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伝
統
工
芸（
都
城
木
刀
）

木
刀
一
途 

〜
都
城
で
栄
え
た
職
人
の
技
〜

新に
い

留ど
め  

義よ
し

昭あ
き

・
宮
崎
県
都
城
市

狩か
り

俣ま
た  

恵め
ぐ
み

・
沖
縄
県
立
中
部
農
林
高
等
学
校
２
年

聞
き
手

名
人

■
自
己
紹
介

　

生
年
月
日
は
昭
和
29
年
12
月
18
日
。
出
身
地
は
宮
崎
県
都
城
市
で
す
。
生
ま
れ
て
か

ら
64
年
間
ず
っ
と
都
城
に
い
ま
す
。
今
は
妻
と
母
と
３
人
暮
ら
し
で
す
。
子
供
は
３
人

い
る
ん
だ
け
ど
、
男
の
子
は
１
人
。
女
、
女
、
男
で
ね
。
や
っ
と
最
後
に
男
の
子
が
生

ま
れ
た
の
。
孫
は
６
人
い
る
よ
。
自
分
の
兄
弟
は
私
と
弟
で
２
人
だ
け
。

　

職
業
は
、
木
刀
製
造
を
し
て
い
ま
す
。
設
立
は
昭
和
43
年
。
私
が
２
代
目
で
18
歳
の

と
き
に
仕
事
を
習
い
始
め
た
。
そ
の
７
、
８
年
後
に
私
の
弟
も
こ
の
仕
事
を
始
め
て
、

親
子
３
人
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
父
親
は
亡
く
な
っ
た
の
で
、
今
は
弟
と
２
人
だ
け
で

営
業
し
て
い
ま
す
。

■
日
本
の
木
刀
会
社
は
世
界
に
3
つ
だ
け

　

ま
ず
、
木
刀
製
造
業
者
さ
ん
が
都
城
に
３
軒
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
全
国
で
も
３
軒
で

す
。
４
軒
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
９
月
い
っ
ぱ
い
で
辞
め
ら
れ
る
か
ら
10
月
か
ら
は
３
軒
だ

け
な
ん
で
す
。
木
刀
製
造
を
中
心
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
ね
。
だ
か
ら
全
国
ど
こ
を

探
し
て
も
沖
縄
か
ら
北
海
道
ま
で
全
部
都
城
産
な
ん
で
す
。
あ
と
全
国
に
流
通
し
て
い

る
90
％
が
都
城
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
り
の
10
％
は
中
国
産
。
最
近
は
、
海
外
で

剣
道
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
そ
っ
ち
の
方
に
も
送
っ
た
り
す
る
の
で
、
も

う
３
軒
で
は
ち
ょ
っ
と
少
な
い
ね
。
昔
は
ま
だ
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
通
常
は
、
一
人

の
職
人
が
剣
道
型
の
木
刀
が
作
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
５
年
ぐ
ら
い
は
か
か
る
。
そ

れ
で
流
派
別
と
か
い
ろ
ん
な
木
刀
を
作
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
だ
い
た
い
10
年
す
れ

ば
一
人
前
に
な
る
か
な
。
だ
か
ら
最
近
は
も
う
１
か
ら
10
ま
で
全
部
一
人
で
作
る
ん

じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
各
部
分
だ
け
職
工
さ
ん
に
ま
か
せ
る
と
い
う
感
じ
で
製
造
し
て
い

て
、
私
ら
み
た
い
に
す
べ
て
一
人
で
作
れ
る
人
た
ち
が
も
う
そ
ん
な
に
い
な
い
。
だ
か

ら
木
刀
を
一
人
で
全
部
作
る
職
人
が
も
う
４
人
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
け
ど
、
そ
れ
も
全

