近
親
者

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

常
光
や
是
一
に
は
二
代
あ
っ
た
こ
と
が

推
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
守
久
な
る
刀

工
で
す
が
、
石
塔
村
の
出
身
な
の
か
、

光
平
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
な
ど
不

明
で
は
あ
る
も
の
の
、
作
風
は
完
全
に

石
堂
風
で
あ
り
、
銘
文
に
「
武
州
石
堂

秦
守
久
」
と
切
る
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
江
戸
石
堂
一
派
の
一
人
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
福
岡
石
堂
︵
筑
前
石
堂
︶

　
是
次
は
二
十
七
歳
の
明
暦
元
年
（
一

六
五
五
）、
さ
ら
に
技
術
を
磨
こ
う
と

決
意
し
、
筑
前
福
岡
藩
主
黒
田
光
之
の

許
し
を
得
て
江
戸
に
上
り
、
武
蔵
大
掾

是
一
に
師
事
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
備
前

伝
の
秘
奥
を
学
び
、帰
国
し
て
大
成
し
、

筑
前
左
文
字
と
も
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
活
躍
年
代
は
明
暦
・
寛
文
・
延
宝
の

こ
ろ
で
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）、

五
十
三
歳
で
没
し
ま
し
た
。

　
是
次
に
は
子
が
な
く
、
従
兄
弟
で
あ

る
三
歳
年
下
の
守
次
を
養
子
に
迎
え
て

奥
義
を
伝
え
、
と
も
に
福
岡
の
地
に
て

活
躍
し
ま
し
た
。
守
次
は
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇
一
）、
六
十
九
歳
で
没
し
て
い

ま
す
。

　
是
次
と
守
次
に
は
わ
ず
か
に
作
風
の

違
い
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
次
号
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

●
紀
州
石
堂

　
紀
州
石
堂
の
祖
と
言
わ
れ
る
安
広
が

近
江
国
石
堂
村
か
ら
来
住
し
た
の
か
、

あ
る
い
は
紀
伊
国
富と

ん

田だ

村
の
出
身
な
の

か
、
は
っ
き
り
と
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

紀
州
石
堂
の
代
表
刀
工
で
あ
る
康
広
と

為
康
の
い
ず
れ
が
兄
弟
な
の
か
も
、
昔

か
ら
諸
説
が
あ
っ
て
定
ま
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
安
広
が
寛
永
十
三
年
（
一

六
三
六
）、
紀
州
徳
川
家
に
四
十
石
で

召
し
抱
え
ら
れ
な
が
ら
、
わ
ず
か
八
年

後
の
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
に
解
雇

さ
れ
た
こ
と
は
『
南
紀
徳
川
史
』
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
安
広
一
党
が
な
ぜ
紀
州

に
移
住
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
元

和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
家
康
の
十
子

頼よ
り

宣の
ぶ

が
五
十
五
万
五
千
石
で
入
国
し
、

多
く
の
家
臣
を
抱
え
た
た
め
に
刀
剣
の

需
要
も
増
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
時
期
は
天
和
末
年
か
ら
寛
永

前
期
と
思
わ
れ
、
そ
の
点
か
ら
江
戸
石

堂
一
派
よ
り
早
い
時
期
の
移
動
が
推
定

さ
れ
ま
す
。

　
寛
永
初
年
ご
ろ
か
ら
は
子
の
康
広
・

為
康
や
同
族
と
思
わ
れ
る
正
俊
ら
が
中

心
と
な
り
、
紀
州
藩
士
の
注
文
に
応
じ

て
盛
ん
に
鍛
刀
し
て
い
ま
す
。

　
現
存
作
に
は
「
紀
伊
国
當
一
康
広
」

「
紀
州
住
土
佐
将
監
橘
為
康
」「
紀
州
住

正
俊
造
」
な
ど
、
当
地
の
銘
が
数
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
安
広
が
紀
州

家
か
ら
解
雇
さ
れ
た
こ
ろ
よ
り
注
文
が

激
減
し
た
と
見
ら
れ
、
そ
れ
に
は
家
臣

に
刀
剣
が
一
応
行
き
渡
っ
た
こ
と
や
、

紀
州
家
の
抱
え
工
と
な
っ
た
南
紀
重
国

と
の
軋
轢
な
ど
も
起
因
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
康
広
・
為
康
ら
は
販
路
を

別
の
地
に
求
め
、
大
坂
に
移
住
し
て
大

坂
石
堂
と
な
り
ま
し
た
。
初
代
康
広
の

弟
で
あ
る
康
永
の
弟
子
に
多
々
良
長
幸

が
お
り
、
備
前
伝
で
は
新
刀
随
一
と
さ

れ
、
新
刀
一
文
字
と
も
称
さ
れ
ま
す
。

　
同
様
に
正
俊
は
京
に
出
て
京
石
堂
と

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
弟
の
左
近

正
忠
と
と
も
に
活
躍
し
ま
し
た
。な
お
、

こ
の
正
俊
は
三
品
一
派
の
越
中
守
正
俊

と
は
別
人
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
紀
州
石
堂
一
派
の
作

刀
期
間
は
寛
永
ご
ろ
を
中
心
に
二
十
年

に
も
満
た
な
い
短
期
間
で
し
た
。
子
孫

が
紀
州
に
残
り
「
紀
伊
国
康
次
」「
紀

伊
国
大
和
守
泰
綱
」「
紀
伊
国
康
光
」

と
銘
し
た
作
品
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
遺

存
作
は
き
わ
め
て
少
な
い
も
の
で
す
。

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
十
四
回

　石堂
一
派

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？

紀州石堂の系譜

紀
州
石
堂
の
祖

富
田
源
蔵

紀
州
か
ら
京
に
移
住
後

京
石
堂
と
な
る

近
江
よ
り
来
住
か

後
に
江
戸
住

安
広

富
田
五
郎
左
衛
門

当
一
と
号
す

備
中
守

寛
永
〜
寛
文

兄 

康
広

富
田
惣
左
衛
門

貞
享康
広

二
代

陸
奥
守

延
宝 為
康

二
代

富
田
六
郎
左
衛
門

土
佐
将
監
・
陸
奥
守

寛
永
〜
寛
文

弟 

為
康

八
左
衛
門

寛
文

弟 

康
永

貞
享長
幸

門
人

正
保
・
承
応

安
広
門
人

正
俊

京
石
堂

寛
文
・
貞
享

正
忠

　　印　紀州石堂
※康広一門は大坂移住後、
　大坂石堂となる

江戸石堂

京石堂

伊賀石堂

紀州石堂

大坂石堂
近江石堂

福岡石堂

寛
文

門
人康

綱

弟

↓
次
ペ
ー
ジ
に
続
く

江
戸
石
堂
光
平
の
刃
文

福
岡
一
文
字
吉
平
の
刃
文
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●
大
坂
石
堂

