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問
題
で
は
、
実
務
で
直
面
し
て
い
る

疑
問
や
意
見
が
数
多
く
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て
具
体
的
に
ア
ド
バ
イ
ス
が

い
た
だ
け
た
の
で
、
今
後
の
対
応
に

　

消
費
税
の
増
税
が
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
が
、私
自
身
、

消
費
税
の
実
務
に
関
し
て
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
っ
た
の
で
、
今
回
の
税
務
講
習
会
に
は
進
ん
で

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
講
習
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
、
講
師
陣
の
所
属

す
る
Ａ
Ｇ
Ｓ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
は
「
消
費
税
の
解

説
―
概
要
及
び
申
告
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
資
料
集
を

わ
ざ
わ
ざ
ご
用
意
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
資
料
を
見
な
が
ら
、
私
が
最
も
参
考
に
な
っ
た

事
柄
を
列
挙
し
て
み
ま
す
。

　

消
費
税
の
申
告
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、

消
費
税
の
納
付
税
額
は
預
か
っ
た
消
費
税
額
よ
り
支
払

っ
た
消
費
税
額
を
差
し
引
い
た
金
額
だ
が
、
た
だ
し

…
…
支
払
っ
た
消
費
税
額
を
証
明
す
る
た
め
に
は
帳
簿

お
よ
び
請
求
書
等
の
保
存
が
必
要
（
消
費
税
法
第
三
十

条
第
七
項
）。

　

講
師
か
ら
は
、
帳
簿
お
よ
び
請
求
書
等
の
保
存
が
な

い
場
合
は
支
払
っ
た
消
費
税
の
額
を
考
慮
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
の
た
め
消
費
税
額
全
額
を
納
付
す
る
こ
と

に
な
る
、と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　

業
者
間
の
取
引
に
お
い
て
領
収
書
な
ど
の
や
り
と
り

は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
の
が
昔
か
ら
の
慣
例
で
す

が
、
そ
れ
で
は
支
払
っ
た
消
費
税
額
が
認
め
ら
れ
な
い

名
の
若
手
税
理
士
が
講
師
と
し
て
お

い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
組
合
が
今

回
依
頼
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
「
消
費

税
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ご
専

門
の
立
場
か
ら
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー

な
ど
を
交
え
て
わ
か
り
や
す
く
解
説

し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

当
日
の
参
加
者
は
予
定
の
四
十
名

を
超
え
、
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え

え
ま
し
た
。
講
演
後
の
質
疑
応
答
で

は
若
手
を
中
心
に
多
く
の
組
合
員
か

ら
質
問
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
特
に
輸

出
取
引
に
お
け
る
消
費
税
還
付
請
求

　

二
月
十
七
日
、
組
合
交
換
会
終
了

後
、
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
税

務
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
組
合
初
と
な
る
税
務
講
習

会
は
、
確
定
申
告
期
日
を
控
え
、
煩

雑
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
税
務
問
題
に

つ
い
て
組
合
員
に
意
識
を
高
め
て
も

ら
い
、
気
軽
に
税
理
士
に
問
い
合
わ

せ
が
で
き
る
契
機
に
な
れ
ば
と
考
え

て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
催
に
当
た
っ
て
は
、
準
大
手
税

務
サ
ー
ビ
ス
提
供
元
の
Ａ
Ｇ
Ｓ
税
理

士
法
人
か
ら
、
鈴
木
秀
弥
先
生
ら
四
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感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
輸
出
取
引
等
に

お
け
る
現
在
不
明
確
な
消
費
税
還
付

要
件
に
つ
い
て
は
、
組
合
と
し
て
業

界
の
統
一
見
解
を
示
す
と
経
理
処
理

が
や
り
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
」
と

の
励
ま
し
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

古
い
商
習
慣
が
続
い
て
い
る
た
め

経
理
処
理
で
ま
だ
頭
を
痛
め
る
こ
と

が
多
い
業
界
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ

れ
か
ら
も
新
た
な
情
報
を
共
有
す
る

こ
と
を
通
し
て
意
識
を
高
め
、
問
題

が
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
努
力
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

充
実
し
た
二
時
間
で
し
た
。

�

（
松
本
義
行
）

役
立
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

講
師
を
務
め
た
Ａ
Ｇ
Ｓ
の
税
理
士

さ
ん
た
ち
か
ら
は
、「
今
日
は
活
発

な
意
見
が
あ
り
、
と
て
も
前
向
き
に

と
な
れ
ば
大
問
題
で
す
。

　

交
換
市
場
に
お
け
る
業
者
間
の
取
引
は
当
然
、
売
買

確
認
書
い
わ
ゆ
る
ハ
ガ
ミ
で
証
明
さ
れ
る
も
の
で
す

が
、
そ
れ
以
外
の
取
引
で
は
銀
行
送
金
の
控
え
や
領
収

書
等
が
必
要
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
当
該
書

類
を
七
年
間
保
存
し
て
お
く
義
務
が
あ
る
（
消
費
税
法

施
行
令
第
五
十
条
第
一
項
・
第
二
項
）
な
ど
の
説
明
も

受
け
ま
し
た
。

　

な
お
、
若
い
人
た
ち
か
ら
質
問
の
多
か
っ
た
海
外
売

上
が
あ
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
刀
剣
類
を
輸
出
し
た
場

合
の
消
費
税
還
付
を
受
け
る
た
め
の
必
要
書
類
で
す

が
、
わ
れ
わ
れ
が
想
定
し
て
い
た
海
外
か
ら
の
入
金
を

証
す
る
銀
行
通
帳
や
輸
出
鑑
査
証
明
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
な
ど
の

控
え
だ
け
で
な
く
、
輸
出
許
可
書
や
税
関
の
輸
出
証
明

書
が
必
要
に
な
る
そ
う
で
す
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
考
に
し
て
、
慎
重
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
勉
強
に
な
っ
た
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
講
習
会
は
今
後
も
引
き
続
き
開

催
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
講
習
会
に

都
合
で
参
加
で
き
な
か
っ
た
方
に
は
、希
望
さ
れ
れ
ば
、

組
合
を
通
し
て
資
料
を
お
分
け
く
だ
さ
る
そ
う
で
す
。

　

大
変
お
忙
し
い
中
、
講
師
と
し
て
お
い
で
く
だ
さ
っ

た
鈴
木
秀
弥
・
田
倉
祐
輔
・
江
波
戸
大
輔
・
与
野
木
恵

子
の
各
先
生
に
は
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
冥
賀
吉
也
）

「税務講習会」会場にて

●
税
務
講
習
会
に
参
加
し
て



刀　剣　界平成24年3月15日発行（隔月刊） 第４号

（2）

　