員
高
齢
者
に
な
っ
て
い
る
ね
。
だ
か
ら
社
長
連
中
の
な
か
で
私
が
64
歳
な
ん
だ
け
ど
、

一
番
若
い
ん
で
す
よ
。
私
ら
の
仕
事
は
人
数
も
少
な
い
か
ら
、
全
部
合
わ
せ
て
も
都
城

で
30
人
も
い
な
い
ぐ
ら
い
。
だ
か
ら
も
う
特
殊
な
の
よ
。
そ
れ
で
伝
統
工
芸
の
な
か
で
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は
、
木
刀
は
出
回
っ
て
い
る
わ
り
に
は
作
れ
る
人
数
は
少
な
い
ね
。

■
都
城
木
刀
の
生
産
量
と
木
材

　

昔
か
ら
木
刀
を
作
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
戦
後
だ
ね
。
戦
争
に
負

け
て
、
武
具
と
か
が
作
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
解
禁
に
な
っ
た
と
き
に
剣
道
の
木

刀
と
か
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ね
。
そ
れ
で
、
な
ぜ
都
城
で
盛
ん
に
な
っ

た
か
と
い
う
と
、
南
九
州
に
木
刀
を
作
る
材
料
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
か
ら
。
そ
の
材
料

を
買
い
求
め
に
来
て
、製
造
ま
で
盛
ん
に
な
っ
た
。
最
初
は
木
材
を
関
西
と
か
に
も
送
っ

て
い
た
ん
だ
け
ど
、
送
る
よ
り
こ
っ
ち
で
作
っ
た
方
が
コ
ス
ト
も
安
い
か
ら
ね
。
だ
か

ら
都
城
で
だ
い
た
い
90
％
ぐ
ら
い
生
産
し
て
い
る
。

　

木
材
は
都
城
産
と
い
う
か
、
霧
島
山
系
産
だ
ね
。
つ
ま
り
は
、
熊
本
、
宮
崎
、
鹿
児

島
の
南
九
州
の
山
で
取
れ
る
材
木
が
多
い
ね
。
最
近
は
だ
い
ぶ
木
刀
の
材
料
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
か
ら
、
白
樫
な
ど
の
材
料
は
関
東
と
か
関
西
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
持
っ
て
き

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
あ
ち
ら
で
は
あ
ま
り
白
樫
の
材
木
の
用
途
が
な
い
ん

で
す
。
だ
か
ら
ね
、
こ
っ
ち
に
み
ん
な
材
料
を
持
っ
て
来
て
い
る
か
ら
、
木
材
が
必
要

な
人
は
、
福
岡
と
か
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
都
城
の
市
場
に
買
い
に
来
て
い
ま
す
。
な

ん
で
材
料
が
な
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
国
有
林
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
で
国
有
林

を
伐
採
し
な
く
な
っ
た
か
ら
。
国
有
林
の
木
を
切
ら
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
民
間
の
山
か

ら
し
か
材
料
が
供
給
さ
れ
な
く
て
、
も
う
以
前
の
半
分
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

材
料
集
め
が
大
変
な
ん
で
す
。

　

だ
い
た
い
国
産
の
木
材
が
80
〜
90
％
か
な
。
残
り
は
海
外
の
材
料
。
黒
檀
な
ん
か
の

黒
っ
ぽ
い
木
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
材
料
は
全
部
日
本
に
は
な
い
か
ら
、
み
ん

な
海
外
産
な
の
。
海
外
の
材
料
は
重
い
材
料
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
か
ア
フ
リ
カ
産
と

か
だ
ね
。
黒
檀
と
か
は
高
級
な
の
で
、
紫
黒
檀
と
か
紫
檀
な
ん
か
に
な
る
と
、
木
刀
１

本
が
10
〜
20
万
円
す
る
の
よ
。

■
都
城
木
刀
が
栄
え
た
わ
け

　