　
康
広
を
筆
頭
と
す
る
紀
州
石
堂
一
派

が
移
住
し
た
正
保
・
慶
安
の
こ
ろ
、
大

坂
に
は
既
に
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
刀

工
が
需
要
を
求
め
て
集
結
し
、
盛
ん
に

鍛
刀
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
意
味
で
は
、

少
々
出
遅
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。

　
京
か
ら
は
堀
川
一
門
の
初
代
和
泉
守

国
貞
・
初
代
河
内
守
国
助
が
来
坂
し
、

三
品
一
門
で
は
初
代
丹
波
守
吉
道
の
次

男
丹
波
守
吉
道
が
大
坂
丹
波
と
し
て
活

躍
し
て
い
ま
す
。
大
和
国
か
ら
は
手
掻

末
流
の
左
陸
奥
包
保
、
播
州
か
ら
は
初

代
忠
綱
、
初
代
国
助
門
の
そ
ぼ
ろ
助
広

も
移
住
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
ろ
は
彼
ら
の
二
代
あ
る
い
は
門
人
た

ち
が
活
躍
し
始
め
た
時
代
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
激
戦
地
に
移
住
し
て
き

た
の
で
す
か
ら
、
相
当
な
苦
労
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
康
広
・
為
康
・

康
永
ら
は
必
死
で
頑
張
り
、
二
代
目
に

引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
康
永
の
門
人
多
々
良
長

幸
の
活
躍
が
ひ
と
き
わ
目
立
ち
ま
す
。

石
堂
一
派
の
伝
統
で
あ
る
丁
子
刃
に
映

り
を
交
え
た
備
前
伝
を
よ
く
し
、
一
文

字
写
し
・
応
永
備
前
写
し
・
末
備
前
写

し
な
ど
を
注
文
に
応
じ
て
製
作
し
、
大

坂
の
武
士
や
商
人
に
大
喝
采
を
浴
び
ま

し
た
。
特
に
大
脇
指
の
作
品
が
多
く
、

ま
た
そ
の
傑
作
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と

も
特
筆
さ
れ
ま
す
。

　
長
幸
は
新
刀
一
文
字
・
大
坂
石
堂
と

も
称
さ
れ
、
真
改
・
助
広
の
両
横
綱
に

も
引
け
を
取
ら
な
い
人
気
が
あ
り
ま
し

た
。
最
上
大
業
物
と
し
て
も
名
高
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
大
坂
石
堂
に
は
移
住
後
の
初
代
康

広
・
為
康
・
康
永
ら
も
当
然
含
ま
れ
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
代
の
時
代
に
な

る
と
、
石
堂
風
の
作
風
は
徐
々
に
薄
れ

て
い
き
ま
し
た
。

●
京
石
堂

　
康
広
ら
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
紀
州
を
離

れ
、
京
に
移
住
し
た
刀
工
に
正
俊
・
正

忠
兄
弟
が
い
ま
す
。
正
俊
は
紀
州
石
堂

の
祖
安
広
の
弟
子
と
思
わ
れ
、
京
石
堂

の
名
が
あ
り
ま
す
。「
平
安
城
石
堂
右

近
正
俊
」
な
ど
と
切
り
、
華
や
か
な
丁

子
乱
れ
に
映
り
を
交
え
た
石
堂
の
作
風

で
上
手
で
す
。

　
弟
子
に
「
城
州
五
条
住
石
堂
助
光
」

「
平
安
城
住
石
堂
助
利
」
と
銘
す
る
刀

工
が
い
ま
す
が
、
京
石
堂
一
派
の
遺
存

作
は
き
わ
め
て
少
な
い
も
の
で
す
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
、
正
俊
ら
が
京
に

移
住
し
た
正
保
・
慶
安
の
こ
ろ
に
は
、
堀

川
国
広
一
門
や
三
品
一
門
な
ど
の
強
力

な
ラ
イ
バ
ル
刀
工
が
大
勢
い
た
こ
と
や
、

刀
剣
の
需
要
が
減
り
始
め
、
親
国
貞
や

親
国
助
ら
の
よ
う
に
需
要
を
求
め
て
大

坂
に
移
住
し
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
延
宝
ご
ろ
の
作
品
に
「
武
州
住
石
堂

左
近
橘
正
忠
」「
平
安
城
武
州
住
正
俊
」

な
ど
が
銘
鑑
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
京
か
ら
さ
ら
に
江
戸
へ
移
住
し
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。と
も
あ
れ
、

京
石
堂
一
派
は
あ
ま
り
振
る
わ
な
か
っ

た
一
派
と
言
え
ま
す
。

●
伊
賀
石
堂

　
室
町
期
に
あ
れ
だ
け
栄
え
た
豊
後
刀

も
文
禄
二
年
（
一
九
五
三
）
二
月
、
秀

吉
に
よ
り
大
友
家
が
改
易
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
衰
退
し
ま
し
た
。
豊
後
刀
工
は

帰
農
し
た
り
、雌
伏
の
時
を
送
っ
た
り
、

他
国
に
需
要
を
求
め
て
故
地
を
離
れ
て

い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
、
鎮
忠
・
鎮
政
・
鎮
知
・

鎮
弘
ら
の
一
族
は
、
慶
長
か
ら
元
和
に

か
け
て
の
一
時
期
、
紀
州
の
地
に
足
跡

を
残
し
て
い
ま
す
。「
於
紀
州
肥
前
守

藤
原
朝
臣
鎮
忠
造
」
の
銘
が
そ
の
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
鎮
忠
一
族
は
紀
州
石
堂
一
派
の
人
々

と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
丁
子

乱
れ
に
映
り
を
交
え
た
作
風
を
多
く
残

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
銘
文
や
作
風

か
ら
、伊
賀
石
堂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
彼
ら
は
伊
賀
国
名
張
で
作
刀
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
文
ご
ろ
ま
で
活
躍
し

ま
し
た
。
名
張
の
地
は
伊
賀
上
野
と
隣

接
し
て
お
り
、
藤
堂
家
や
伊
賀
忍
者
と

の
関
連
も
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
し
か
し
、
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
残

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
港
区
北
青
山
に
深
海
雄
一
さ
ん
を
お

