
北
川
正
忠
刀
匠
に
聞
く
！ 

 

   

■
刀
匠
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

大
学
時
代
、
テ
レ
ビ
で
刀
を
作
っ
て
い
る
仕
事
を
見
た
こ
と

で
す
。
そ
れ
ま
で
、
刀
を
作
る
仕
事
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、
す
ぐ
に
刀
匠
に
な
ろ
う
と

決
意
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
こ
う
い
う
仕
事
が
あ
る

ん
だ
」
と
い
う
く
ら
い
。
そ
の
後
、
４
回
生
に
な
っ
て
進
路
を

決
め
る
時
、
当
時
専
攻
し
て
い
た
写
真
を
こ
れ
以
上
続
け
る

気
持
ち
は
な
か
っ
た
の
で
、
他
に
何
に
興
味
が
あ
る
か
を
考

え
た
時
、
思
い
出
し
た
の
が
「刀
匠
」で
し
た
。 

テ
レ
ビ
で
見
た
時
は
、
た
だ
鉄
の
棒
を
延
ば
し
て
い
る
く

ら
い
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
ひ
と
り
の
刀

匠
の
元
で
最
低
５
年
以
上
は
修
行
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
、
い
ろ
ん
な
流
派
や
掟
が
あ
り
、
作
る
人
に
よ
っ
て
個

性
が
出
る
こ
と
な
ど
を
知
り
ま
し
た
。
大
変
な
仕
事
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、
逆
に
そ
こ
が
面
白
そ
う
だ
と

興
味
も
わ
き
ま
し
た
。
知
ら
な
い
世
界
に
飛
び
込
む
こ
と
へ

の
不
安
は
全
然
な
か
っ
た
で
す
。 

僕
は
い
ろ
ん
な
こ
と
に
興
味
を
持
つ
タ
イ
プ
な
の
で
、
も
し

あ
の
時
テ
レ
ビ
を
見
て
い
な
く
て
、
刀
匠
と
い
う
仕
事
を
知

ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
ら
、
き
っ
と
全
く
別
の
仕
事
を
し
て
い
た

で
し
ょ
う
ね
。 

     

  

―
―
受
賞
作
に
つ
い
て
―
― 

■
受
賞
作
の
太
刀
は
実
際
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
で
作
ら

れ
た
の
で
す
か
。 

毎
年
同
じ
で
す
が
、
だ
い
た
い
９
月
ご
ろ
か
ら
２
月
ま
で

刀
を
つ
く
り
、
そ
の
あ
と
研
ぎ
上
が
っ
て
完
全
に
出
来
上
が

る
の
が
３
月
末
で
す
。
受
賞
作
の
太
刀
は
、
お
客
さ
ま
か
ら
注

文
を
受
け
て
作
っ
た
も
の
で
し
た
。
基
本
的
に
、
要
望
が
な
け

れ
ば
２
尺
４
寸
（
※
）
か
ら
５
寸
く
ら
い
の
普
通
の
長
さ
で
作

り
ま
す
。
今
回
は
、
ち
ょ
っ
と
長
め
の
も
の
を
と
い
う
注
文
で
、

２
尺
６
寸
く
ら
い
に
し
て
い
ま
す
。 

刃
文
自
体
は
、
構
想
と
い
う
か
、
求
め
て
い
く
も
の
、
作
り

た
い
も
の
の
理
想
と
現
実
の
差
が
も
の
す
ご
く
あ
る
ん
で
す
。

古
刀
の
国
宝
、
重
要
文
化
財
に
な
れ
る
も
の
と
、
現
代
で
作
る

も
の
と
の
差
、
古
刀
を
目
指
し
て
ち
ょ
っ
と
で
も
近
づ
け
る
よ

う
に
努
力
を
し
ま
す
。 

※ 

１
尺
…
約
30
．
３
㎝ 

 
１
寸
…
約
３
㎝ 

 

■
半
年
の
制
作
過
程
の
な
か
で
、
最
も
気
を
つ
か
う
と
こ
ろ

は
ど
こ
で
す
か
。 

や
っ
ぱ
り
、
焼
入
れ
で
す
ね
。
刀
に
魂
を
吹
き
込
む
じ
ゃ
な

い
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
作
品
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
が
左
右