こ
れ
は
ね
、
木
刀
を
浮
か
せ
て

固
定
し
て
い
る
物
「
万ま

ん

力り
き

」
っ
て

い
う
道
具
な
の
。
都
城
の
木
刀
が

栄
え
た
の
は
、
こ
れ
の
お
か
げ
。

昔
は
こ
う
ゆ
う
具
合
に
宙
に
浮
か

し
て
作
る
と
い
う
技
術
が
な
か
っ

た
。
昔
は
机
に
置
い
て
、
ひ
っ
か

け
た
り
し
て
ず
れ
な
い
よ
う
に
し

て
作
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
昔
の
木
刀
と
い
う
の
は
、
あ
ん
ま
り
反
り
が
な
い
ん
で
す
よ
。

な
ん
で
な
い
か
と
い
う
と
、
ま
っ
す
ぐ
し
た
木
材
を
使
っ
て
、
削
っ
て
か
ら
焼
い
た
り

伸
ば
し
た
り
し
て
、反
り
を
入
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、そ
う
い
う
も
の
し
か
出
来
な
か
っ

た
の
。
だ
け
ど
、
都
城
の
人
が
こ
の
万
力
を
開
発
し
て
、
ど
う
回
し
て
も
削
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
都
城
で
木
刀
作
り
が
栄
え
た
理
由
な
ん
で
す
。

■
木
刀
の
種
類

　

木
刀
は
種
類
が
多
く
て
１
０
０
何
種
類
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
本
武
蔵
が
使
っ
て

い
た
「
二
天
一
流
」
と
か
柳
生
流
だ
け
で
も
一
つ
の
流
派
で
５
、
６
本
く
ら
い
あ
る
。

正
確
に
数
え
た
こ
と
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
１
５
０
〜
１
６
０
種
類
く
ら
い
あ
る
ね
。
一

つ
一
つ
流
派
で
細
い
木
刀
が
あ
っ
た
り
太
い
木
刀
が
あ
っ
た
り
、
刀
の
反
り
が
真
っ
す

ぐ
だ
っ
た
り
曲
が
っ
て
い
た
り
、
流
派
に
よ
っ
て
曲
が
り
具
合
も
違
う
か
ら
流
派
に
合

わ
せ
て
作
っ
て
い
く
の
。

　

そ
し
て
、
木
刀
は
種
類
に
よ
っ
て
長
さ
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
剣
道
型
の
大
刀
は
昔

の
長
さ
で
い
え
ば
３
尺
３
寸
５
分
で
１
０
１
・
５
㎝
。
中
刀
が
３
尺
で
91
㎝
。
小
刀
が

１
尺
８
寸
で
54
㎝
ぐ
ら
い
。
剣
道
型
の
は
だ
い
た
い
そ
れ
ぐ
ら
い
に
決
ま
っ
て
い
る
ん 木刀作りに欠かせない「万力」
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だ
け
ど
、
昔
の
古
流
の
寸
法
が
残
っ
て
い
る
も
ん
で
、
そ
の
寸
法
で
流
派
は
作
っ
て
い

く
か
ら
長
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
く
る
の
。
で
も
木
刀
を
１
０
０
％
と
し
た
場
合
、
剣

道
型
が
70
〜
80
％
く
ら
い
で
残
り
が
流
派
別
の
木
刀
に
な
る
。

■
カ
ン
ナ
は
世
界
に
1
つ
だ
け

　