訪
ね
し
ま
し
た
。

　
刀
剣
商
を
志
す
前
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
関

連
企
業
に
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
他
業
種

の
ス
キ
ル
を
生
か
し
た
活
躍
が
期
待
さ

れ
る
令
和
の
刀
剣
商
で
す
。

　
雄
一
さ
ん
は
銀
座
長
州
屋
さ
ん
で
の

修
業
を
経
て
、
一
昨
年
三
月
に
当
地
で

「
青
山
不
動
」
の
看
板
を
掲
げ
開
業
し

ま
し
た
。
銀
座
線
外
苑
前
駅
の
３
番
出

口
を
出
ま
す
と
、
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る

建
物
の
三
階
が
青
山
不
動
さ
ん
で
す
。

　
雄
一
さ
ん
と
は
都
内
で
開
催
さ
れ
る

交
換
会
で
お
会
い
で
き
ま
す
が
、
平
時

の
会
場
は
慌
た
だ
し
い
こ
と
が
多
く

ゆ
っ
た
り
と
話
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
お
店
に
伺
っ
た
次
第
で
す
。

　
店
内
に
入
り
ま
す
と
、
力
強
く
書
か

れ
た
「
青
山
不
動
」
の
扁
額
が
ま
ず
目

に
入
り
ま
す
。
お
聞
き
し
ま
す
と
、
ダ

ウ
ン
症
と
い
う
障
害
を
持
ち
な
が
ら
活

躍
す
る
書
家
の
金
澤
翔
子
さ
ん
に
依
頼

し
て
書
い
て
も
ら
っ
た
と
の
こ
と
。
こ

の
方
の
母
上
も
書
家
で
あ
り
、
娘
が
ダ

ウ
ン
症
と
診
断
さ
れ
た
時
は
、
親
子
心

中
ま
で
考
え
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、

娘
の
可
能
性
を
信
じ
、
親
子
で
泣
き
な

が
ら
猛
特
訓
を
し
て
大
成
さ
れ
た
の
で

し
た
。

　
店
名
の
由
来
は
、
都
心
で
あ
り
な
が

ら
自
然
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
歴
史
・
文

化
を
テ
ー
マ
と
す
る
施
設
が
集
ま
る
心

地
よ
い
洗
練
さ
れ
た
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
こ
と
、
古
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
武

家
文
化
の
芸
術
作
品
を
、
大
切
に
未
来

に
伝
え
て
い
く
と
い
う
不
動
の
志
を
忘

れ
ぬ
よ
う
に
と
、
決
め
た
そ
う
で
す
。

　
駅
の
近
く
で
も
あ
り
、
不
動
産
屋
さ

ん
と
間
違
え
て
業
者
が
来
店
し
た
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
開
業
し
て
二
年
経
過
し
ま
し
た
が
、

こ
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
猛

威
を
振
る
い
、
現
在
も
経
済
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
ス
タ
ー
ト

が
重
な
り
、
順
風
満
帆
な
船
出
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
と
想
像
し
ま
す
。

　「
お
客
さ
ま
の
ご
来
店
を
い
つ
で
も

心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
が
、
開
店
後
す

ぐ
に
お
客
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
は

考
え
づ
ら
か
っ
た
の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
の
制
作
や
喜
ん
で
い
た
だ
け
る

商
品
の
取
り
揃
え
に
力
を
入
れ
た
期
間

で
し
た
。
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
道

は
生
涯
勉
強
の
世
界
で
も
あ
る
と
思
い

ま
す
」

　
洗
練
さ
れ
た
店
内
は
、
都
心
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
癒
し
の
場

で
し
た
。

　「
刀
剣
や
刀
装
具
類
を
一
度
も
手
に

さ
れ
た
こ
と
が
な
い
方
で
も
、
気
軽
に

立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
け
る
店
づ
く
り
を

心
掛
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
目
利
き
の

数
寄
者
の
方
々
に
も
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
け
る
商
品
の
取
り
揃
え
を
今
後
、

一
層
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
で
す
」

　
常
々
お
会
い
す
る
時
は
穏
や
か
な
人

柄
の
面
し
か
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

本
日
は
店
名
に
ふ
さ
し
い
不
動
の
志
を

お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

■
青
山
不
動
=
〒
１
０
７-

０
０
６
１

東
京
都
港
区
北
青
山
二-

七-

一
八

第
一
真
砂
ビ
ル
三
階
　
☎
〇
三-

五
四

一
三-

四
二
一
〇
　

https://aoyam
afudo.co.jp/

（
嶋
田
伸
夫
）

不
動
の
志
を
持
っ
て
こ
の
道
を
往
く

刀
剣
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レ
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訪
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海
雄
一
さ
ん
︵
青
山
不
動
︶

　東京・両国の刀剣博物館で展覧会「日
本刀 多彩なる造形展」が開催されている。
流派や国、特定の作家を中心に開催され
ることが多い刀剣の展覧会としては異色
のタイトルで、当方への出品依頼やチラ
シから推して奇抜な形の作品を集めた展
覧会と認識していたが、実際に足を運ぶ
と、長年親しんだ同博物館であるが全く
拝見したことのない作品が多く、同館の
懐の深さをあらためて感じる優れた展示
内容であった。
　写真撮影が可能とのことから、いくつ
か気になった作品を紹介させていただき
ます。

た。写真撮影が可能とのことからいくつか気になった作品を写真
付きで紹介させて頂きます。
まず最初は「日本刀誕生の歴史」と題して上古刀の一群が展示さ
れているが、入ってすぐに目に入ってくるのが全長１４２センチ
にも及ぶ大仰な圭頭大刀である。

ここまで大仰な作は非常に珍しく、特別な身分にある人物の特注
品かと思われる。 
同館の石井彰学芸員によるとこれだけ見事な作品であるにも関わ
らず、展覧会に供されるのは初めてでは無いかというから驚きで
ある。

他にも國學院大学博物館から直刀や毛抜形太刀が出品されている
のも珍しい。
続いて「武士の台頭　鎌倉時代」では同館所蔵の名刀　国行（号
明石国行）などが並ぶ。

　まず最初は「日本刀誕生の歴史」と題し
て上古刀の一群が展示されているが、入っ
てすぐに目に入ってくるのが全長142セン
チにも及ぶ圭頭大刀である。ここまで大仰
な作は非常に珍しく、特別な身分にある人
物の特注品かと思われる。石井彰学芸員に
よると、これだけ見事な作品であるにもか
かわらず、展覧会に供されるのは初めてで
はないかというから驚きである。ほかにも
國學院大学博物館の所蔵する直刀や毛抜
形太刀が出品されている。