さ
れ
る
大
き
な
工
程
で
す
。
要
は
、
焼
入
れ
が
成
功
す
れ
ば
、

そ
の
刀
は
作
品
と
し
て
世
に
出
せ
る
け
れ
ど
、
失
敗
し
た
ら

ま
た
ゼ
ロ
か
ら
作
り
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
こ
が
一
番

失
敗
で
き
な
い
し
、
失
敗
す
る
可
能
性
も
大
き
い
。
た
と
え
成

功
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
良
い
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
な
い

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
大
き
な
差
が
出
て
き
ま
す
。 

北
川
正
忠
刀
匠
に
聞
く
！ 

 土置き 
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■
う
ま
く
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
自
分
が
求
め

て
い
る
と
こ
ろ
に
到
達
で
き
る
か
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
？ 

た
ぶ
ん
ど
の
刀
匠
も
そ
う
で
す
け
ど
、
到
達
す
る
と
こ
ろ

ま
で
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
実
際
、
受
賞
作
の
太
刀
も
、
本
当

は
違
う
も
の
を
出
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
比
較
的
早

い
段
階
で
焼
入
れ
が
上
手
く
い
っ
て
、
ま
あ
そ
こ
そ
こ
良
い
も

の
だ
し
置
い
て
お
こ
う
と
。
他
に
２
本
準
備
し
て
い
て
、
次
本

番
、
そ
の
次
本
番
と
い
う
よ
う
に
焼
き
入
れ
し
て
い
く
の
で
、

こ
れ
は
サ
ブ
と
し
て
と
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
本
番
用
と
思
っ

て
い
た
二
本
目
、
三
本
目
を
失
敗
し
て
し
ま
っ
て
。
上
手
く
い

か
な
か
っ
た
の
で
、
仕
方
な
く
一
本
目
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

だ
か
ら
受
賞
作
の
焼
入
れ
が
終
わ
っ
た
後
も
、
「
も
っ
と
こ
こ

が
こ
う
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
、
次
は
も
っ
と
こ
う
し
よ
う
」
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。 

 ■
何
本
か
の
候
補
と
い
う
の
は
常
に
作
っ
て
い
る
の
で
す
か
。 

だ
い
た
い
三
、
四
本
は
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
作
っ
て

も
、
焼
入
れ
前
に
失
敗
し
て
刀
に
な
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
し
、
傷
が
出
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
四
本
用
意
し
て

一
本
し
か
残
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
本
ず
つ
作
る
の

で
は
な
く
て
、
何
本
か
を
並
行
し
て
作
る
の
で
、
「ち
ょ
っ
と
こ

れ
は
傷
っ
ぽ
い
か
ら
、
こ
れ
を
初
め
に
焼
入
れ
し
て
、
傷
の
な

い
き
れ
い
な
も
の
は
次
の
本
番
に
置
い
て
お
こ
う
」と
い
う
よ

う
に
計
画
し
な
が
ら
の
作
業
で
す
。
そ
れ
で
も
本
番
に
失
敗

し
て
別
の
も
の
が
残
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
受
賞
作
が
ま
さ

に
そ
れ
で
す
ね
。
自
分
の
な
か
で
は
「
（
残
っ
た
の
は
）
あ
ぁ
、

こ
れ
か
。
」と
い
う
感
じ
で
し
た
。
な
ん
で
こ
の
後
に
作
っ
た
も

の
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
の
か
と
も
思
っ
た
け
ど
、
し
ょ
う

が
な
い
で
す
。
こ
れ
し
か
な
い
の
で
。 

結
果
的
に
は
大
き
な
賞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
自
分
の

な
か
で
は
結
局
、
ど
こ
か
で
妥
協
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
「
こ

の
刀
し
か
（
残
っ
て
）
な
い
し
。
」
と
。
た
ぶ
ん
、
正
解
と
い
う
か
、

終
わ
り
は
、
ず
っ
と
無
い
で
す
。
も
し
本
番
用
が
上
手
く
い
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
に
欠
点
と
い
う
か
、
気
に
な
る
部

