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■
文
化
を
伝
え
る
地
・
墨
田
へ
の
移
転

古
来
よ
り
日
本
刀
は
武
器
と
し
て
使

用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
権
威
の
象
徴

や
信
仰
の
対
象
と
し
て
崇す
う
け
い敬
を
集
め
、

ま
た
、
刀
身
だ
け
で
な
く
刀
装
や
刀
装

具
も
含
め
て
優
れ
た
美
術
工
芸
品
と
し

て
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
日
本
刀
文
化
の
普
及
と
日
本

刀
の
保
護
・
公
開
、
刀
剣
技
術
の
伝
承
、

刀
剣
鑑
賞
の
指
導
等
の
た
め
、
刀
剣
博

物
館
は
１
９
６
８
（
昭
和
43
）年
５
月
に

渋
谷
区
代
々
木
の
地
に
開
館
し
ま
し

た
。

　

以
来
当
館
は
お
よ
そ
半
世
紀
に
渡

り
、
我
が
国
の
日
本
刀
文
化
発
信
の
中

心
地
と
し
て
同
地
に
存
在
し
愛
刀
家

の
皆
様
に
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
建
物
の
老
朽
化
の
た
め
改
築
が

必
要
と
な
り
、
旧
安
田
庭
園
内
の
両
国

公
会
堂
の
跡
地
に
新
築
・
移
転
し
、
本

年
１
月
よ
り
、
墨
田
区
横
網
の
地
に
て

新
博
物
館
を
開
館
し
て
い
ま
す
。
当
館

を
含
め
て
30
近
い
博
物
館
が
立
ち
並
ぶ

一
大
文
化
都
市
で
あ
る
墨
田
区
に
お
い

て
、
鉄
の
芸
術
品
で
あ
る
日
本
刀
と
い

う
伝
統
文
化
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く

拠
点
と
し
て
存
在
感
を
発
揮
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

■
地
元
と
の
調
和
を
目
指
し
て

　

現
在
当
館
が
建
っ
て
い
る
所
に
は
、

２
０
１
５
年
の
夏
ま
で
両
国
公
会
堂
が

存
在
し
て
い
ま
し
た
。
１
９
２
６(

大

正
15)

年
の
落
成
以
来
、
公
演
や
コ
ン

サ
ー
ト
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ

て
多
く
の
方
々
に
活
用
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
老
朽
化
の
た
め
閉
館
と
な
り
ま

し
た
。
当
館
は
こ
れ
ま
で
建
っ
て
い
た

両
国
公
会
堂
の
佇
た
た
ず

ま
い
を
継
承
し
、
池

に
向
か
っ
て
張
り
出
し
た
円
筒
部
と
そ

の
両
側
に
広
が
る
翼
部
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
公
会
堂
の
ド
ー
ム

に
替
わ
り
頂
部
に
は
ヴ
ォ
ー
ル
ト
屋
根

が
架
け
ら
れ
、
高
さ
を
抑
え
て
庭
園
と

の
調
和
を
図
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
１
階
の
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

地
域
情
報
の
ほ
か
、
旧
安
田
庭
園
や
両

国
公
会
堂
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
や
公

会
堂
の
模
型
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
、
各
種
会
議
の
会
場
と

し
て
場
所
を
提
供
す
る
ユ
ニ
ー
ク
ベ

ニ
ュ
ー
の
取
組
み
に
も
協
力
し
て
い
く

こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

活
動
を
通
じ
て
、
か
つ
て
の
両
国
公
会

堂
の
よ
う
に
地
元
を
は
じ
め
多
く
の
人

に
親
し
ま
れ
る
存
在
を
目
指
し
て
い
き

ま
す
。

■
い
に
し
え
の
技
を
現
代
に
伝
え
る

　

当
館
に
来
ら
れ
る
お
客
様
は
、
刀
剣

に
長
ら
く
親
し
ん
で
こ
ら
れ
た
方
が
中

心
で
し
た
。
し
か
し
近
年
は
、
日
本
文

化
に
興
味
を
持
っ
て
来
日
さ
れ
る
海
外

の
方
や
ゲ
ー
ム
な
ど
を
き
っ
か
け
に
刀

剣
に
興
味
を
持
た
れ
た
女
性
な
ど
、
多

様
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
お

客
様
の
多
様
化
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
興
味
関
心
に
応
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
企
画
・
展

示
や
イ
ベ
ン
ト
に
力
を
入
れ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
年
１
月
19
日
よ
り
開
館
記
念
展
示

と
し
て
現
代
の
刀
職
者
の
作
品
『
今
に

伝
わ
る
い
に
し
え
の
技
』
展
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
本
展
で
は
、
平
成
29
年
度