 
「南北朝時代と磨上」では靖国神社遊就館より重要刀剣審査に提
出され話題となった大太刀　銘　正家やなんと同館以外で初の展
示となるという巨大な包丁正宗の姿が。

以降「槍」「大太刀」「薙刀」「刀装」「刀装具」と続くが、名
品から経眼の記憶のない珍品まで多数展示されていた。撮影可と
なっていたが個人蔵の作品は避けいくつかを紹介。

　続いて「武士の台頭　鎌倉時代」では
同館所蔵の名刀、国行（号明石国行）な
どが並ぶ。

　「南北朝時代と磨上」では靖国神社遊就館
から重要刀剣審査に申請されて話題となっ
た大太刀 銘 正家や、何と同館以外で初の
展示となるという巨大な包丁正宗の姿が。
　以降「槍」「大太刀」「薙刀」「刀装」「刀
装具」と続くが、名品から経眼の記憶の
ない珍品まで多数展示されていた。その
中からいくつかを紹介。

尾張貫流槍術に用いられるという「管槍」は瞬発的に刺突の繰り
返しが可能な様式とのこと。　尾張貫流槍術に用いられるという「管

槍」は、瞬発的に刺突の繰り返しが可能
な様式とのこと。

「剣の造形」共柄の剣（末手掻）に名人は何を作らせても見事だ
と感心させられる直胤の剣

　「剣の造形」共柄の剣（末手掻）に、名
人は何を作らせても見事だと感心させら
れる直胤の剣。

「槍の造形」より各種形態の槍　「槍の造形」より、各種形態の槍。

「薙刀の造形」より　播州手柄山氏繁の特徴的な作品は拵付で展
示されている。

「刀装具の造形」より鼓透鐔　銘 因州住駿河卓置

　「薙刀の造形」より。播州手柄山氏繁の
特徴的な作品は、拵付きで展示されている。

「薙刀の造形」より　播州手柄山氏繁の特徴的な作品は拵付で展
示されている。

「刀装具の造形」より鼓透鐔　銘 因州住駿河卓置
富士図鐔　銘 予州松山住人 正阿弥盛国作

「刀装の造形」より　希少な銀蛭巻太刀拵など
他にも個人蔵の為写真の掲出は控えるが「変形造形」の非常に個
性的な水心子正次の脇差などは特に素晴らしい造形と感じた。 
ぜひ多くの方々に足を運んで観覧して頂きたい。

　「刀装具の造形」より、鼓透鐔　銘 因州
住駿河卓置
　富士図鐔　銘 予州松山住人 正阿弥盛国
作 富士図鐔　銘 予州松山住人 正阿弥盛国作

「刀装の造形」より　希少な銀蛭巻太刀拵など
他にも個人蔵の為写真の掲出は控えるが「変形造形」の非常に個
性的な水心子正次の脇差などは特に素晴らしい造形と感じた。 
ぜひ多くの方々に足を運んで観覧して頂きたい。

　「刀装の造形」より、希少な銀蛭巻太刀
拵など。
　個人蔵のため写真の掲出は控えるが、
ほかにも「変形造形」の非常に個性的な
水心子正次の脇指などは特に素晴らしい
造形と感じた。
　ぜひ多くの方々に足を運んで観覧して
いただきたい。 （飯田慶雄）

　日本刀の姿形は、時代によって発生した
戦闘方法の違いなどにより、一千年の刀剣
史上でさまざまな変化を遂げてきました。
それらは時代によって長短に違いが見ら
れ、また幅の広狭や反りのつき方など、そ
の姿形は製作された時代の特色を多く語っ
てくれています。一方で、時代の潮流にそ
ぐわない奇抜な造形が存在し、それなどは
注文主の意向が強く反映されたものとして
見逃せません。また、刀装を構成する金具
類の一つである鐔は、機能性を前提としな
がらも自由な造形が許された金具であり、
多様な形状が注目されます。
　本展覧会では、日本刀様式誕生以前の出
土刀から、時代による姿の違いを追うとと
もに、珍奇な造形の刀剣類や多様な鐔の形
状など、日本刀を中心とした多彩なる造形
に焦点を当て、新
たな魅力を探ろう
とするものです。
会期：
令和4年2月26日㈯
～5月22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/

日本刀 多彩なる造形展

〈展覧会リポート〉刀剣博物館で「日本刀 多彩なる造形展」を見る
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●
大
坂
石
堂

　
康
広
を
筆
頭
と
す
る
紀
州
石
堂
一
派

が
移
住
し
た
正
保
・
慶
安
の
こ
ろ
、
大

坂
に
は
既
に
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
刀

工
が
需
要
を
求
め
て
集
結
し
、
盛
ん
に

鍛
刀
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
意
味
で
は
、

少
々
出
遅
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。

　
京
か
ら
は
堀
川
一
門
の
初
代
和
泉
守

国
貞
・
初
代
河
内
守
国
助
が
来
坂
し
、

三
品
一
門
で
は
初
代
丹
波
守
吉
道
の
次

男
丹
波
守
吉
道
が
大
坂
丹
波
と
し
て
活

躍
し
て
い
ま
す
。
大
和
国
か
ら
は
手
掻

末
流
の
左
陸
奥
包
保
、
播
州
か
ら
は
初

代
忠
綱
、
初
代
国
助
門
の
そ
ぼ
ろ
助
広

も
移
住
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
ろ
は
彼
ら
の
二
代
あ
る
い
は
門
人
た

ち
が
活
躍
し
始
め
た
時
代
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
激
戦
地
に
移
住
し
て
き

た
の
で
す
か
ら
、
相
当
な
苦
労
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
康
広
・
為
康
・

康
永
ら
は
必
死
で
頑
張
り
、
二
代
目
に

引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
康
永
の
門
人
多
々
良
長

幸
の
活
躍
が
ひ
と
き
わ
目
立
ち
ま
す
。

石
堂
一
派
の
伝
統
で
あ
る
丁
子
刃
に
映

り
を
交
え
た
備
前
伝
を
よ
く
し
、
一
文

字
写
し
・
応
永
備
前
写
し
・
末
備
前
写

し
な
ど
を
注
文
に
応
じ
て
製
作
し
、
大

坂
の
武
士
や
商
人
に
大
喝
采
を
浴
び
ま

し
た
。
特
に
大
脇
指
の
作
品
が
多
く
、

ま
た
そ
の
傑
作
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と

も
特
筆
さ
れ
ま
す
。

　
長
幸
は
新
刀
一
文
字
・
大
坂
石
堂
と

も
称
さ
れ
、
真
改
・
助
広
の
両
横
綱
に

も
引
け
を
取
ら
な
い
人
気
が
あ
り
ま
し

た
。
最
上
大
業
物
と
し
て
も
名
高
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
大
坂
石
堂
に
は
移
住
後
の
初
代
康