や
っ
ぱ
り
木
刀
は
元
々
硬

い
材
料
だ
か
ら
削
り
に
く
い

ん
で
す
。
建
築
業
の
大
工
さ

ん
な
ん
か
が
使
う
木
材
と
は

硬
さ
が
違
う
ん
で
す
。
だ
か

ら
そ
れ
に
応
じ
て
特
別
な
カ

ン
ナ
を
使
う
し
、
刀
の
削
る

部
分
に
応
じ
て
20
丁
、
30
丁

と
あ
っ
て
使
い
分
け
ま
す
。

私
ら
の
カ
ン
ナ
は
特
殊
な
も
の
で
ね
、
カ
ン
ナ
を
買
っ
て
、
あ
と
は
自
分
で
手
作
り
し

ま
す
。
カ
ン
ナ
は
普
通
に
市
販
さ
れ
て
る
か
ら
、
そ
れ
を
買
っ
て
自
分
で
ち
ょ
っ
と
加

工
し
て
使
い
ま
す
。
だ
か
ら
木
刀
１
本
作
る
の
に
何
種
類
か
カ
ン
ナ
を
使
っ
て
仕
上
げ

る
と
い
う
感
じ
。
削
る
場
所
に
よ
っ
て
カ
ン
ナ
を
使
い
分
け
て
い
る
。
で
も
、
大
ま
か

な
木
刀
の
か
た
ち
ま
で
は
機
械
で
作
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
。
あ
と
は
反
り
の
部
分
を
カ

ン
ナ
で
削
っ
て
丸
く
し
て
い
く
。
少
し
残
っ
て
い
る
と
こ
は
少
し
平
ら
の
よ
う
な
反
り

に
か
か
る
や
つ
で
削
る
。
そ
う
で
な
い
と
ね
、使
う
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
浮
い
て
し
ま
っ

て
全
然
か
か
ん
な
い
の
よ
。
だ
か
ら
そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
刃
が

深
い
カ
ン
ナ
は
木
刀
の
反
り
に
あ
た
る
部
分
が
深
い
カ
ン
ナ
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
く

な
る
。そ
し
て
刃
が
浅
い
も
の
は
反
り
が
少
な
い
カ
ン
ナ
で
使
う
の
。そ
の
反
り
に
合
っ

た
カ
ン
ナ
を
使
わ
な
い
と
綺
麗
に
反
り
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
カ
ン
ナ
は
色
々

な
種
類
が
あ
る
。
今
は
大
部
分
を
機
械
が
し
て
く
れ
る
か
ら
、
仕
上
げ
ガ
ン
ナ
と
か
な

ん
だ
け
ど
、
昔
は
荒
ガ
ン
ナ
、
中
ガ
ン
ナ
、
仕
上
げ
ガ
ン
ナ
の
３
種
類
で
仕
上
げ
て
い

た
ん
で
す
。
最
近
の
木
刀
製
造
は
だ
い
ぶ
機
械
化
さ
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り

最
後
は
カ
ン
ナ
で
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
手
で
削
っ
て
仕
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
私
の
こ

だ
わ
り
。

■
木
刀
に
な
る
ま
で
の
流
れ
と
私
ら
の
生
命
線

　

ま
ず
、
木
材
を
市
場
で
買
っ
て
製
材

所
で
製
材
し
て
も
ら
っ
て
、
板
に
し
ま

す
。
倉
庫
で
１
年
以
上
干
し
ま
す
。
そ

し
て
木
刀
の
種
類
に
よ
っ
て
木
刀
の
型

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
種
類
に
よ
っ
て

全
部
反
り
が
違
っ
た
り
、
大
き
さ
が

違
っ
た
り
す
る
。
こ
の
型
こ
そ
が
、
私

ら
が
作
っ
て
き
た
生
命
線
な
ん
で
す
。

こ
れ
を
い
く
つ
持
っ
て
い
る
か
で
、
ど

れ
だ
け
木
刀
が
作
れ
る
か
が
決
ま
っ
て

く
る
。
木
刀
の
種
類
に
よ
っ
て
全
部
こ

の
型
が
違
い
ま
す
。
そ
れ
で
ず
っ
と

作
っ
て
い
く
か
ら
、
も
う
40
年
近
く
使
っ
て
い
る
型
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
型
で
板
に