の
新
作
名
刀
展
に
お
い
て
最
高
賞
（
高

松
宮
記
念
賞
）
に
輝
い
た
久
保
善
博
氏

の
太
刀
や
女
性
研と

ぎ

し師
と
し
て
初
の
特
賞

（
木
屋
賞
）
を
獲
得
し
た
神
山
貴
恵
氏
の

作
品
な
ど
、
い
に
し
え
の
伝
統
と
技
を

継
承
し
研け
ん
さ
ん鑽
を
積
み
重
ね
て
き
た
現
代

名
工
の
珠
し
ゅ
ぎ
ょ
く
玉
の
作
品
を
是
非
ご
覧
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
刀
剣
博
物
館　

荒
川
史
人
）

日
本
刀
文
化
を
、
墨
田
か
ら
世
界
へ

刀
剣
博
物
館

写真：（上）久保善博氏の太刀　　（右）旧安田庭園から見た刀剣博物館　撮影 北嶋俊治

 刀剣博物館　ご利用案内 

【開館時間】9：30～17：00（入館は16：30まで）

【休館日】月曜日（祝日の場合開館、翌火曜日休館）

【入館料】大人1,000円、高校・大学・専門学校生700円、

　　　　   中学生以下無料（※特別展によって別料金あり）

【所在地】墨田区横網1-12-9　【電話】03-6284-1000

 展示情報

現代刀職展『今に伝わるいにしえの技』

平成30年1月19日（金）～3月25日（日）（展示替え有り）



や

矢 
か げ

掛 
ゆ み

弓 
お

雄と

「隅田川
そ う

叢 
し

誌」（下）
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）12
月
に
隅
田

川
神
社
に
来
着
し
た
矢
掛
弓
雄
は
、
実

に
多
彩
な
資
料
を
残
し
た
。
自
身
が
京

都
遊
学
中
に
作
成
し
た
絵
巻
物
や
陵
墓

図
の
写
本
を
は
じ
め
と
し
て
、
来
着
直

後
か
ら
明
治
７
年
に
か
け
て
奉
納
し
続

け
た
絵
馬
、
神
道
祭
祀
や
諸
儀
礼
を
執

行
す
る
た
め
に
調
と
と
の

え
た
道
具
、
神
主
を

兼
務
し
た
周
辺
小
社
の
縁
起
な
ど
が
揃そ
ろ

う
。
ま
た
、
神
社
の
経
営
に
か
か
わ
っ

て
作
ら
れ
た
帳
簿
も
比
較
的
よ
く
残
さ

れ
て
い
る
（
『
隅
田
川
神
社
の
文
化
財
―

矢
掛
弓
雄
の
世
界
Ⅰ
―
』
墨
田
区
教
育

委
員
会
発
行
）
。
隅
田
川
神
社
に
は
、
矢

掛
ゆ
か
り
の
品
々
が
ま
と
ま
っ
た
か
た

ち
で
伝
来
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
資
料
群
の
中

に
は
、
ち
ょ
っ
と
異
彩
を
放
つ
も
の
が

あ
る
。
隅す

だ田
村
の
一
部
の
住
人
が
源
頼

朝
の
隅
田
川
渡
河
伝
説
を
裏
づ
け
る
遺

物
だ
と
し
て
持
ち
伝
え
て
い
た
「
頼
朝

橋

鎹
か
す
が
い」（

頼
朝
が
隅
田
川
に
架
け
さ
せ

た
橋
の
鎹
＝
写
真
１
）
、「
右
大
将
頼
朝

卿
旗は
た
ざ
お
い
し
づ
き

竿
石
突
」（
旗
竿
の
末
端
部
に
取
り

付
け
る
金
具
）
、「
都
み
や
こ
ど
り鳥
文ぶ
ん
だ
い台
」（
頼
朝
橋

の
柱
材
で
作
っ
た
と
い
う
文
台
）
、
そ

し
て
矢
掛
自
身
が
近
所
で
発
掘
し
た

「
文ぶ

ん

じ治
古こ

ひ碑
一い
ち
め
ん面

」
の
四
点
だ
。
要
す
る

に
、
か
の
英
雄
、
源
頼
朝
と
何
ら
か
縁

の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
、

郷
土
人
に
よ
る
自
慢
話
の
元
ネ
タ
だ
。

こ
れ
ら
は
既
に
江
戸
時
代
の
人
が
真

偽
に
つ
い
て
疑
い
を
も
っ
た
可
能
性
の

あ
る
イ
ワ
ク
つ
き
の
品
々
だ
っ
た
が
、

矢
掛
は
奉
納
を
受
け
、
以
後
こ
れ
ら
を

頼
朝
隅
田
川
渡
河
の
証
拠
と
し
て
社
宝

指
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
伝
説
を
そ
の

ま
ま
歴
史
と
み
る
感
覚
が
上
回
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
の
私
た
ち
か
ら