広
・
為
康
・
康
永
ら
も
当
然
含
ま
れ
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
代
の
時
代
に
な

る
と
、
石
堂
風
の
作
風
は
徐
々
に
薄
れ

て
い
き
ま
し
た
。

●
京
石
堂

　
康
広
ら
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
紀
州
を
離

れ
、
京
に
移
住
し
た
刀
工
に
正
俊
・
正

忠
兄
弟
が
い
ま
す
。
正
俊
は
紀
州
石
堂

の
祖
安
広
の
弟
子
と
思
わ
れ
、
京
石
堂

の
名
が
あ
り
ま
す
。「
平
安
城
石
堂
右

近
正
俊
」
な
ど
と
切
り
、
華
や
か
な
丁

子
乱
れ
に
映
り
を
交
え
た
石
堂
の
作
風

で
上
手
で
す
。

　
弟
子
に
「
城
州
五
条
住
石
堂
助
光
」

「
平
安
城
住
石
堂
助
利
」
と
銘
す
る
刀

工
が
い
ま
す
が
、
京
石
堂
一
派
の
遺
存

作
は
き
わ
め
て
少
な
い
も
の
で
す
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
、
正
俊
ら
が
京
に

移
住
し
た
正
保
・
慶
安
の
こ
ろ
に
は
、
堀

川
国
広
一
門
や
三
品
一
門
な
ど
の
強
力

な
ラ
イ
バ
ル
刀
工
が
大
勢
い
た
こ
と
や
、

刀
剣
の
需
要
が
減
り
始
め
、
親
国
貞
や

親
国
助
ら
の
よ
う
に
需
要
を
求
め
て
大

坂
に
移
住
し
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
延
宝
ご
ろ
の
作
品
に
「
武
州
住
石
堂

左
近
橘
正
忠
」「
平
安
城
武
州
住
正
俊
」

な
ど
が
銘
鑑
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
京
か
ら
さ
ら
に
江
戸
へ
移
住
し
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。と
も
あ
れ
、

京
石
堂
一
派
は
あ
ま
り
振
る
わ
な
か
っ

た
一
派
と
言
え
ま
す
。

●
伊
賀
石
堂

　
室
町
期
に
あ
れ
だ
け
栄
え
た
豊
後
刀

も
文
禄
二
年
（
一
九
五
三
）
二
月
、
秀

吉
に
よ
り
大
友
家
が
改
易
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
衰
退
し
ま
し
た
。
豊
後
刀
工
は

帰
農
し
た
り
、雌
伏
の
時
を
送
っ
た
り
、

他
国
に
需
要
を
求
め
て
故
地
を
離
れ
て

い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
、
鎮
忠
・
鎮
政
・
鎮
知
・

鎮
弘
ら
の
一
族
は
、
慶
長
か
ら
元
和
に

か
け
て
の
一
時
期
、
紀
州
の
地
に
足
跡

を
残
し
て
い
ま
す
。「
於
紀
州
肥
前
守

藤
原
朝
臣
鎮
忠
造
」
の
銘
が
そ
の
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
鎮
忠
一
族
は
紀
州
石
堂
一
派
の
人
々

と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
丁
子

乱
れ
に
映
り
を
交
え
た
作
風
を
多
く
残

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
銘
文
や
作
風

か
ら
、伊
賀
石
堂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
彼
ら
は
伊
賀
国
名
張
で
作
刀
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
文
ご
ろ
ま
で
活
躍
し

ま
し
た
。
名
張
の
地
は
伊
賀
上
野
と
隣

接
し
て
お
り
、
藤
堂
家
や
伊
賀
忍
者
と

の
関
連
も
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
し
か
し
、
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
残

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
港
区
北
青
山
に
深
海
雄
一
さ
ん
を
お

訪
ね
し
ま
し
た
。

　
刀
剣
商
を
志
す
前
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
関

連
企
業
に
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
他
業
種

の
ス
キ
ル
を
生
か
し
た
活
躍
が
期
待
さ

れ
る
令
和
の
刀
剣
商
で
す
。

　
雄
一
さ
ん
は
銀
座
長
州
屋
さ
ん
で
の

修
業
を
経
て
、
一
昨
年
三
月
に
当
地
で

「
青
山
不
動
」
の
看
板
を
掲
げ
開
業
し

ま
し
た
。
銀
座
線
外
苑
前
駅
の
３
番
出

口
を
出
ま
す
と
、
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る

建
物
の
三
階
が
青
山
不
動
さ
ん
で
す
。

　
雄
一
さ
ん
と
は
都
内
で
開
催
さ
れ
る

交
換
会
で
お
会
い
で
き
ま
す
が
、
平
時

の
会
場
は
慌
た
だ
し
い
こ
と
が
多
く

ゆ
っ
た
り
と
話
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
お
店
に
伺
っ
た
次
第
で
す
。

　
店
内
に
入
り
ま
す
と
、
力
強
く
書
か

れ
た
「
青
山
不
動
」
の
扁
額
が
ま
ず
目

に
入
り
ま
す
。
お
聞
き
し
ま
す
と
、
ダ

ウ
ン
症
と
い
う
障
害
を
持
ち
な
が
ら
活

躍
す
る
書
家
の
金
澤
翔
子
さ
ん
に
依
頼

し
て
書
い
て
も
ら
っ
た
と
の
こ
と
。
こ

の
方
の
母
上
も
書
家
で
あ
り
、
娘
が
ダ

ウ
ン
症
と
診
断
さ
れ
た
時
は
、
親
子
心

中
ま
で
考
え
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、

娘
の
可
能
性
を
信
じ
、
親
子
で
泣
き
な

が
ら
猛
特
訓
を
し
て
大
成
さ
れ
た
の
で

し
た
。

　
店
名
の
由
来
は
、
都
心
で
あ
り
な
が

ら
自
然
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
歴
史
・
文

化
を
テ
ー
マ
と
す
る
施
設
が
集
ま
る
心

地
よ
い
洗
練
さ
れ
た
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
こ
と
、
古
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
武

家
文
化
の
芸
術
作
品
を
、
大
切
に
未
来

に
伝
え
て
い
く
と
い
う
不
動
の
志
を
忘

れ
ぬ
よ
う
に
と
、
決
め
た
そ
う
で
す
。

　
駅
の
近
く
で
も
あ
り
、
不
動
産
屋
さ

ん
と
間
違
え
て
業
者
が
来
店
し
た
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
開
業
し
て
二
年
経
過
し
ま
し
た
が
、

