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刀剣の歴史と思想

　
明
治
維
新
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
価
値
観
が
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
る
、
そ
の
前
に
完
成
し
た
刀
剣

の
思
想
を
、
多
少
ま
と
め
る
意
味
も
こ
め
て
俯
瞰
し
て
み
た
い
。

▼
▼
我
も
斬
り
彼
も
斬
る
剣

　
私
が
近
世
剣
術
に
お
け
る
刀
剣
の
思
想
で
、
最
も
面
白
く
、
ま
た
特
筆
す
べ
き
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
剣

を
、
剣
術
で
あ
る
以
上
も
ち
ろ
ん
敵
を
斬
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
我
が
身
の
内
に
あ
る
邪
心
を
も
斬
る

も
の
で
あ
る
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

「
我
も
斬
り
彼
も
斬
る
剣
」
と
で
も
言
お
う
か
。

　
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
新
当
流
や
示
現
流
を
紹
介
し
た
際
に
既
に
触
れ
て
き
た
が
、
そ
の
重
要
性
か
ら

あ
え
て
も
う
一
度
特
筆
し
て
お
き
た
い
。

　
ど
う
も
こ
う
い
っ
た
思
想
は
、
特
定
の
流
派
に
み
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
当
時
の
剣
術
界
一
般
に

認
め
ら
れ
る
思
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
例
え
ば
、
当
時
を
代
表
す
る
武
士
道
書
で
あ
る
井い

沢ざ
わ

幡ば
ん

竜り
ょ
うの

『
武ぶ

士し

訓く
ん

』
な
ど
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。
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霊
剣
は
決
断
を
表
し
給
ふ
。
至
剛
無
欲
に
か
た
ど
り
て
。
内
に
私
欲
奸か

ん

佞ね
い

の
心
敵
を
滅
し
。
外
に
邪
悪

暴
逆
の
賊
徒
を
誅
し
。

　　
剣
を
、
自
ら
の
内
に
あ
る
私
欲
や
よ
こ
し
ま
な
心
、
あ
る
い
は
お
も
ね
る
心
な
ど
を
心
の
敵
と
し
て
滅
ぼ
し
、

一
方
、
身
の
外
に
あ
る
邪
悪
暴
逆
の
賊
徒
を
も
誅
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
斬
る
べ
き
敵
は
自
ら
の
内
外
に
二

つ
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
我
も
斬
り
彼
も
斬
る
剣
」
で
あ
る
。

　
こ
の
一
文
は
、
そ
も
そ
も
三
種
の
神
器
の
一
つ
で
あ
る
草
薙
剣
の
神
聖
性
を
述
べ
る
文
脈
の
な
か
で
語
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
紹
介
し
た
大
月
関
平
が
著
し
た
新
当
流
伝
書
『
兵
法
自
観
照
』
に
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同

様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
剣
術
に
お
け
る
刀
剣
一
般
の
こ
と
と
し
て
こ
う
い
っ
た
思
想
が
広
ま
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
特
に
生
死
の
境
の
場
に
お
い
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
危
う
い
状
態
に
あ
る
自
分
の
心
を
、
ど

う
理
想
的
な
状
態
に
も
っ
て
い
く
か
と
い
う
剣
術
に
お
け
る
喫き

っ

緊き
ん

の
課
題
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
解
決
す
る
そ
の

一
つ
の
方
法
と
し
て
剣
の
イ
メ
ー
ジ
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
実
際
に
は
武
器
と
し
て
の
片
刃
の
太
刀
を
持
ち
な
が
ら
、
太
刀
は
両
刃
の
剣
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
片
方
の
刃
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は
敵
に
向
い
て
い
る
が
も
う
一
方
の
刃
は
自
分
に
向
い
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
太

刀
は
「
我
も
斬
り
彼
も
斬
る
剣
」
で
あ
っ
た
。

▼
▼
二
つ
の
心
と
剣

　
剣
術
は
基
本
的
に
は
敵
を
倒
す
技
術
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
心
の
問
題
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
り
、
剣
術
家
は

こ
れ
の
解
決
に
必
死
と
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ま
ず
は
剣
術
の
中
核
に
心
法
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
武
士
は
江
戸
時
代
と
い
う
平
和
な
時
代
が
続
い
て
も
こ
の
こ
と
の
追
究
を
や
め
る
こ
と
は
し
な

か
っ
た
。

　
源

み
な
も
と

了
り
ょ
う

圓え
ん

と
い
う
日
本
思
想
史
を
専
門
と
す
る
学
者
が
、
そ
の
著
書
『
文
化
と
人
間
形
成
』
の
中
で
穿
っ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
氏
は
、「
剣
法
論
は
殺
人
と
い
う
こ
と
を
次
第
に
離
れ
て
、
死
と
い
う
極
限
状
況
に
お

け
る
自
己
の
あ
り
方
を
極
め
て
い
く
方
向
を
取
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
１
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど

そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
近
世
剣
術
で
は
、
生
死
の
境
と
い
う
状
況
す
ら
離
れ
て
、
そ
れ
を
日
常

に
お
け
る
心
の
問
題
へ
と
転
化
し
、
こ
れ
を
剣
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
処
理
し
て
い
く
よ
う
な
方
向
へ
と
展
開

し
て
い
く
。
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例
え
ば
前
に
取
り
上
げ
た
示
現
流
伝
書
『
示
現
流
聞
書
喫
緊
録
』
で
は
、
剣
を
も
っ
て
三
毒
を
斬
る
こ
と
を

説
い
て
い
た
が
、
実
は
こ
れ
は
日
常
の
心
の
問
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
心
の
利
剣
を
も
っ

て
三
毒
を
切
断
す
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
後
に
続
く
次
の
一
文
な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。

　
是
を
以
て
平
日
の
言
行
を
も
助
く
べ
し
。
善
を
成
し
て
人
不
レ
知ら

と
も
憂
ふ
べ
か
ら
ず
。
憂
ふ
こ
と
過

ぐ
れ
ば
、貪ど

ん

欲よ
く

と
成
る
。芸
を
習
ひ
て
人
に
不
レ
超え

と
て
も
不る
レ
可か

らレ
悔い

る也
。悔
を
過
ぐ
れ
ば
嗔し

ん

怒ど

に
近
づ
く
。

貧
に
迫
る
と
も
不
レ
可か

らレ
歎く

、
事
過
ぐ
れ
ば
愚ぐ

痴ち

と
成
る
。

（
心
の
利
剣
を
も
っ
て
三
毒
を
切
断
す
る
こ
と
は
）
平
日
の
言
行
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
善
い
行
い

を
し
て
そ
れ
が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
て
も
憂
い
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
が
過
ぎ
る
と
貪
欲
と
な
る
。
芸

を
習
っ
て
人
よ
り
上
手
に
な
れ
な
く
て
も
悔
い
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
が
過
ぎ
る
と
瞋
（
嗔
）
怒
と
な
る
。
貧

乏
で
も
こ
れ
を
嘆
い
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
が
過
ぎ
る
と
愚
痴
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
生
死
を
か
け
た
勝
負
の
場
面
と
は
異
な
っ
た
、
日
常
の
事
柄
で

あ
る
。

■
註
（
１
）
源
了
圓
『
文
化
と
人
間
形
成
』
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
二
、九
六
頁
。