み
れ
ば
明
ら
か
に
無
茶
だ
。

だ
が
、
隅
田
村
に
移
住
し
た
矢
掛
は

い
ず
れ
「
花
も
よ
し
月
雪
も
よ
し
す
ミ

た
川
す
（

住

め

ば

）

め
は
す
な
は
ち
ミ（

都

）

や
こ
な
り
け

り
」
と
詠
む
こ
と
に
な
る（
明
治
27
年
）。

こ
こ
で
は
ま
ず
こ
う
し
た
点
か
ら
評
価

し
た
い
。
元
来
か
ら
の
来
訪
者
が
こ
の

よ
う
に
郷
土
人
の
心
性
に
近
づ
く
に
は
、

村
人
の
心
性
を
あ
り
の
ま
ま
に
継
ぎ
受

け
る
努
力
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

か
ら
だ
。
彼
は
隅
田
村
と
そ
の
周
辺
に

伝
わ
る
伝
説
や
遺
物
、
史
跡
の
採
集
に

努
め
、
そ
の
成
果
を
明
治
25
年
『
隅
田

川
叢
誌
』（
写
真
２
）
に
ま
と
め
て
発
表

す
る
。
今
の
一
首
は
ま
さ
に
こ
う
し
た

時
期
に
詠
ま
れ
た
も
の
な
の
だ
。

土
地
に
根
づ
く
と
は
そ
も
そ
も
ど
う

い
う
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ

せ
る
よ
う
な
素
材
が
隅
田
川
神
社
に
は

伝
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
矢
掛
に
よ
る
郷
土
史
へ
の

接
触
に
は
、
西
国
出
身
知
識
人
と
し
て

の
歴
史
意
識
や
明
治
政
府
の
政
策
と
密

接
な
関
わ
り
を
持
ち
始
め
た
神
職
と
し

て
の
意
識
が
関
係
し
た
面
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
彼
は
隅
田
川
神
社
の
み

な
ら
ず
、
兼
帯
管
理
し
た
三
財
稲
荷
や

田
中
稲
荷
、
若
宮
八
幡
、
元
関
谷
天
満

宮
な
ど
周
辺
小
社
の
縁
起
を
書
き
残
し

て
お
り
、
そ
の
物
語
の
作
成
に
は
明
ら

か
に
地
域
伝
説
を
採
録
す
る
と
い
う
日

頃
の
努
力
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
神
職

と
し
て
地
域
諸
社
草
創
の
物
語
を
書
き

上
げ
る
に
は
、
地
域
の
歴
史
に
通
じ
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

ま
た
、
こ
れ
こ
そ
核
心
部
分
だ
が
、

自
著
を
出
版
の
翌
年
に
天
皇
に
献
上
し

た
事
実
が
重
要
だ
。
地
誌
を
王
に
よ
る

領
有
の
表
現
と
み
る
古
代
以
来
の
文
化

の
影
響
だ
ろ
う
が
、
こ
う
見
る
か
ぎ
り
、

彼
は
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
を
日
本
の
王
に

献
上
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
も
っ
と
想

像
を
逞
た
く
ま

し
く
す
れ
ば
、
武
家
の
棟
梁
に

権
威
を
み
る
傾
向
の
強
い
東
国
の
片
隅

で
、
西
国
の
政
治
文
化
を
身
に
帯
び
た

矢
掛
は
、
天
皇
へ
の
献
上
を
通
じ
て
東

国
の
歴
史
の
一
片
を
国
史
に
組
み
入
れ

よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

矢
掛
弓
雄
の
遺
品
の
中
に
は
、
ど
う

や
ら
天
皇
を
核
と
す
る
国
民
国
家
「
日

本
」
の
形
成
過
程
を
教
え
る
重
要
な
資

料
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

（
墨
田
区
文
化
財
保
護
指
導
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山　

学
）

『
墨
田
川
神
社
の
文
化
財
―
矢
掛
弓
雄
の

世
界
Ⅰ
―
』
は
、
墨
田
区
役
所
１
階
の
情

報
コ
ー
ナ
ー
に
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

２．『隅田川叢誌』すみだ郷土文化資料館所蔵

１．「頼朝橋鎹」隅田川神社所蔵