こ
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
猛

威
を
振
る
い
、
現
在
も
経
済
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
ス
タ
ー
ト

が
重
な
り
、
順
風
満
帆
な
船
出
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
と
想
像
し
ま
す
。

　「
お
客
さ
ま
の
ご
来
店
を
い
つ
で
も

心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
が
、
開
店
後
す

ぐ
に
お
客
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
は

考
え
づ
ら
か
っ
た
の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
の
制
作
や
喜
ん
で
い
た
だ
け
る

商
品
の
取
り
揃
え
に
力
を
入
れ
た
期
間

で
し
た
。
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
道

は
生
涯
勉
強
の
世
界
で
も
あ
る
と
思
い

ま
す
」

　
洗
練
さ
れ
た
店
内
は
、
都
心
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
癒
し
の
場

で
し
た
。

　「
刀
剣
や
刀
装
具
類
を
一
度
も
手
に

さ
れ
た
こ
と
が
な
い
方
で
も
、
気
軽
に

立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
け
る
店
づ
く
り
を

心
掛
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
目
利
き
の

数
寄
者
の
方
々
に
も
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
け
る
商
品
の
取
り
揃
え
を
今
後
、

一
層
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
で
す
」

　
常
々
お
会
い
す
る
時
は
穏
や
か
な
人

柄
の
面
し
か
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

本
日
は
店
名
に
ふ
さ
し
い
不
動
の
志
を

お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

■
青
山
不
動
=
〒
１
０
７-

０
０
６
１

東
京
都
港
区
北
青
山
二-

七-

一
八

第
一
真
砂
ビ
ル
三
階
　
☎
〇
三-

五
四

一
三-

四
二
一
〇
　

https://aoyam
afudo.co.jp/

（
嶋
田
伸
夫
）

不
動
の
志
を
持
っ
て
こ
の
道
を
往
く
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　東京・両国の刀剣博物館で展覧会「日
本刀 多彩なる造形展」が開催されている。
流派や国、特定の作家を中心に開催され
ることが多い刀剣の展覧会としては異色
のタイトルで、当方への出品依頼やチラ
シから推して奇抜な形の作品を集めた展
覧会と認識していたが、実際に足を運ぶ
と、長年親しんだ同博物館であるが全く
拝見したことのない作品が多く、同館の
懐の深さをあらためて感じる優れた展示
内容であった。
　写真撮影が可能とのことから、いくつ
か気になった作品を紹介させていただき
ます。

た。写真撮影が可能とのことからいくつか気になった作品を写真
付きで紹介させて頂きます。
まず最初は「日本刀誕生の歴史」と題して上古刀の一群が展示さ
れているが、入ってすぐに目に入ってくるのが全長１４２センチ
にも及ぶ大仰な圭頭大刀である。

ここまで大仰な作は非常に珍しく、特別な身分にある人物の特注
品かと思われる。 
同館の石井彰学芸員によるとこれだけ見事な作品であるにも関わ
らず、展覧会に供されるのは初めてでは無いかというから驚きで
ある。

他にも國學院大学博物館から直刀や毛抜形太刀が出品されている
のも珍しい。
続いて「武士の台頭　鎌倉時代」では同館所蔵の名刀　国行（号
明石国行）などが並ぶ。

　まず最初は「日本刀誕生の歴史」と題し
て上古刀の一群が展示されているが、入っ
てすぐに目に入ってくるのが全長142セン
チにも及ぶ圭頭大刀である。ここまで大仰
な作は非常に珍しく、特別な身分にある人
物の特注品かと思われる。石井彰学芸員に
よると、これだけ見事な作品であるにもか
かわらず、展覧会に供されるのは初めてで
はないかというから驚きである。ほかにも
國學院大学博物館の所蔵する直刀や毛抜
形太刀が出品されている。

 
「南北朝時代と磨上」では靖国神社遊就館より重要刀剣審査に提
出され話題となった大太刀　銘　正家やなんと同館以外で初の展
示となるという巨大な包丁正宗の姿が。

以降「槍」「大太刀」「薙刀」「刀装」「刀装具」と続くが、名
品から経眼の記憶のない珍品まで多数展示されていた。撮影可と
なっていたが個人蔵の作品は避けいくつかを紹介。

　続いて「武士の台頭　鎌倉時代」では
同館所蔵の名刀、国行（号明石国行）な
どが並ぶ。

　「南北朝時代と磨上」では靖国神社遊就館
から重要刀剣審査に申請されて話題となっ
た大太刀 銘 正家や、何と同館以外で初の
展示となるという巨大な包丁正宗の姿が。
　以降「槍」「大太刀」「薙刀」「刀装」「刀
装具」と続くが、名品から経眼の記憶の
ない珍品まで多数展示されていた。その
中からいくつかを紹介。

尾張貫流槍術に用いられるという「管槍」は瞬発的に刺突の繰り
返しが可能な様式とのこと。　尾張貫流槍術に用いられるという「管

槍」は、瞬発的に刺突の繰り返しが可能
な様式とのこと。

「剣の造形」共柄の剣（末手掻）に名人は何を作らせても見事だ
と感心させられる直胤の剣

　「剣の造形」共柄の剣（末手掻）に、名
人は何を作らせても見事だと感心させら
れる直胤の剣。

「槍の造形」より各種形態の槍　「槍の造形」より、各種形態の槍。

「薙刀の造形」より　播州手柄山氏繁の特徴的な作品は拵付で展
示されている。

「刀装具の造形」より鼓透鐔　銘 因州住駿河卓置

　「薙刀の造形」より。播州手柄山氏繁の
特徴的な作品は、拵付きで展示されている。

「薙刀の造形」より　播州手柄山氏繁の特徴的な作品は拵付で展
示されている。

「刀装具の造形」より鼓透鐔　銘 因州住駿河卓置
富士図鐔　銘 予州松山住人 正阿弥盛国作

「刀装の造形」より　希少な銀蛭巻太刀拵など
他にも個人蔵の為写真の掲出は控えるが「変形造形」の非常に個
性的な水心子正次の脇差などは特に素晴らしい造形と感じた。 
ぜひ多くの方々に足を運んで観覧して頂きたい。

　「刀装具の造形」より、鼓透鐔　銘 因州
住駿河卓置
　富士図鐔　銘 予州松山住人 正阿弥盛国
作 富士図鐔　銘 予州松山住人 正阿弥盛国作

「刀装の造形」より　希少な銀蛭巻太刀拵など
他にも個人蔵の為写真の掲出は控えるが「変形造形」の非常に個
性的な水心子正次の脇差などは特に素晴らしい造形と感じた。 
ぜひ多くの方々に足を運んで観覧して頂きたい。