世
界
の
自
然
環
境
が
急
速
に
悪
化

し
て
ゆ
く
中
、
絶
滅
の
恐
れ
の
あ
る

野
生
動
植
物
を
保
護
す
る
た
め
に

各
国
が
動
き
出
し
話
し
合
わ
れ
た

結
果
、「
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野

生
動
植
物
の
種
の
国
際
取
引
に
関

す
る
条
約
」（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
、

一
九
七
五
年
発
効
）
が
締
結
さ
れ
た

こ
と
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
こ
と
と

思
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、日
本
も
八
〇
年（
昭

和
五
十
五
年
）
十
一
月
よ
り
条
約
に

参
加
、
象
牙
・
タ
イ
マ
イ
（
ウ
ミ
ガ

メ
）
な
ど
に
は
厳
し
い
規
制
が
か
か

る
こ
と
に
な
り
、
輸
出
入
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
現
在
、
国
内
で
流
通
す

る
絶
滅
危
惧
種
等
の
剝
製
・
加
工
品
、

毛
皮
・
牙
な
ど
の
扱
い
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
と
調
べ
ま
す
と
、
平
成
五

年
に「
種
の
保
存
法
」（
正
式
に
は「
絶

滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の

種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
」）
と
い

う
法
律
が
施
行
さ
れ
、
絶
滅
の
恐
れ

の
あ
る
野
生
動
植
物
の
保
護
が
始
ま

り
ま
し
た
。
平
成
七
年
か
ら
は
商
業

目
的
を
中
心
と
す
る
象
牙
・
べ
っ
甲

業
者
に
在
庫
量
の
届
け
出
が
義
務
づ

け
ら
れ
、
加
工
品
な
ど
の
流
通
に
規

制
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
違

反
す
る
と
懲
役
ま
た
は
罰
金
の
罰
則

が
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
刀
剣
商
の
扱
う
商
品
の
中

に
は
古
い
時
代
か
ら
こ
の
よ
う
な
加

工
品
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
市
場

や
店
頭
で
売
買
さ
れ
て
い
る
現
在
、

言
う
ま
で
も
な
く
法
律
を
厳
守
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
は
ま
ず
、
経
済
産
業
省
へ

　

当
組
合
理
事
山
田
均
さ
ん
が
昨
年

十
二
月
二
十
七
日
未
明
、
六
十
九
歳

で
ご
逝
去
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
ご
冥
福

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

山
田
さ
ん
と
組
合
と
の
関
係
は
草

創
期
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
柴
田
光

男
初
代
理
事
長
の
愛
弟
子
と
い
う
こ

と
か
ら
、
柴
田
理
事
長
の
い
わ
ば
懐

刀
的
存
在
と
し
て
当
初
か
ら
活
躍
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

二
代
荒
勢
英
一
理
事
長
の
と
き
は

常
務
理
事
を
二
期
四
年
務
め
ら
れ
ま

し
た
。
組
合
の
規
約
の
素
案
作
り
、

各
委
員
会
の
素
案
作
り
な
ど
に
氏
の

頭
脳
は
存
分
に
発
揮
さ
れ
、
組
合
を

陰
で
支
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
引
き
続
き
理
事
を
務
め

ら
れ
、
朝
倉
万
幸
理
事
長
の
時
代
に

は
副
理
事
長
と
し
て
重
責
を
果
た
さ

れ
ま
し
た
。
当
組
合
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
に
長
年
に
わ
た
る
功
労
者
で
あ

り
ま
す
。

　

普
及
啓
蒙
活
動
の
面
で
は
『
日
本

刀
重
要
美
術
品
全
集
』
全
八
巻
刊
行

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

重
要
美
術
品
認
定
の
刀
剣
類
に
つ

い
て
、
見
開
き
の
左
ペ
ー
ジ
に
写
真

版
、
右
ペ
ー
ジ
に
解
説
と
時
に
は
談

を
載
せ
、
さ
ら
に
刃
文
と
押
形
と
を

加
え
て
い
ま
す
。特
筆
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
刀
剣
が
何
の
本
に
所
載
さ
れ
て

い
る
か
を
明
示
し
て
い
る
点
で
、
あ

ら
ゆ
る
資
料
を
徹
底
的
に
調
査
・
分

析
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

本
全
集
が
発
行
さ
れ
る
以
前
は
重

要
美
術
品
目
録
が
あ
る
の
み
で
、
図

版
が
公
表
さ
れ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
本
書
の
発

刊
に
よ
っ
て
、
重
美
で
あ
る
と
言
わ

れ
な
が
ら
実
際
に
は
重
美
で
な
か
っ

た
刀
や
、
逆
に
あ
ら
た
め
て
重
美
で

あ
る
と
確
認
さ
れ
た
例
が
い
く
つ
も

あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
重
美
全
集
は
広
井
雄
一
先
生

の
編
著
、
本
間
薫
山
先
生
の
監
修
に

よ
り
、
約
三
カ
年
の
歳
月
を
か
け
昭

和
六
十
一
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
そ

の
膨
大
な
作
業
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ

た
の
が
、
発
行
責
任
者
で
も
あ
る
山

田
さ
ん
で
し
た
。
こ
の
全
集
は
、
刀

剣
界
に
と
っ
て
ま
さ
に
金
字
塔
に
値

す
る
も
の
で
す
。

　

ほ
か
に
、
昭
和
五
十
三
年
か
ら
六

十
一
年
ま
で
の
八
年
間
に
わ
た
っ
て

発
行
し
た
季
刊
誌
『
大だ

い
そ
じ
ん

素
人
』
と
い

う
研
究
論
文
集
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

発
行
責
任
者
も
山
田
さ
ん
で
し
た
。

　

防
犯
協
力
活
動
に
お
い
て
も
、
縁

の
下
の
力
持
ち
と
し
て
三
十
年
近
く

活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
師
匠
の
柴
田
光

男
先
生
が
東
京
・
麹
町
古
物
商
協
力

会
の
会
長
を
長
年
務
め
ら
れ
た
関
係

か
ら
、
山
田
さ
ん
は
そ
の
事
務
局
兼

会
計
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

　

山
田
さ
ん
は
昭
和
十
七
年
、
静
岡

県
伊
豆
の
戸へ

だ田
村
に
生
ま
れ
、
早
稲

田
大
学
文
学
部
を
卒
業
後
、
株
式
会

社
刀
剣
柴
田
に
入
社
、
約
八
年
間
勤

務
さ
れ
、
円
満
退
社
後
「
正せ

い
け
ん見
堂
」

を
創
業
、
後
に
故
郷
の
戸
田
村
舟
山

に
ち
な
み
「
舟し

ゅ
う
ざ
ん山
堂
」
と
改
め
、
会

長
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　

常
に
刀
剣
の
研
究
を
怠
ら
ず
、
商

人
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
学
者
肌
の
方

で
し
た
。
わ
れ
わ
れ
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
と
、
最
後
は
山
田
さ
ん
に