鉛
筆
で
木
刀
の
型
を
縁
取
っ
て
い
く
。
節
が
あ
る
と
木
刀
を
作
れ
な
い
か
ら
、
節
を
避

け
て
型
を
取
っ
て
い
く
と
１
本
だ
け
し
か
木
刀
が
取
れ
な
い
板
も
あ
る
。
運
が
よ
け
れ

ば
小
刀
が
何
本
か
作
れ
る
ん
だ
け
ど
、
板
に
し
て
み
な
い
と
何
本
そ
の
板
で
取
れ
る
の

か
も
わ
か
ん
な
い
の
よ
。
だ
か
ら
材
料
を
買
っ
て
も
当
た
り
外
れ
が
あ
る
。

　

型
が
決
ま
っ
た
ら
、
材
料
の
使
用
す
る
部
分
に
節
や
傷
が
か
か
ら
な
い
よ
う
線
引
き

を
し
ま
す
。
線
引
き
し
た
材
料
を「
帯
の
こ
」（
今
は
、バ
ン
ド
ソ
ー
が
正
式
な
名
前
で
す
）

の
機
械
で
線
に
沿
っ
て
小
割
し
ま
す
。
次
は
小
割
に
し
た
材
料
を
「
横
切
り
」
と
い
う

手作りのカンナ

木刀の型
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機
械
で
長
さ
を
切
っ
て
い
き
ま
す
。
次
は
手
押
し
ガ
ン
ナ
で
片
面
を
平
ら
に
し
ま
す
。

そ
し
て
自
動
ガ
ン
ナ
で
木
刀
の
厚
み
を
揃
え
ま
す
。
そ
の
次
に
握
り
の
部
分
、「
柄
」

を
中
心
に
し
て
木
刀
を
作
り
ま
す
。
今
度
は
「
面
取
り
」
で
、
木
刀
の
背
の
両
サ
イ
ド

の
平
ら
な
と
こ
ろ
を
落
と
し
て
い
く
ん
だ
け
ど
、
そ
の
機
械
の
刃
を
変
え
て
斜
め
に
落

と
し
ま
す
。
反
り
の
と
こ
ろ
は
反
り
の
部
分
を
削
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に
木
刀
の
種
類
に

よ
っ
て
自
分
で
作
っ
た
型
を
使
っ
て
い

る
。次
は「
カ
ッ
タ
ー
」で
す
。カ
ッ
タ
ー

の
刃
に
も
何
種
類
か
あ
り
ま
す
。
尖
っ

た
木
刀
と
か
も
あ
る
か
ら
ね
。
そ
の
代

わ
り
特
注
品
は
も
う
１
本
と
か
２
本
し

か
注
文
が
こ
な
い
か
ら
全
部
カ
ン
ナ
で

作
ん
な
い
と
し
ょ
う
が
な
い
け
ど
、
常

時
作
る
よ
う
な
品
物
の
刃
は
作
っ
て
あ

る
。
そ
し
て
反
り
を
カ
ン
ナ
で
削
っ
て

い
っ
た
ら
今
度
は
ペ
ー
パ
ー
で
磨
い
て

い
き
ま
す
。
あ
と
は
柄
と
刃
渡
り
の
境

目
、「
刃は

区ま
ち

」（
つ
ば
止
め
）
の
と
こ
に

段
を
付
け
る
だ
け
で
す
。
昔

は
こ
の
段
も
ノ
コ
で
切
っ
て

ヤ
ス
リ
で
磨
い
て
い
た
ん
だ

け
ど
、
段
を
付
け
る
機
械
が

開
発
さ
れ
て
、
さ
ら
に
便
利

に
な
っ
た
。
次
は
機
械
に
つ

い
た
ヤ
ス
リ
で
木
刀
を
磨
い

て
い
き
ま
す
。
ヤ
ス
リ
の
１

０
０
番
、
２
４
０
番
で
あ
る

程
度
の
磨
き
は
オ
ッ
ケ
ー
で
す
。
高
級
品
と
か
に
な
っ
て
く
る
と
６
０
０
番
で
磨
い
た

の
ち
に
１
０
０
０
番
の
ヤ
ス
リ
を
使
っ
て
手
で
磨
い
て
い
く
。
あ
と
は
切き

っ

先さ
き

を
切
っ
て
、

最
後
に
汚
れ
防
止
の
た
め
の
ニ
ス
を
塗
っ
て
完
成
で
す
。
高
級
品
は
通
常
は
あ
ん
ま
り

ニ
ス
を
塗
ら
な
い
け
ど
ね
。

　

