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日
本
が
誇
る
鍛か

じ冶
文
化
を
広
め
、

後
世
に
伝
え
た
い

市
内
唯
一
の
刀と

う
け
ん剣

研
磨
師
と
し

て
、
日
本
刀
の
研
ぎ
と
鑑
定
を
手

掛
け
る
萩
光
明
さ
ん
。人
間
国
宝

か
ら
受
け
継
い
だ
技
を
今
な
お
鍛

錬
し
な
が
ら
、
日
本
刀
の
魅
力
と

島
田
鍛
冶
の
歴
史
を
、
市
内
外
へ

伝
え
て
い
ま
す
。

【
伝
統
の
世
界
に
生
き
る
】

　
「
研と

ぎ
し師

だ
っ
た
父
を
見
て
い
て
、

『
こ
れ
し
か
な
い
』と
思
い
、
同
じ

道
を
選
ん
だ
ん
だ
。高
校
卒
業
後

す
ぐ
に
、父
の
知
人
の
紹
介
で
、人

間
国
宝
の
本ほ

ん

あ

み

阿
彌
流
永な

が
や
ま山
光こ

う
か
ん幹
師

匠
の
も
と
に
弟
子
入
り
で
き
た
。

本
阿
彌
流
は
、
室
町
時
代
に
将
軍

に
仕
え
た
、
歴
史
あ
る
刀
剣
研
磨

の
流
派
。今
ま
で
続
け
て
こ
れ
た

の
は
、
運
良
く
師
匠
に
出
会
え
た

か
ら
。師
匠
の
最
後
の
内
弟
子
で

も
あ
り
、
全
て
を
受
け
継
ぎ
た
い

と
思
っ
た
よ
」

　

約
18
年
間
の
修
行
の
末
、
本
阿

彌
流
の
免
許
皆
伝
。現
在
は
、父
の

跡
を
継
ぎ
２
代
目
と
し

て
、
現
代
刀
か
ら
古
刀
ま

で
、さ
ま
ざ
ま
な
日
本
刀
の

研
磨
を
国
内
外
か
ら
引
き

受
け
て
い
ま
す
。

　
「
我
々
研
師
は
、
刀
剣
の
錆さ

び

や

欠か

け
を
直
す
だ
け
で
は
な
い
。研

ぎ
直
し
て
、
刀
の
価
値
を
引
き
上

げ
る
こ
と
が
使
命
な
ん
だ
。刀
を

生
か
す
も
殺
す
も
研
ぎ
次
第
。や

り
直
し
が
き
か
な
い
か
ら
、
そ
の

分
や
り
が
い
も
あ
る
の
さ
」

【「
刀
剣
の
ま
ち
島
田
」を
誇
る
】

　

島
田
市
博
物
館
で
開
催
中
の
企

画
展
「
島
田
の
刀
鍛
冶
と
天
下
三

名め
い
そ
う槍
」で
萩
さ
ん
は
、
刀
剣
教
室
の

講
師
だ
け
で
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
も
務
め
て
い
ま
す
。

　
「
ゲ
ー
ム
の
影
響
も
あ
っ
て

『
刀
剣
女
子
』と
呼
ば
れ
る
、
日
本

刀
に
関
心
が
あ
る
女
性
も
遠
く
か

ら
見
に
来
て
く
れ
て
い
る
。中
に

は
勉
強
し
て
き
て
『
地
元
の
刀
鍛

冶
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
超
う

れ
し
い
。仲
間
に
自
慢
で
き
る
』と

言
っ
て
く
れ
た
子
も
い
た
よ
」

　

地
元
の
若
者
が
島
田
鍛
冶
を
学

び
、
誇
り
に
思
っ
て
く
れ
た
こ
と

に
感
動
し
た
と
言
い
ま
す
。

　
「
昔
、
島
田
で
は
、
全
国
有
数
の

刀
鍛
冶
が
活
躍
し
て
い
た
。こ
ん

な
に
誇
れ
る
こ
と
を
、
市
内
で
も

知
ら
な
い
人
が
多
い
ん
だ
。こ
の

刀
剣
ブ
ー
ム
を
一
過
性
の
も
の

で
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
、
少
し
で

も
刀
の
魅
力
を
伝
え
た
い
。市
民

に
こ
そ
、
そ
の
奥
深
さ
を
感
じ
て

も
ら
い
た
い
ね
」

【
日
本
刀
の
「
美
」に
挑
む
】

　
「
刀
は
本
来
、
人
を
あ
や
め
る

道
具
。な
の
に
、
日
本
人
は
優
れ

た
実
用
性
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に

『
美
』
が
存
在
し
な
い
と
満
足
し

な
い
。日
本
刀
は
、
世
界
に
誇
れ

る
『
鉄
の
芸
術
品
』な
ん
だ
」

　

春
日
大
社
や
箱
根
神
社
に
奉

納
さ
れ
る
、
国
宝
の
研
磨
も
手
掛

け
た
萩
さ
ん
。現
存
す
る
名
刀
は

数
少
な
く
、
そ
れ
ら
を
次
代
に
引

き
継
ぐ
手
伝
い
を
す
る
こ
と
も
、

研
師
の
役
目
だ
と
語
り
ま
す
。

　
「
い
い
研
ぎ
と
は
、
刀と

う
し
ん身
に
潤

い
が
あ
る
、
み
ず
み
ず
し
い
『
晴

れ
た
』
研
ぎ
。
入
門
し
て
45
年

た
っ
て
も
、
極
め
る
な
ん
て
ま
だ

先
。う
ぬ
ぼ
れ
る
と
技
量
が
そ
こ

で
止
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
の

仕
事
は
一
生
修
行
だ
ね
。だ
か
ら

い
い
ん
だ
」

　

今
の
時
代
、
刀
を
研
い
で
生
活

で
き
る
こ
と
自
体
が
面
白
い
と

話
す
萩
さ
ん
。
日
本
刀
を
蘇

よ
み
が
え
ら

せ
、新
た
な
「
美
」を
吹
き
込
む
べ

く
、挑
み
続
け
ま
す
。

日本刀の美を追求する刀剣研磨師

萩
は ぎ
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明さん（中溝町）

自宅にある作業部屋で
日本刀を研ぐ萩さん
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