尋
ね
た
も
の
で
し
た
。刀
剣
界
の「
生

き
字
引
」
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
博
識

で
し
た
。

　

そ
れ
に
、
酒
豪
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
よ
な
く
ビ
ー
ル
を
愛
さ
れ
ま

し
た
。
無
口
で
余
分
な
こ
と
は
言
わ

な
い
も
の
の
、
心
の
優
し
い
兄
貴
分

で
あ
り
、
い
つ
で
も
周
り
に
人
の
和

が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
の
大
変
好
き
な

方
で
し
た
。
若
い
こ
ろ
は
わ
れ
わ
れ

と
草
野
球
や
、
当
時
流
行
し
て
い
た

ボ
ー
リ
ン
グ
を
楽
し
み
、
五
十
歳
の

こ
ろ
か
ら
は
ゴ
ル
フ
に
熱
中
し
ま
し

た
。
普
段
は
あ
ま
り
笑
顔
を
見
せ
な

い
山
田
さ
ん
で
し
た
が
、
ナ
イ
ス
プ

レ
ー
を
し
た
と
き
な
ど
に
見
せ
る
、

少
年
の
よ
う
な
笑
顔
が
今
も
脳
裏
に

焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
て
初
め
て
そ
の
人
の
本

当
の
人
柄
が
偲
ば
れ
る
と
言
わ
れ
ま

す
。
暮
れ
の
押
し
詰
ま
っ
た
折
に
も

か
か
わ
ら
ず
、通
夜
・
告
別
式
に
は
大

勢
の
方
々
に
ご
参
列
い
た
だ
き
ま
し

た
。ま
た
、飾
り
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く

さ
ん
の
ご
供
花
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
ご
ろ
は
、
全
刀
商
に
尽
力
さ
れ

鬼
籍
に
入
ら
れ
た
柴
田
光
男
先
生
、

荒
勢
英
一
さ
ん
、
一
番
の
仲
良
し
だ

っ
た
齋
藤
光
興
さ
ん
ら
に
迎
え
ら

れ
、
天
国
で
美
酒
を
酌
み
交
わ
し
な

が
ら
、
刀
剣
界
の
こ
と
を
話
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

全
刀
商
組
合
員
一
同
、
こ
の
不
況

下
の
難
局
に
向
か
っ
て
、
深
海
信
彦

理
事
長
を
先
頭
に
全
力
で
が
ん
ば
り

ま
す
の
で
、
ど
う
か
見
守
っ
て
い
て

く
だ
さ
い
。

　

山
田
さ
ん
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し

た
。
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
。

�

合
掌
。

象
牙
の
加
工
品
等
を
取
り
扱
う
者
と

し
て
特
定
国
際
種
事
業
者
の
登
録
申

請
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届

出
書
を
提
出
し
て
受
理
さ
れ
ま
す
と

特
定
国
際
種
事
業
者
と
し
て
登
録
さ

れ
、
届
出
ス
テ
ッ
カ
ー
が
送
ら
れ
て

き
ま
す
。
そ
の
届
出
ス
テ
ッ
カ
ー
は

店
頭
に
提
示
し
て
お
く
義
務
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
象
牙
な
ど
の
加
工
品
が
付

属
し
て
い
る
商
品
を
仕
入
れ
た
と
き

は
、
古
物
台
帳
に
受
入
先
・
払
出
し

先
を
明
記
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
一
般
の
方
が
自
宅
に
あ
る

象
牙
な
ど
の
工
芸
品
を
一
回
だ
け
販

売
・
譲
渡
す
る
場
合
、
数
点
で
あ
れ

ば
事
業
者
届
け
出
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
複
数
回
に
わ
た
り
販

売
・
譲
渡
し
た
り
、
一
回
だ
け
の
販

売
・
譲
渡
で
も
点
数
が
数
十
点
と
多

い
場
合
に
は
商
業
目
的
と
見
な
さ

れ
、
事
業
者
届
け
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
例
え
ば
親
族
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
数
回
に
分
け
て
販
売
・
譲
渡
す

る
の
は
、
特
定
国
際
種
事
業
者
と
見

な
さ
れ
ま
す
。

　

絶
滅
危
惧
種
の
加
工
品
（
象
牙
・

べ
っ
甲
な
ど
）
は
特
定
国
際
種
事
業

者
と
し
て
の
登
録
で
取
り
扱
い
で
き

ま
す
が
、
象
牙
の
原
形
を
保
っ
て
い

る
も
の
で
商
業
目
的
と
す
る
生
牙
・

磨
牙
・
彫
牙
、
タ
イ
マ
イ
な
ど
の
剝

製
に
つ
い
て
は
、
刀
剣
の
銃
砲
刀
剣

類
登
録
証
と
同
じ
よ
う
に
財
団
法
人

自
然
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
登
録

票
を
取
得
し
、
そ
れ
を
付
け
て
展
示

や
販
売
、
譲
渡
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
特
定
国
際
種
事
業
者
の
届

け
出
が
済
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
絶
滅

危
惧
種
の
す
べ
て
が
扱
え
る
の
で
は

な
く
、
原
形
を
保
っ
て
い
る
も
の
に

は
登
録
票
が
一
点
に
一
枚
ず
つ
必
要

な
の
で
す
。
こ
の
点
を
注
意
し
な
い

と
、
違
法
の
意
思
が
な
く
て
も
「
種

の
保
存
法
」
に
よ
り
処
罰
の
対
象
と

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
「
種
の
保
存
法
」
や
ワ
シ
ン
ト
ン

条
約
で
は
、
こ
の
象
牙
・
タ
イ
マ
イ

な
ど
を
最
も
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て

お
り
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
の
業
界
で
も
、
過
去
に

象
牙
な
ど
の
加
工
品
が
付
随
し
た
白

鞘
・
拵
・
甲
冑
類
を
海
外
に
輸
出
し

た
が
相
手
国
の
税
関
で
ワ
シ
ン
ト
ン

条
約
の
取
引
規
制
に
抵
触
し
、
送
り

返
さ
れ
た
事
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
懸
念
の
あ
る
輸
出
品

の
場
合
は
、
経
済
産
業
省
貿
易
経
済

協
力
局
貿
易
管
理
部
貿
易
審
査
課
に

て
「
輸
出
承
認
証
」
と
「
ワ
シ
ン
ト

ン
条
約
に
基
づ
く
輸
出
許
可
書
」
を

取
得
し
、
商
品
に
添
付
し
て
輸
出
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
申
請
書
類

を
十
枚
ほ
ど
作
成
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
書
式
は
経
済
産
業
省
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
（「
経
済
産
業
省
貿
易
管
理｣