木
刀
は
剣
道
型
だ
と
１
日
に
30
〜
40
本
作
り
ま
す
。
こ
れ
が
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
に
な

る
と
１
本
作
る
の
に
図
面
を
見
て
、
寸
法
見
て
、
反
り
と
か
色
々
見
て
だ
い
た
い
２
時

間
か
か
る
。
１
日
に
作
る
の
に
せ
い
ぜ
い
４
、
５
本
く
ら
い
。
剣
道
型
の
木
刀
と
か
１

本
作
る
の
は
手
際
が
悪
い
か
ら
ま
と
め
て
30
本
と
か
工
程
ご
と
に
回
し
て
作
っ
て
い

く
。

　

ニ
ス
は
白
樫
と
赤
樫
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
か
ら
ハ
ッ
キ
リ
違
わ
せ
る
た

め
に
赤
樫
に
は
赤
ニ
ス
を
塗
る
。
ニ
ス
は
赤
い
の
も
あ
れ
ば
、
透
明
の
も
あ
る
。
そ
う

ゆ
う
具
合
に
区
別
を
付
け
な
い
と
後
で
見
比
べ
て
も
わ
か
ら
な
く
な
る
か
ら
。
そ
し
て

木
刀
屋
さ
ん
に
よ
っ
て
は
、
窯
で
蒸
し
て
色
を
付
け
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

■
節
が
あ
る
と
ダ
メ

　

木
が
大
き
く
な
る
過
程
で
傷
を
負
っ
た
り
す
る
と
、
傷
付
い
た
と
こ
ろ
が
な
か
に

入
っ
て
い
っ
て
そ
の
ま
ま
大
き
く
な
っ
て
く
る
か
ら
、
た
ま
に
木
材
の
内
側
に
節
が

入
っ
て
い
た
り
す
る
。
そ
れ

で
も
う
そ
の
板
は
ダ
メ
な
ん

で
す
。
節
の
部
分
は
叩
い
た

り
す
る
と
割
れ
る
か
ら
ね
。

こ
れ
が
削
っ
て
な
く
な
れ
ば

大
丈
夫
だ
け
ど
も
、
少
し
奥

に
入
っ
て
い
た
り
す
る
と
も

う
落
ち
な
い
か
ら
ね
。
節
が

あ
る
と
こ
ろ
は
、
再
利
用
も

木刀を押さえる道具柄と刃渡りの境目

木材に表れた節
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で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
長
さ
に
も
よ
る
ん
だ
け
ど
、
大
刀
を
作
っ
て
節
が
出
る
と
す
る
と
、

今
度
は
そ
れ
を
中
刀
の
長
さ
に
す
る
。
中
刀
の
長
さ
に
も
で
き
な
か
っ
た
ら
今
度
は
小

刀
に
す
る
。
小
刀
に
で
き
な
か
っ
た
ら
今
度
は
短
刀
に
す
る
。
そ
れ
以
下
の
も
の
は
も

う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
か
ら
捨
て
る
。
そ
し
て
、
作
っ
て
い
る
途
中
で
節
が
出
て
き
た

ら
そ
の
木
刀
も
ダ
メ
だ
か
ら
結
局
は
捨
て
ま
す
。
材
料
の
と
き
に
そ
の
長
さ
で
ど
ん
ど

ん
振
り
分
け
て
い
け
る
け
れ
ど
も
、
品
物
を
作
っ
て
い
る
と
き
に
節
が
付
い
て
た
の
は

も
う
傷
が
で
た
み
た
い
な
感
じ
に
な
る
か
ら
破
棄
し
ま
す
。

■
手
作
り
シ
ュ
リ
ン
ク
包
装
機

　