　「刀装の造形」より、希少な銀蛭巻太刀
拵など。
　個人蔵のため写真の掲出は控えるが、
ほかにも「変形造形」の非常に個性的な
水心子正次の脇指などは特に素晴らしい
造形と感じた。
　ぜひ多くの方々に足を運んで観覧して
いただきたい。 （飯田慶雄）

　日本刀の姿形は、時代によって発生した
戦闘方法の違いなどにより、一千年の刀剣
史上でさまざまな変化を遂げてきました。
それらは時代によって長短に違いが見ら
れ、また幅の広狭や反りのつき方など、そ
の姿形は製作された時代の特色を多く語っ
てくれています。一方で、時代の潮流にそ
ぐわない奇抜な造形が存在し、それなどは
注文主の意向が強く反映されたものとして
見逃せません。また、刀装を構成する金具
類の一つである鐔は、機能性を前提としな
がらも自由な造形が許された金具であり、
多様な形状が注目されます。
　本展覧会では、日本刀様式誕生以前の出
土刀から、時代による姿の違いを追うとと
もに、珍奇な造形の刀剣類や多様な鐔の形
状など、日本刀を中心とした多彩なる造形
に焦点を当て、新
たな魅力を探ろう
とするものです。
会期：
令和4年2月26日㈯
～5月22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/

日本刀 多彩なる造形展

〈展覧会リポート〉刀剣博物館で「日本刀 多彩なる造形展」を見る
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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。

　この度、虎屋京都ギャラリーにて、現代を代表する
刀匠・河内國平氏の作刀50年を記念した展覧会を開催
します。
　河内氏と虎屋はかねてより交流があり、作品展は
2014年に続いて２回目。今回は、刀匠として異例の相
州伝と備前伝の2つの流派を習得された氏の、50年に及
ぶ刀作りを振り返り、処女作から刀剣界最高の栄誉で
ある正宗賞の受賞関連作品、初公開の最新作に至るま
で、選りすぐりの作品を約15振展示します。また、日
本の伝統文化や工芸の要素を取り入れた作品を発表されている、舘鼻則孝氏
とコラボレーションした現代美術の作品も特別展示します。
　ただ一心に仕事に打ち込んでこられた現代の刀鍛冶の歩みとともに、今な
お進化を続ける刀匠の、刀作りへの情熱も感じ取っていただければ幸いです。
会期：4月16日㈯～5月15日㈰

■虎屋 京都ギャラリー
　〒602-0911 京都市上京区烏丸西入広橋殿町400（虎屋菓寮京都一条店横）
　☎075-431-4736

作刀50年─刀匠 河内國平展

　刀剣は、信仰の対象や祈願の対象となるなど、人々と密接な関係を持ってい
ました。また、鎌倉時代以降には、武士から農民までさまざまな立場の人が武
運や商売繁盛などを祈るとともに、神仏に崇敬の気持ちを込めて全国各地の
神社・仏閣に刀剣を奉納していました。中でも岡山県は、刀剣の産地でもあっ
たことが関係するのか、水田国重や上野大掾祐定・祐永らをはじめとした地元
に根付いた刀鍛冶が、神社や仏閣の境内で刀を作り、奉納することが行われま
した。このため、県内各地には刀剣を所持する寺社が今でも多く残っています。
今回の展示では、岡山県の刀剣生産地の１つでもある瀬戸内市周辺と真庭市周
辺を取り上げ、普段見ることのできない寺社に奉納された刀剣類を一堂に展示
するとともに、日本全国で見られた地域と信仰の一端を紹介します。
会期：4月2日㈯～6月5日㈰　来館事前予約制

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

テーマ展「地域の奉納刀─真庭･瀬戸内編─」

　野田市美術刀剣会との共催による刀剣展覧会。約60
振りの古今東西の美術刀剣のほか、名工による鐔や小
柄などの刀装具を一堂に紹介。また会期中「刀剣なん
でも相談会！」「日本刀を持ってみよう！」「刀剣基礎
講座」などのイベントを予定しており、初心者のご来
場も歓迎です。
会期：4月9日㈯～5月29日㈰

■野田市郷土博物館
　〒278-0037 千葉県野田市野田370-8　☎04-7124-6851
　https://noda-muse.jp/

市民コレクション展「刀百姿─彩褪せぬ日本刀の燦─」

　名刀が美しい輝きを放っているのは、鍛刀されてか
ら今日に至るまでの数百年の間、絶えず日本刀を守り、
磨き続けていた人々の手があったからです。本展では、
日本有数の刀剣コレクションを誇る佐野美術館の収蔵
品から平安時代から江戸時代にかけての国宝・重要文
化財に指定されている刀剣、刀装具、約100点を展示し
ます。なかでも国宝「太刀　銘　一」は、実に36年ぶ
りに愛媛で展示されます。さらに「刀剣乱舞」のキャ
ラクターにもなった、名槍「蜻蛉切」、重要文化財「松
井江」といった珠玉の名品たちも展示されるほか、伊
予今治城主藤堂高虎が所有した名刀「正宗」（重要文化
財）といった愛媛ゆかりの刀剣が県内初公開されます。また伊佐爾波神社・
東雲神社に伝わった名刀（重要文化財）を、本展に合わせて特別公開します。
約千年にわたる日本刀の歴史を通じて、日本人が培ってきた美意識や文化を
お伝えすることができれば幸いです。
会期：4月16日㈯～6月12日㈰

■愛媛県美術館
　〒790-0007 愛媛県松山市堀之内　☎089-932-0010
　https://www.ehime-art.jp/

名刀は語る展─時を超え、受け継がれる美と心─

　2020年に新型コロナウイルス感染防止のために中止
になった企画展「刀剣幻

フ ァ ン タ ジ ア

想曲」が２年越しで開催。本
展では、村正をはじめとした桑名ゆかりの刀工や、近
年調査して明らかになった伊勢国ゆかりの刀剣を披露
します。さらに、過去に出品した後「もう一度見たい」
というご要望を多く頂戴した刀剣を展観します。刀剣・
刀装具の鑑賞方法はもちろん、刀剣の由来や、刀工に
よる技法の違いなど、知っているとより楽しめる刀剣
の奥深い魅力をご紹介します。
会期：3月12日㈯～5月8日㈰

■桑名市博物館
　〒511-0039 三重県桑名市京町37-1　☎0594-21-3171
　https://www.city.kuwana.lg.jp/bunka/bunkashisetsu/hakubutsukan/index.html