「
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
」
の
キ
ー
ワ
ー

ド
で
検
索
）。

　

条
約
の
発
効
し
た
一
九
七
五
年
以

前
の
品
物
が
前
提
で
、
こ
の
申
請
に

は
公
的
に
認
可
さ
れ
て
い
る
美
術

館
・
博
物
館
が
発
行
し
た
輸
出
物
の

時
代
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
美
術
商
や
美
術
店
の
発
行

す
る
証
明
書
で
は
受
け
付
け
て
も
ら

え
ま
せ
ん
。

　

七
五
年
以
降
に
入
手
し
た
も
の
で

あ
れ
ば
、
追
加
の
申
請
書
類
と
し
て

七
五
年
以
降
入
手
す
る
ま
で
の
流
通

経
路
を
証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
そ
の
間
に
、
例
え
ば
三

人
の
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
て
い
れ

ば
、
各
人
の
販
売
・
譲
渡
証
明
書
を

追
加
で
提
出
し
ま
す
（
書
式
は
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
能
）。

　

わ
れ
わ
れ
組
合
員
は
現
在
、
都
道

府
県
公
安
委
員
会
か
ら
古
物
商
許
可

証
を
取
得
し
営
業
し
て
お
り
ま
す

が
、
経
済
産
業
省
へ
特
定
国
際
種
事

業
者
と
し
て
の
届
け
出
を
し
て
お
く

こ
と
も
、
古
物
商
許
可
証
の
取
得
と

同
じ
く
ら
い
重
要
な
こ
と
で
す
。
ま

だ
届
け
出
を
済
ま
せ
て
い
な
い
組
合

員
の
方
は
、
早
急
に
手
続
き
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

〈
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

●
象
牙
の
加
工
品
等
を
取
り
扱
う
者

と
し
て
特
定
国
際
種
事
業
者
の
登
録

申
請
す
る
場
合
、
地
域
に
よ
り
届
出

書
の
提
出
先
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
経
済
産
業
省
「
種
の
保
存
法
」

担
当
☎
〇
三-

三
五
〇
一-

一
〇
八
九

ま
で
。
茨
城
・
栃
木
・
群
馬
・
埼
玉
・

千
葉
・
東
京
・
神
奈
川
・
新
潟
・
山
梨
・

長
野
・
静
岡
在
住
の
方
は
関
東
経
済

産
業
局
産
業
部
国
際
課
☎
〇
四
八-

六
〇
〇-

〇
二
六
五
へ

●
生
牙
・
磨
牙
・
彫
牙
、タ
イ
マ
イ（
ウ

ミ
ガ
メ
）
な
ど
の
剝
製
へ
の
登
録
票

を
取
得
す
る
場
合�
、
㈶
自
然
環
境

研
究
セ
ン
タ
ー
☎
〇
三-
五
八
二
四-

〇
九
五
三
へ

●
海
外
輸
出
に
際
し
ワ
シ
ン
ト
ン
条

約
の
取
引
規
制
に
か
か
わ
る
輸
出
の

場
合
、
経
済
産
業
省
貿
易
経
済
協
力

局
貿
易
管
理
部
貿
易
審
査
課
☎
〇
三

-

三
五
〇
一-

一
五
一
一
へ

�

（
嶋
田
伸
夫
）

山
田
均
さ
ん
を
偲
ん
で�

理
事
　
冥�

賀��

吉�

也

　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
や｢

種
の
保
存
法｣

に
よ
っ
て
絶
滅
危
惧

種
の
取
り
扱
い
に
厳
し
い
規
制
が
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
刀
装
や
甲
冑
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
知
ら
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
法
律

の
知
識
と
手
続
き
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

象
牙
な
ど
の
加
工
品
の
取
り
扱
い
に
ご
注
意

経
産
省
へ
の
特
定
国
際
種
事
業
者
の
届
け
出
を
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日
本
は
不
景
気
と
言
わ
れ
る
中
、

今
後
の
刀
剣
業
界
の
さ
ら
な
る
飛
躍

の
た
め
に
、
私
た
ち
は
今
何
を
す
べ

き
か
―
。
二
十
代
の
私
が
語
る
に
は

大
き
す
ぎ
る
テ
ー
マ
で
す
が
、
今
を

生
き
次
世
代
を
担
う
者
と
し
て
提
案

し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
日
本
刀
が
認
知
さ
れ
る
重
要

性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

世
の
中
に
は
ど
ん
な
に
優
れ
た
商

品
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
存
在

を
知
っ
て
い
る
人
、
使
っ
て
い
る
人

が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
商
品
は
流は

や行

り
ま
せ
ん
。

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
人
で
あ
れ

ば
、
日
本
刀
と
い
う
も
の
の
存
在
を

知
ら
な
い
人
は
、
ま
ず
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
、
刀

屋
に
行
っ
て
現
金
さ
え
支
払
え
ば
誰

で
も
そ
れ
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
、
と

い
う
事
実
を
知
っ
て
い
る
人
は
と
て

も
少
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　

私
事
で
す
が
、
一
昨
年
、
当
店
は

テ
レ
ビ
朝
日
系
列
で
放
映
さ
れ
て
い

る
「
ち
い
散
歩
」
と
い
う
旅
番
組
に

て
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
店
が
紹
介
さ
れ
た
実
際
の
放
映

時
間
は
二
、三
分
程
度
で
す
が
、
そ

の
広
告
効
果
は
あ
ま
り
に
大
き
く
困

惑
し
た
も
の
で
す
。放
映
日
の
翌
朝
、

店
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
開
け
、
通
り
を

掃
除
し
て
い
る
と
道
行
く
人
に
「
テ

レ
ビ
で
見
た
よ
！
」
と
声
を
か
け
ら

れ
、
は
た
ま
た
遠
く
離
れ
た
地
方
か

ら
「
テ
レ
ビ
を
見
て
～
」
と
お
電
話

を
い
た
だ
き
、
実
際
に
一
振
買
っ
て

も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
存
在
を
認
知
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
刀
剣
と
い
う
閉

鎖
的
な
業
界
に
お
い
て
非
常
に
重
要

で
あ
る
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
二
つ
の
方
向

へ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
る
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
現
時
点
で
実
際
に
購
買

力
が
あ
る
人
か
つ
潜
在
的
購
入
者
へ

の
訴
え
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
人
々
が
多
く
い
る
場

は
ど
こ
か
、
と
考
え
た
と
き
に
私
が

思
い
浮
か
べ
る
の
は
美
術
館
で
す
。

美
術
館
巡
り
を
趣
味
と
さ
れ
て
い
る

の
は
年
配
の
人
が
多
い
と
予
想
し
ま

す
が
、
そ
う
い
っ
た
方
々
は
さ
ま
ざ

ま
な
芸
術
へ
の
見
識
が
広
く
、
今
は

ま
だ
日
本
刀
を
深
く
知
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
素
直
に
美
し
い
と
思
い
、
興