分
に
目
が
い
く
の
で
。 

 ■
終
わ
り
が
な
い
作
刀
活
動
の
な
か
で
も
、
目
標
と
し
て
今

後
ど
の
よ
う
な
刀
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
か
。 

一
番
は
、
鎌
倉
時
代
や
南
北
朝
時
代
の
「
名
刀
」
と
い
わ
れ

る
刀
。
僕
の
場
合
は
、
特
に
鎌
倉
時
代
の
備
前
伝
。
そ
こ
に
近

づ
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。
そ
の
時
代
の
刀
が
現
代
に

お
い
て
も
「
名
刀
」
で
あ
り
「
良
い
刀
」
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す

し
、
今
の
技
術
で
は
そ
の
よ
う
な
刀
が
作
れ
な
い
か
ら
と
い

う
の
も
あ
る
の
で
、
皆
そ
こ
に
行
き
た
い
、
作
り
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
は
江
戸
時
代
の
「
虎
徹
」
を
目
指
す

人
も
い
ま
す
が
、
だ
い
た
い
は
こ
の
時
代
で
す
ね
。
国
宝
、
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
「
名
刀
」
は
圧
倒
的
に
こ
の
時
代
が

多
い
の
で
、
作
り
た
い
と
い
う
人
は
多
い
で
す
。 
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■
一
人
で
刀
を
制
作
す
る
過
程
を
想
像
す
る
と
、
孤
独
で
自

分
の
内
面
と
向
き
合
う
場
面
も
多
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
が
、

気
分
転
換
に
何
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。 

い
や
、
そ
れ
が
な
い
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）
。
あ
っ
た
ほ
う
が
い

い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
・
・
・
制
作
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
き
は
し

ん
ど
い
で
す
。
だ
か
ら
何
か
な
い
か
な
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
。 

出
品
し
て
い
る
現
代
刀
職
展
は
一
番
歴
史
が
あ
っ
て
大
き

い
コ
ン
ク
ー
ル
で
す
が
、
別
に
強
制
で
は
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
出
さ
な
く
て
も
い
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
毎
年
出
す
と
決
め

て
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
作
業
し
て
。
自
分
で
自
分
を
縛
っ
て
い
る

ん
で
し
ょ
う
ね
。
第
三
者
に
出
せ
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
で
す
し
。
自
分
で
勝
手
に
し
ん
ど
く
な
っ
て
い
ま
す
。
作

品
の
出
来
も
賞
の
上
下
も
、
周
り
の
人
は
別
に
何
も
言
わ
な

い
し
思
わ
な
い
け
ど
、
自
分
の
な
か
で
は
や
っ
ぱ
り
上
位
の
賞

を
、
良
い
も
の
を
、
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
、
だ
か
ら
自
分
で

自
分
を
勝
手
に
縛
っ
て
一
人
で
大
変
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

お
そ
ら
く
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
さ
な
い
時
は
病
気
に
な
る
か

怪
我
を
す
る
か
で
、
「
も
う
仕
事
が
で
き
な
い
」
と
い
う
状
況

に
な
っ
た
時
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
な
ら
な
い
限
り
、
出
そ
う
と

し
続
け
る
と
思
い
ま
す
。
僕
の
師
匠
は
じ
め
、
無
鑑
査
と
か
審

査
の
対
象
外
に
な
っ
て
い
る
人
で
も
間
違
い
な
く
毎
年
出
し

て
る
ん
で
す
よ
。
刀
匠
と
し
て
上
に
行
く
人
、
残
る
人
は
毎
年

出
す
し
、
結
果
も
残
し
て
い
ま
す
。 

 

■
刀
の
見
ど
こ
ろ
、
見
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
。 

見
ど
こ
ろ
の
一
番
は
刃
文
の
美
し
さ
で
す
よ
ね
。
あ
と
は

刀
独
特
の
反
り
や
形
の
美
し
さ
。
そ
し
て
、
し
っ
か
り
研
が
れ

た
刀
と
い
う
の
は
こ
ん
な
に
き
れ
い
な
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ

を
見
て
ほ
し
い
で
す
。 

                      

―
―
刀
を
と
り
ま
く
環
境
に
つ
い
て
― 

■
時
代
の
変
化
と
と
も
に
刀
は
武
器
か
ら
美
術
品
と
な
り
、

所
有
者
の
属
性
も
価
値
観
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
作
る

側
に
も
同
じ
よ
う
な
変
化
は
生
じ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。 

な
い
こ
と
は
な
い
し
、
あ
る
と
い
え
ば
あ
り
ま
す
。
今
は
刀

を
使
う
時
代
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
、
切
れ
味
と
い
う
観
点
か