春の企画展「刀剣幻
ファンタジア

想曲・再
アンコール

演」

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

2022年度のイベント・企画展
タイトル 会期 概要

酒井家庄内入部400年記念特別展【第１部】
徳川四天王筆頭・酒井忠次

4/14㊍～ 5/29㊐
酒井家興隆の礎を築いた初代・酒井忠次の事績を紹介。忠次は徳川家康の立身出世を支え、のちには徳川四天王筆頭と称された。織田信長や徳川家
康から拝領した国宝の太刀 2 振をはじめ、美術工芸品や古文書、歴史資料から徳川家重臣としての忠次の活躍を辿る。

酒井家庄内入部400年記念特別展【第２部】
中興の祖・酒井忠徳と庄内藩校致道館

6/1㊌～ 7/18㊊
藩主酒井家中興の祖・9 代忠徳の生涯を辿る。若くして当主となった忠徳の藩政改革、藩校致道館の創設や教育内容を紹介。また、様々な事績と驚
きのエピソードや、和歌・俳諧資料や交友から、文化人としての側面にも着目する。

酒井家庄内入部400年記念特別展【第３部】
民衆のチカラ　～三方領知替え阻止運動～

7/22㊎～ 9/7㊌
天保 11 年（1840）、幕府が命じた三方領知替え。酒井家の長岡移封を阻止するため、庄内領民の大規模集会や江戸での直訴を繰り返す――。民衆の
チカラがうねりとなって、日本全国に影響を与えた阻止運動の様相を、歴史資料や古文書から探る。

酒井家庄内入部400年記念特別展【第４部】
藩祖・酒井忠勝

9/10㊏～ 10/31㊊
3 代・酒井忠勝は、元和 8 年（1622）に藩主として初めて庄内に入部した。最上家統治時代の流れを受け継ぎながら、領内の総検地、鶴ヶ岡城の整備や城下の
町割り、新田開発を実施し、酒井家 400 年の基盤を整えた藩祖・忠勝の事績を紹介する。「短刀 銘 吉光」、禅院額字「潮音堂」（共に重要文化財）等を出品。

酒井家庄内入部400年記念特別展【第５部】
酒井家の明治維新～戊辰戦争と松ヶ岡開墾～

11/3㊍～ 12/25㊐
幕府方として戦い抜いた戊辰戦争、明治の新たな時代の松ヶ岡開墾事業を紹介。版籍奉還後の酒井家の歴史にも焦点を当て、歴史資料や写真資料な
どから時代の転換期に迫る。

第43回　鶴岡書道会会員展 2023.1/5㊍～ 1/22㊐ 鶴岡市にあり、流派を超えて活動する書道団体。昭和 8 年創設。

新収蔵品展～刀剣・美術工芸品を中心に～ 2023.1/26㊍～ 3/12㊐
鶴岡出身の愛刀家・三矢宮松（1880 ～ 1959）旧蔵の脇指・短刀や、幕末に活躍した旧庄内藩士・石川静正（1848 ～ 1925）の遺品や、書画を中心に
出品。脇指額銘「恒光」拵付、日下部鳴鶴筆七言対句、石川淡雲・淡水合作山水図屏風他。

第29回　鶴岡雛物語 2023.3/1㊌～ 4/3㊊
市内各所で開催され、鶴岡に春を告げる恒例の行事「鶴岡雛物語」展。当館では、旧庄内藩主酒井家や旧家伝来の雛人形と雛道具、鶴岡伝統のお雛
菓子を一堂に展示。大名家ならではの、典雅な雛祭り。

花鳥風月 2023.3/15㊌～ 4/26㊌
時に美しく、時に厳しく、四季折々の表情をみせる日本の風土。移りゆく自然美は、今も昔も画家たちを魅了する。本展では「花鳥風月」をキーワ
ードに、館所蔵の花鳥画、風景画を中心に紹介する。

　戦国時代の刀剣の作風は山城などの五カ伝に分けられている
が、上州の郷土刀は五カ伝の中の相州伝を基礎としている。そ
のため、正宗などきわめて著名な相州伝の刀剣の系譜を受け継
いだ上州の郷土刀を展示する。甲冑では、上杉や武田といった
戦国大名にも愛用された上州甲冑師の製作した兜が複数確認さ
れている。東国の中でも特定の甲冑師が製作した甲冑がこれほ
ど残存していることは、大変に貴重であり、上州の刀剣・甲冑
が全国的に高い水準にあったことを示す。
会期：7月9日㈯～8月28日㈰

■群馬県立歴史博物館
　〒370-1293 群馬県高崎市綿貫町992-1　☎027-346-5522
　https://grekisi.pref.gunma.jp/

企画展「戦国上州の刀剣と甲冑」

太刀 正宗

　細川家は初代・藤孝が信長に仕えて以来、江戸時代
の終焉まで国持大名として存続しました。織田・豊臣・
徳川と政権が移行する過程で滅亡した大名家が多い中、
このように長きにわたって存続できた背景の一つには、
細川家筆頭家老・松井家の活躍がありました。
　松井家初代・康之（1550～1612）は武略に優れ、数々
の戦功を細川家にもたらしました。とりわけ秀吉から
その働きが評価され、直参大名取り立ての申し出を受
けるも、細川家への忠義から固辞しています。二代・
興長（1582～1661）は主君に対しても忌憚のない意見
を述べ、50年にわたって細川家を支え続けました。そ
うした細川家にとって最も重要な家老であった松井家の文物は、今も熊本県
八代市の松井文庫に継承されています。
　松井文庫には、康之と興長が深い関係を築いた千利休や古田織部、剣豪・
宮本武蔵ゆかりの史料や作品も現存しています。利休が秀吉の勘気に触れて
京を追われたとき、見送りに来てくれた細川家二代・ 忠興と織部への感謝
の気持ちを康之に言づけた手紙や、興長の仲介により熊本藩細川家に客分と
して招かれた武蔵の水墨画など、貴重な品を多く含みます。
　本展は、永青文庫と松井文庫の伝来品により、主君と家老の関係を東京で
初紹介するものです。利休、武蔵らの名品を一堂に展覧するとともに、康之
と興長の活躍ぶりを史料からたどり、最強の家老たるゆえんを探ります。
会期：3月12日㈯～5月8日㈰

■永青文庫
　〒112-0015 東京都文京区目白台1-1-1　☎03-3941-0850
　https://www.eiseibunko.com/

春季展「戦国最強の家老─細川家を支えた重臣松井家とその至宝─」
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