味
も
な
く
は
な
い
、
か
つ
購
買
力
が

あ
る
―
。
そ
う
し
た
層
が
確
実
に
存

在
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
層
へ
何
を
ど
う
ア
ピ
ー
ル
す

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り

ま
す
が
、
そ
こ
で
先
ほ
ど
申
し
上
げ

た
「
認
識
し
て
い
た
だ
く
」
と
い
う

こ
と
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
刀
剣
商
に
直
接
的
な
利

益
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

美
術
館
内
で
現
実
的
に
可
能
が
ど
う

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ポ
ス
タ
ー
な

ど
に
よ
り
、
例
え
ば
日
本
刀
は
誰
で

も
買
え
る
、
刀
屋
に
い
け
ば
も
う
少

し
詳
し
く
教
え
て
も
ら
え
る
、
手
に

取
っ
て
鑑
賞
も
で
き
る
と
い
う
ア
ピ

ー
ル
が
で
き
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

　

美
術
館
の
み
な
ら
ず
、
テ
レ
ビ
・

新
聞
・
電
話
帳
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
の
情
報
媒
体
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
実
践
し
て
い

く
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

既
に
趣
味
と
し
て
日
本
刀
に
接
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
、
自
ら
勉
強

会
や
刀
屋
を
巡
り
情
報
収
集
を
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
わ
れ

わ
れ
刀
剣
業
界
人
が
、
潜
在
的
購
入

者
を
手
助
け
し
、
横
に
広
が
る
道
を

示
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

二
つ
目
は
次
世
代
を
担
う
子
供
た

ち
へ
、
日
本
刀
は
世
界
に
誇
る
美
術

品
で
あ
る
と
い
う
真
実
を
浸
透
さ
せ

る
こ
と
で
す
。

　

前
号
の
当
コ
ー
ナ
ー
で
瀬
下
昌
彦

氏
も
指
摘
し
て
い
ま
し
た
が
、「
○

○
離
れ
」
を
筆
頭
に
今
の
二
十
代
は

節
制
や
節
約
を
し
、
浪
費
す
る
こ
と

を
嫌
う
傾
向
が
強
い
で
す
。
こ
れ
で

は
二
十
年
後
、
四
十
年
後
に
購
買
力

の
あ
る
大
人
に
な
っ
た
と
き
、
果
た

し
て
日
本
刀
と
い
う
高
価
な
美
術
品

へ
投
資
す
る
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
に
、
今
か
ら
十

歳
前
後
の
子
供
た
ち
に
日
本
刀
と
い

う
も
の
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
を
知

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
小
学
生

な
ど
に
実
際
に
刀
を
手
に
取
っ
て
見

て
も
ら
う
機
会
を
つ
く
っ
て
は
ど
う

か
と
考
え
ま
す
。

　

小
学
生
ぐ
ら
い
の
男
の
子
と
い
え

ば
、
ア
ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
・
漫
画
な
ど

の
影
響
か
ら
刀
や
剣
や
銃
に
興
味
を

持
ち
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
い

っ
た
も
の
が
好
き
だ
、か
っ
こ
い
い
、

と
思
う
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゆ
く
ゆ
く

は
刀
に
触
れ
た
経
験
の
あ
る
子
供
た

ち
が
自
ら
刀
に
関
心
を
持
ち
、
入
手

し
た
い
と
思
う
ケ
ー
ス
が
増
加
す
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
う
い
っ
た
層
を
育
て
る

こ
と
が
日
本
文
化
の
振
興
に
つ
な
が

り
、
ひ
い
て
は
利
と
し
て
返
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
具

体
的
な
提
案
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
テ
レ
ビ
東
京
系
列
で
放
映

さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
る
「
開
運
！

な
ん
で
も
鑑
定
団
」
の
放
映
時
間
枠

に
、
今
年
の
大
刀
剣
市
の
Ｃ
Ｍ
を
流

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
番
組
を
見
て
い
る
人
の
中
に

は
前
記
の
潜
在
的
購
入
者
も
少
な
か

ら
ず
い
る
は
ず
だ
し
、
ス
ト
レ
ー
ト

に
催
し
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
全
刀
商
が
日
本
刀
の

第
一
人
者
と
し
て
先
陣
を
切
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
刀
剣
業
界
が
さ
ら
に
発

展
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

☆
筆
者
の
大
平
将
広
さ
ん
の
プ
ロ
フ

ィ
ー
ル
に
つ
い
て
は
「
刀
剣
商
リ
レ

ー
訪
問
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

営業時間　午前10時～午後６時
定　休　日　水曜・土曜（日曜営業中）

〒161-0033
東京都新宿区下落合3-17-33

ＴＥＬ 03（3951）3312
ＦＡＸ 03（3951）3615

http://www.iidakoendo.com

りそな銀行
池袋 上野

東京

品川新宿

三井住友銀行

マ
ク
ド
ナ
ル
ド

み
ず
ほ
銀
行当店

目白通り 目白駅

〈JR山手線目白駅下車徒歩左へ３分〉

飯田高遠堂

刀剣・小道具・甲冑武具
創業明治十三年

目白

代表取締役 飯 田 慶 久

㈱
美
術
刀
剣
松
本

〒
二
七
八
–
〇
〇
四
三 

千
葉
県
野
田
市
清
水
一
九
九
–
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
四（
七
一
二
二
）一
一
二
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
四（
七
一
二
二
）一
九
五
〇

松 

本  

富 

夫

野
田
会（
刀
剣
・
刀
装
具
）市
場
　毎
月
三
日
・
十
九
日
開
催

美術日本刀・鐔・小道具・甲冑

日本の伝統文化を彩る
JAPAN SWORD CO., LTD.