ら
み
る
と
、
実
際
自
分
の
刀
が
現
代
の
刀
匠
が
作
っ
た
中
で
、

鍛錬 
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は
た
し
て
ど
の
く
ら
い
切
れ
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
全
て
の
人
が
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
切
れ
る
と
い
う
前
提

が
な
い
と
ダ
メ
だ
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
今
の
刀
匠
は
、

切
れ
味
よ
り
も
美
し
さ
を
重
視
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い

で
す
。
そ
の
兼
ね
合
い
が
難
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
、
「
正
宗
」
や
「
一
文
字
」
が
よ
く
切
れ
た
の
か
と
い

う
と
、
試
し
切
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
以
前
の

刀
な
の
で
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
す

で
に
大
切
な
刀
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
試
し
切
り
は

し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
実
際
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
な
と
。 

今
美
術
刀
剣
を
作
っ
て
い
る
刀
匠
は
み
ん
な
そ
う
で
す
け

ど
、
も
し
注
文
さ
れ
た
の
が
切
る
た
め
の
居
合
刀
で
あ
れ
ば
、

初
め
に
言
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
切
る

な
ら
、
切
る
た
め
に
作
る
し
、
切
る
た
め
の
鉄
を
選
ぶ
、
要
は

折
れ
な
い
よ
う
に
ひ
と
手
間
か
け
て
作
り
ま
す
。
そ
の
あ
た

り
が
昔
と
今
と
若
干
違
う
か
な
と
思
い
ま
す
。 

        

■
近
年
、
日
本
刀
を
好
む
方
が
中
高
年
か
ら
若
年
層
に
も
広

が
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
刀
剣
を
好
き
に
な
っ
た
、
刀
剣
を

も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
人
に
、
期
待
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。 

日
本
人
の
刀
に
対
す
る
興
味
は
ま
だ
ま
だ
低
い
で
す
。
外

国
人
の
方
が
、
「
刀
＝
美
術
品
・
芸
術
品
」と
考
え
て
い
る
人
が

多
い
気
が
し
ま
す
。
で
も
、
昔
に
比
べ
る
と
ハ
ー
ド
ル
は
だ
い

ぶ
下
が
っ
た
と
は
思
い
ま
す
。
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
の

会
員
で
鑑
賞
会
、
鑑
定
会
を
す
る
ん
で
す
が
、
30
年
く
ら
い

前
ま
で
は
極
端
に
言
う
と
体
育
会
系
で
し
た
。
「
上
の
人
が
言

う
こ
と
は
絶
対
だ
」
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
男

性
し
か
い
な
か
っ
た
。
今
は
、
女
性
の
会
員
も
い
る
し
、
厳
し

さ
も
抜
け
て
和
気
あ
い
あ
い
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
出
て
い
ま

す
。
ま
だ
一
見
さ
ん
は
行
き
辛
い
環
境
に
は
あ
る
と
思
い
ま

す
け
ど
、
変
わ
っ
て
き
て
は
い
ま
す
。 

女
性
や
若
い
人
に
知
っ
て
も
ら
え
る
、
見
て
も
ら
え
る
と
い

う
の
は
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
な
ら
、
年
配
の
男
性
が

多
く
、
若
い
人
も
男
性
ば
か
り
で
し
た
。
女
性
は
刀
に
興
味
が

な
い
と
い
う
人
が
多
か
っ
た
。
今
は
２０
～
40
代
の
若
い
女
性

に
見
て
も
ら
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
方
た
ち
が
60
代
、
70
代

に
な
っ
た
時
に
、
反
対
に
同
年
代
の
男
性
の
方
が
い
な
く
な

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
の
20
代
、
30
代
で
刀
そ

の
も
の
が
好
き
と
い
う
男
性
の
方
が
少
な
い
で
す
か
ら
。
男

性
・
女
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
刀
に
対
し
て
の
ハ
ー
ド
ル
が

下
が
れ
ば
下
が
る
ほ
ど
い
い
で
す
ね
。 
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