こ
の
一
斗
缶
で
手
作
り
し

た
道
具
は
、
木
刀
を
シ
ュ
リ

ン
ク
包
装
す
る
た
め
の
も

の
。
こ
れ
に
通
す
と
、
中
の

蒸
気
で
シ
ュ
リ
ン
ク
が
縮

ん
で
ピ
シ
ッ
と
く
っ
つ
く

の
。
注
文
す
れ
ば
、
こ
う
ゆ

う
機
械
が
ち
ゃ
ん
と
売
っ
て

る
の
。
そ
れ
は
50
万
円
く
ら

い
す
る
ん
だ
け
ど
ね
。
で
も
こ
れ
は
一
斗
缶
を
も
ら
っ
て
作
る
か
ら
、
こ
れ
を
作
る
の

に
１
０
０
円
く
ら
い
し
か
か
か
ら
な
い
。
こ
れ
の
穴
を
開
け
る
位
置
も
色
々
工
夫
し
て

あ
っ
て
、
今
の
状
態
が
一
番
い
い
の
。
上
の
方
に
通
し
て
、
シ
ュ
リ
ン
ク
す
る
か
ら
上

に
蒸
気
が
溜
ま
ら
ん
と
出
来
な
い
の
。
で
も
あ
ん
ま
り
下
で
も
ダ
メ
で
、
あ
ん
ま
り
上

で
も
蒸
気
が
溜
ま
ん
な
い
、
微
妙
な
位
置
が
あ
っ
て
今
の
位
置
に
な
っ
た
の
。
１
０
０

円
は
１
０
０
円
で
も
結
構
苦
労
し
て
い
る
も
の
や
ね
。
で
も
内
容
は
50
万
円
の
機
械
と

は
変
わ
ら
な
い
ね
。
こ
れ
を
作
る
前
は
ね
、
鍋
に
お
湯
沸
か
し
て
し
ゃ
も
じ
で
水
を
か

け
て
作
っ
て
い
た
の
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
と
て
も
便
利
に
な
っ
た
。

■
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
人
物

　

18
歳
で
こ
の
仕
事
に
つ
い
た
と
き
、

私
ら
の
そ
の
仕
事
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う

ん
だ
け
れ
ど
も
、
あ
る
職
人
さ
ん
か
ら

大
切
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
心
構
え
み
た
い
な
感
じ
だ
ね
。「
表

に
見
え
な
い
と
こ
ろ
を
大
事
に
し
な
さ

い
」
と
い
う
言
葉
を
今
も
大
切
に
し
て

い
る
。
要
す
る
に
家
具
で
も
木
刀
で
も

普
通
は
表
に
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
綺

麗
に
す
る
の
が
あ
た
り
前
だ
け
ど
、「
見

え
な
い
部
分
も
気
を
抜
か
ず
に
し
な
さ

い
」
と
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。
若
い

こ
ろ
に
そ
う
ゆ
う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
て
、
そ
の
言
葉
は
ず
っ
と
心
の
な
か
に
残
っ
て
い

ま
す
。

■
天
職
だ
！

　

小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
家
が
木
刀
屋
さ
ん
で
ず
っ
と
そ
れ
を
見
て
育
っ
た
か
ら
、「
自

分
も
す
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
感
覚
で
家
で
仕
事
を
す
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。
18

歳
な
っ
た
こ
ろ
に
習
い
始
め
て
高
校
卒
業
し
て
す
ぐ
に
仕
事
を
始
め
た
の
。
私
ら
は
不

景
気
に
な
っ
て
か
ら
家
を
継
い
で
る
か
ら
、
あ
ま
り
い
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
な
い
ん

で
す
。
親
父
の
代
は
も
の
す
ご
い
売
れ
て
儲
か
っ
た
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た
け
ど
、
私