〒105-0001
東京都港区虎ノ門３-８-１

ＴＥＬ 03-3434-4321
ＦＡＸ 03-3434-4324

伊波賢一 Ken-ichi Inami

㈱ 日 本 刀 剣

ホテル
オークラ

虎ノ門
　三丁目角

桜田通り
虎ノ門

↓新橋

出口 2

地下鉄虎ノ門駅２番出口より直進、徒歩３分〔日祝休〕

〒104-0061
東京都中央区銀座４-３-11

松崎煎餅ビル４階

㈱銀座泰文堂 　代表  川 島 貴 敏

ＴＥＬ 03-3563-2551
ＦＡＸ 03-3563-2553

フリーダイヤル 0120-402037

http://www.taibundo.com

泰文堂銀座

「刀剣画報」
実寸大通信販売カタログ
年６回発行  年間購読料4,000円

古名刀から現代刀、御刀の
ことならお任せください！

連絡先
090-8455-2222

60回までの低金利刀剣クレジットお取り扱い

　 〒114-0023
東京都北区滝野川７-16-６

電　話 03-5394-1118
ＦＡＸ 03-5394-1116

営業時間11時～19時
月曜日定休（祝日は営業）

代表者　髙 島 吉 童

www.premi.co.jp

大
平 

将
広

日
本
刀
を

よ
り
多
く
の
人
へ

2

　

国
の
指
定
す
る
重
要
無
形
文
化
財

と
同
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
に
準
じ

る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
お
よ
び

市
町
村
の
無
形
文
化
財
が
あ
る
こ
と

は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
前

者
が
文
化
財
保
護
法
に
規
定
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
ぞ
れ

の
自
治
体
の
条
例
が
根
拠
で
あ
る
。

　

参
考
ま
で
に
、
都
県
認
定
の
刀
匠

を
挙
げ
る
（
種
別
は
日
本
刀
製
作
技

術
ま
た
は
刀
剣
製
作
技
術
。
岐
阜
県

と
岡
山
県
は
重
要
無
形
文
化
財
。
略

敬
称
。
名
前
は
雅
号
）。

　
（
岩
手
）
山
口
清
房
・（
宮
城
）
宮

城
昭
守
・（
山
形
）
上
林
恒
平
・（
新

潟
）
天
田
昭
次
・（
東
京
）
吉
原
義
人
・

吉
原
國
家
・（
長
野
）
宮
入
法
廣
・（
奈

良
）
月
山
貞
利
・
河
内
国
平
・（
島
根
）

小
林
貞
照
・
小
林
貞
法
・
小
林
貞
永
・

（
岡
山
）
安
藤
広
清
・（
広
島
）
三
上

貞
直
・（
徳
島
）
杉
山
正
俊

　

以
上
は
各
個
認
定
で
あ
る
が
、
特

異
な
例
と
し
て
岐
阜
県
で
は
美
濃
伝

日
本
刀
鍛
錬
技
法
を
重
要
無
形
文
化

財
に
指
定
し
、
美
濃
伝
日
本
刀
鍛
錬

技
法
保
持
者
会
を
団
体
認
定
し
て
い

る
。
保
持
者
会
の
構
成
員
は
尾
川
兼

圀
・
二
十
四
代
藤
原
兼
房
・
藤
原
兼

成
の
三
名
で
あ
る
。

　

刀
匠
以
外
の
日
本
刀
関
連
無
形
文

化
財
保
持
者
に
は
、
日
本
刀
研
磨
技

術
の
本
阿
彌
光
洲
（
東
京
）
と
、
金

工
（
刀
身
彫
刻
）
の
柳
村
宗
寿
（
岡

山
）
が
い
る
。

　

都
県
無
形
文
化
財
と
市
町
村
無
形

文
化
財
の
関
係
は
、
並
立
す
る
場
合

と
、
上
位
の
指
定
・
認
定
に
よ
っ
て

解
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
岐
阜
県

無
形
文
化
財
は
、
関
市
無
形
文
化
財

か
ら
格
上
げ
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
一

方
、人
間
国
宝
の
天
田
昭
次
は
依
然
、

新
潟
県
無
形
文
化
財
と
新
発
田
市
無

形
文
化
財
の
保
持
者
に
認
定
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
保
持
者
た
ち
に
人
間
国
宝
の

よ
う
な
特
別
助
成
金
が
あ
る
か
と
い

う
と
、
一
切
な
い
。
い
わ
ば
証
書
と

名
誉
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

東
京
都
の
補
助
金
要
項
に
よ
れ

ば
、
伝
承
者
の
養
成
や
研
修
発
表

会
、
保
存
に
必
要
な
道
具
・
設
備
の

補
修
整
備
な
ど
は
対
象
と
な
る
と
さ

れ
る
が
、
寡
聞
に
し
て
、
う
ま
く
運

用
さ
れ
て
い
る
例
を
全
国
で
も
知
ら

な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
お
ざ
な
り
の
制
度
は

寒
心
に
堪
え
な
い
。

　

高
度
な
伝
統
技
術
の
保
持
者
が
さ

ら
に
錬
磨
し
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
い

く
支
援
と
な
り
、
か
つ
成
果
が
地
域

に
還
元
さ
れ
て
住
民
の
誇
り
と
な
る

よ
う
な
無
形
文
化
財
の
あ
り
方
は
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
業
界
と
し
て
も

考
え
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。�（
Ｔ
）

都
道
府
県
無
形
文
化
財
を

ど
う
生
か
す
の
か
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優
秀
な
赤
銅
地
。
粒
立
つ
細
微
な

魚な
な

子こ

は
、
天
地
に
詰
ま
り
、
時
代
が

よ
く
埋
ま
る
。小こ

縁べ
り

に
の
み
金
哺ふ

く

み
。

小
野
小
町
、
草そ

う

子し

と
水
、
水
を
注
ぐ

匜
は
ん
ぞ
うと

衣
装
の
一
部
に
、
そ
れ
ぞ

れ
銀
色
絵
。
角

つ
の
だ
ら
い盥

と
衣
の
文
様

に
金
本
象
嵌
。
衣
の
随
所
に
金

色
絵
。
裏
板
は
、
黒
み
の
強
い

朧
銀
地
。
小
野
小
町
の
歌
は
金

本
象
嵌
。

　

｢

蒔
か
な
く
に　

何
を
種
と

て
浮
草
の　

波
の
う
ね
う
ね
生

繁
る
ら
ん
」

　

画
題
は
、
内
裏
で
の
歌
合
に
お
い

て
、
大
伴
黒
主
か
ら
剽
窃
者
の
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
た
小
野
小
町
が
、
黒
主

の
奸
計
を
見
破
り
、
万
葉
の
草
子
を

洗
う
こ
と
に
よ
り
、
黒
主
の
入
筆
を

洗
い
去
る
瞬
間
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
小
野
小
町
の
心

は
、
苦
衷
か
ら
歓
喜
へ
と
転
ず
る
。

　

小
野
小
町
と
大
伴
黒
主
は
同
時
代

人
で
は
な
い
が
、
本
構
図
は
観
阿
彌

作
の
謡
曲
「
草
子
洗
小
町
」
に
よ
る
。

　

こ
の
後
に
、
黒
主
は
慚
愧
の
あ
ま

り
自
決
し
よ
う
と
す
る
が
、
小
町
の

取
り
な
し
で
救
わ
れ
る
。
帝
か
ら
許

さ
れ
、共
に
遺
恨
に
思
う
こ
と
な
く
、

め
で
た
い
雰
囲
気
の
中
、
小
町
は
聖

代
と
和
歌
の

道
を
た
た
え

て
舞
う
。

　

作
者
の
仲

上
清
兵
衛

元
親
は
京
都

金
工
。
元
廣

門
人
、
ま
た

は
甥
と
も
い

私
が
出
会
っ
た
珍
品

〈
草
子
洗
小
町
〉

小
柄　

草
子
洗
小
町
の
図

銘 

松
雨
斎
元
親
（
花
押
）

赤
銅
魚
子
地
高
彫
据
文
色
絵
裏
板

朧
銀
地　

９
・
68
㎝
×
１
・
44
㎝

う
。
安
政
ご
ろ
。
現
存
す
る
作
品
は
、

元
廣
と
子
の
元
次
は
多
い
が
、
元
親

は
比
較
的
に
少
な
い
。

　

本
作
は
、
外
国
の
文
献
に
図
版
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
大
正
二
年
刊
行

の
『
ベ
ー
レ
ン
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』

№
七
二
八
、大
正
十
二
年
刊
行
の『
古

事
寶
典
』
第
一
巻
四
五
六
ペ
ー
ジ
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
右
記
の
文
献
に

お
い
て
、
詳
し
い
解
説
が
な
さ
れ
、

作
品
が
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
大
切
に
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
、
状
態
も
す
こ
ぶ
る

良
い
。

　

平
成
十
二
年
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ズ
に
お
い
て
グ

リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

売
り
立
て
が
行
わ
れ
、
里
帰
り
し
て

現
在
に
至
る
。

　

あ
ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、

私
ど
も
の
取
り
扱
う
刀
剣
な
ら
び
に

刀
装
具
に
は
、
製
作
者
以
外
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
使
用
あ
る
い
は

所
蔵
し
た
多
く
の
人
々
の
「
思
い
」

が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
作
品
は
こ
れ

か
ら
も
伝
世
し
て
い
く
。

　

世
に
言
う
言
葉
で
、「
美
術
品
は

一
時
の
預
か
り
物
」
と
言
う
が
、
売

買
を
生
業
と
す
る
自
分
に
と
り
、
特

に
そ
の
感
は
深
い
。
次
の
世
代
の
愛

好
家
へ
の
受
け
渡
し
の
手
伝
い
が
で

き
れ
ば
幸
い
、
と
思
う
今
日
こ
の
ご

ろ
で
す
。

�

（
齋
藤
隆
久
）

組合こよみ
（平成23年12月～平成24年3月）

12月16日

12月17日

12月19日
12月22日

12月22日

12月27日
12月28日
12月29日
1月17日

1月17日

1月17日

2月15日

2月17日

2月17日

3月5日

3月6日

深海理事長・土肥副理事長・猿田副理事長が産経
新聞本社を訪問し、明美ちゃん基金に250,000円を
寄付
東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加66名、
出来高41,457,000円
組合員山本一郎氏御令室の訃報通信、生花・弔電
『産経新聞』に明美ちゃん基金への寄付の件が掲載
される
『刀剣界』第３号編集委員会を開催。出席者、深海
理事長・川島副理事長・清水専務理事・伊波常務
理事・服部理事・嶋田理事・綱取理事・持田監事・
生野正氏・宮澤琢氏・藤岡弘之氏・土子民夫氏
山田均理事の訃報通信、生花・弔電
山田均理事の通夜
山田均理事の葬儀
東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加66名。
出来高41,572,000円。
東京美術倶楽部にて理事会を開催。出席者、深海
理事長・猿田副理事長・土肥副理事長・川島副理
事長・清水専務理事・齋藤理事・朝倉理事・飯田
理事・城所理事・嶋田理事・新堀理事・髙橋理事・
玉井理事・綱取理事・服部理事・冥賀理事
東京美術倶楽部にて『刀剣界』第４号編集委員会
を開催。出席者、深海理事長・川島副理事長・清
水専務理事・嶋田理事・冥賀理事・服部理事・飯
田理事・齋藤理事・朝倉理事・玉井理事・持田監事・
飯田慶雄氏・生野氏・藤岡氏・松本義行氏・宮澤氏・
大平将広氏・土子氏
深海理事長・清水専務理事・伊波常務理事・齋藤
常務理事が財団法人日本美術刀剣保存協会を訪問、
協会から審査料金の改定案が提示され、協議を行っ
た
東京美術倶楽部にて組合交換会を開催。参加65名、
出来高27,865,500円
東京美術倶楽部にて税務講習会を開催。ＡＧＳ税
理士法人より講師４名派遣
『刀剣界』第４号・第５号編集委員会を開催。出席者、
深海理事長・清水専務理事・伊波常務理事・朝倉
理事・齋藤理事・綱取理事・服部理事・冥賀理事・
飯田慶雄氏・大平氏・生野氏・宮澤氏・土子氏
町村信孝衆議院議員の勉強会に深海理事長が出席

　

諸
先
輩
の
努
力
に
よ
り
、
組
合
設

立
間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
商
工
中
金
と

の
取
引
が
始
ま
り
、
当
座
勘
定
口
座

の
開
設
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
交
換
会
の
出
来
高
に
応
じ
て
相

当
額
を
借
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

あ
ら
か
じ
め
多
額
の
現
金
の
用
意
が

な
く
と
も
、
組
合
員
へ
の
小
切
手
支

払
い
に
支
障
を
来
す
こ
と
な
く
今
日

に
至
り
ま
し
た
。

　

組
合
組
織
は
公
的
な
も
の
で
す
か

ら
、
扱
う
現
金
は
極
力
最
小
限
に
と

ど
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
金

融
オ
ン　
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
発
達

が
そ
れ
を�

可
能
に
し
て
い
ま
す
。

　

年
商
数
百
億
円
の
企
業
で
も
、
金

　

当
組
合
交
換
会
も
一
〇
〇
％
キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
を
目
指
し
て
は
い
る
の

で
す
が
、
他
の
刀
剣
交
換
会
と
の
兼

ね
合
い
も
あ
り
、
い
ま
だ
実
現
し
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
近
年
は
振
込
詐
欺

事
件
の
多
発
に
よ
り
、
銀
行
で
の
高

額
送
金
が
難
し
く
な
っ
て
お
り
、
や

む
を
得
ず
交
換
会
会
場
へ
多
額
の
現

金
を
持
参
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

現
金
は
数
え
ミ
ス
や
運
搬
に
伴
う

紛
失
、
盗
難
と
リ
ス
ク
は
多
い
が
、

す
べ
て
の
刀
剣
交
換
会
で
支
払
い
に

充
て
ら
れ
る
と
い
う
現
実
も
あ
り
ま

す
。
銀
行
渡
り
小
切
手
で
す
と
安
全

確
実
な
の
で
す
が
、
地
方
の
場
合
、

現
金
化
ま
で
六
日
間
か
か
る
こ
と

や
、
他
の
交
換
会
へ
持
ち
込
め
な
い

こ
と
も
ネ
ッ
ク
で
す
。

　