ら
は
な
ん
も
な
く
て
ね
。
で
も
伝
統
工
芸
だ
か
ら
、
な
く
な
り
は
し
な
い
の
よ
。
ま
あ

そ
れ
だ
け
が
生
き
が
い
で
良
い
品
物
を
作
れ
ば
感
謝
さ
れ
る
。
私
ら
は
、
そ
う
ゆ
う
世

界
。
御
礼
状
が
来
た
り
す
る
と
き
が
一
番
職
人
と
し
て
は
良
い
品
物
を
作
っ
て
褒
め
ら 木刀を削っている様子

手作りの包装機
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れ
る
っ
て
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
一
番
嬉
し
い
と
き
で
す
。
だ
か

ら
こ
の
仕
事
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
よ
。
や
っ
ぱ
り
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
来
る
人
に
良

い
物
を
作
っ
て
あ
げ
る
と
、
と
て
も
感
謝
さ
れ
る
か
ら
ね
。

　

そ
し
て
小
さ
い
こ
ろ
は
こ
ん
な
儲
か
ら
な
い
仕
事
を
な
ん
で
親
が
し
た
ん
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
け
ど
、
ず
っ
と
続
け
て
い
る
と
「
こ
の
仕
事
が
自
分
の
天
職
だ
！
」
と
思

え
て
く
る
。
そ
う
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
か
え
っ
て
楽
し
く
な
っ
た
の
ね
。

趣
味
を
楽
し
ん
で
い
る
み
た
い
に
ね
。
だ
か
ら
今
は
何
歳
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
は
わ
か

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
体
が
で
き
る
範
囲
で
ず
っ
と
木
刀
を
作
っ
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
る
。
今
ま
で
、
こ
の
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
楽
し
く
や
っ
て
き
た
か
ら
、
そ

れ
が
一
番
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
自
分
が
好
き
な
こ
と
、
し
た
い
こ
と
を
す
る
こ
と

が
一
番
。

［
取
材
日
：
２
０
１
９
年
９
月
19
日
、
11
月
16
日
］

【聞き書きを終えての感想】

　私は聞き書き甲子園に参加して、木刀の職人さ
んである新留義昭さんに取材をさせていただくこ
とになりました。小学校のころに剣道を習ってい
たこともあって、木刀がどのように作られている
のか、なぜこんなにツルツルしているのか気になっ
ていたので木刀の職人さんに取材が決まったとき
はとても嬉しかったです。しかし、嬉しい半面初
めての取材で上手く質問をすることができるのか
と、とても不安でした。そんな様子を感じ取って
くれたのか、私のぎこちない質問にも丁寧に答え
ていただき、雰囲気を和ませるような話もしてい
ただけたので楽しみながら新留さんの話を聞くこ
とができました。
　帰宅して書き起こしをしていると、私は木刀を
製作しているところを実際に見ながら説明を受け
ていたので、木刀製作の全体的な流れは理解でき
たのですが、レコーダーと写真だけを頼りに本文
をまとめることがとても難しいことに気付きまし
た。本文では載せられなかった話もたくさんあっ
たので、すべてを書けなかったことが少し残念で
す。これまで私は中途半端に物事を終わらせてい
たこともありましたが、今回の取材がきっかけで、
細かな部分まで気を抜かないことや継続すること
の大切さを学ぶことができました。この体験で学
んだことを忘れずに、これからも全力で色々なこ
とに挑戦していきます。

profile

新留  義昭
にいどめよしあき

昭和 29 年 12 月 18 日・65 歳
職業：木製品製造業（木刀）

［略歴］宮崎県都城市生まれ。生まれてから65年都
城に住んでいる。昭和48年に泉ヶ丘高校を卒業し、
父に継いで18歳から木刀作りを習い始める。新留木
刀の２代目で現在４つ下の弟と全国でも数少ない木
刀伝統工芸品を作り、新留木刀製作所を経営してい
る。主に木刀を製作しているが、武道で使う木製品
の製作もしている。