今
後
、
希
望
が
あ
れ
ば
、
地
方
の

組
合
員
へ
の
支
払
い
は
振
込
な
ど
も

考
え
ら
れ
ま
す
。�

（
服
部
暁
治
）

庫
に
は
二
、三
万
円
の
現
金
し
か
置

い
て
い
な
い
と
聞
き
ま
す
。
東
京
美

術
倶
楽
部
で
開
催
す
る
骨
董
・
道
具

類
の
大
手
の
交
換
会
で
は
さ
ぞ
現
金

が
乱
舞
し
て
い
る
か
と
思
い
き
や
、

さ
に
あ
ら
ず
、
銀
行
振
込
と
小
切
手

支
払
い
と
い
う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で

完
結
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
現
金
は

受
付
拒
否
と
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
刀
剣
交
換
会
は
と
い

う
と
、
帳
場
に
現
金
山
積
み
と
い
う

古
典
的
な
世
界
が
見
え
ま
す
。
聞
く

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
美
術
倶
楽
部
の

数
あ
る
交
換
会
の
中
で
、
一
日
中
必

死
に
現
金
を
数
え
て
い
る
の
は
刀
剣

の
交
換
会
だ
け
の
よ
う
で
す
。

■
全
刀
商
の
活
動
紹
介
〈
経
済
委
員
会
〉

　
組
合
交
換
会
決
済
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
と
お
願
い

■
本
紙
購
読
に
つ
い
て

　
『
刀
剣
界
』
は
隔
月
で
発
行
し
て
い
ま
す
。
購
読
料
は
無
料
で

す
。
組
合
員
・
賛
助
会
員
以
外
の
方
で
継
続
購
読
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、組
合
ま
で
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、お
手
数

で
す
が
、年
間
送
料
実
費
と
し
て
四
八
〇
円
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。

■
情
報
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

本
紙
は
組
合
の
機
関
紙
で
あ
る
と
と
も
に
、
紙
名
の
ご
と
く

刀
剣
界
を
網
羅
し
、
斯
界
に
役
立
つ
情
報
紙
で
あ
る
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
広
く
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト
、
催
事
情
報

を
は
じ
め
、
ご
覧
に
な
っ
た
新
聞
や
雑
誌
記
事
、
Ｔ
Ｖ
番
組
の

感
想
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
何
で
も
結
構
で
す
。

　

た
だ
し
、
紙
面
の
関
係
で
編
集
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

■
広
告
募
集
中
で
す

　

広
告
も
読
者
に
と
っ
て
は
有
益
な
情
報
の
一
つ
で
す
。
本
紙

で
は
記
事
と
と
も
に
順
次
、
広
告
欄
の
充
実
も
期
し
て
ま
い
り

ま
す
。
料
金
は
、
２
段
５
分
の
１
（
縦
96
㎜
×
横
48
㎜
）、
年

間
六
回
で
六
万
円
で
す
。
た
だ
し
、
編
集
委
員
会
の
審
査
に
よ

り
ご
要
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
節
は
組
合
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
（
全
刀
商
）

〒
１
６
９
―

０
０
７
２�

東
京
都
新
宿
区
大
久
保
二
―

一
八
―

一
〇　

新
宿
ス
カ
イ
プ
ラ
ザ
一
三
〇
二

Ｔ
Ｅ
Ｌ�

０
３
（
３
２
０
５
）
０
６
０
１　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ�

０
３
（
３
２
０
５
）
０
０
８
９
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登
録
審
査

　

発
見
届
け
が
済
む
と
、
次
は
登
録

審
査
で
す
。

　

発
見
届
け
ま
で
は
警
察
の
管
轄
で

す
が
、
登
録
審
査
に
関
す
る
こ
と
は

文
化
庁
の
所
管
と
な
り
、
登
録
証
の

交
付
は
各
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

で
行
わ
れ
ま
す
。

　

警
察
署
で
発
見
届
け
の
手
続
き
が

済
む
と
、
後
日
、
各
都
道
府
県
の
教

育
委
員
会
よ
り
登
録
審
査
の
会
場
と

日
時
に
つ
い
て
連
絡
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
指
示
に
従
い
登
録
審
査
を
受
け

ま
す
が
、
当
日
は
登
録
審
査
を
受
け

る
刀
、
発
見
届
出
済
証
、
印
鑑
、
そ

し
て
登
録
料
を
持
参
し
ま
す
。
登
録

審
査
は
本
人
以
外
の
第
三
者
に
依
頼

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
こ
の
場

合
は
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
文
化
庁
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
登
録
審
査
員
に
よ
り
、
発
見
届

を
受
け
た
刀
が
美
術
的
も
し
く
は
骨

董
的
価
値
が
あ
る
か
否
か
を
審
査
さ

れ
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
刀
は
登
録
証

交
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
一
部

登
録
証
の
発
行
さ
れ
な
い
刀
も
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
戦
前
・
戦
中
に
製

作
さ
れ
た
半
鍛
錬
の
軍
刀
（
中な

か

心ご

に

桜
や
錨い

か
り

の
刻
印
が
あ
る
）
や
、
サ
ー

ベ
ル
な
ど
の
外
国
製
の
刀
剣
類
は
対

象
外
と
な
り
、
登
録
証
は
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
戦
前
の
製
作
で
も
和
鉄

を
鍛
錬
し
た
美
術
刀
剣
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
中
に
は
美
術
的

ま
た
は
骨
董
的
価
値
の
あ
る
刀
を
あ

え
て
軍
刀
と
し
て
仕
立
て
直
し
た
も

の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
軍
装
入
り
の

刀
が
必
ず
し
も
登
録
に
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

仮
に
登
録
証
が
発
行
さ
れ
な
い
場

合
で
も
、
刀
が
す
ぐ
そ
の
場
で
没
収

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
無
鍛
錬

の
軍
刀
で
も
親
族
の
遺
品
で
あ
っ
た

場
合
な
ど
に
は
特
例
の
処
置
も
あ
る

よ
う
で
す
の
で
、
教
育
委
員
会
に
問

い
合
わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
ほ
か
、
長
年
土
中
に
埋
も
れ

て
い
た
た
め
損
傷
が
著
し
く
、
資
料

的
な
価
値
が
あ
っ
て
も
刀
剣
と
し
て

の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
も
の
、

青
銅
で
製
作
さ
れ
た
刀
剣
類
は
登
録

の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

出
土
品
の
中
に
は
鋼
を
使
用
し
、
本

来
の
鍛
錬
方
法
に
よ
り
製
作
さ
れ
た

も
の
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
登
録
証

交
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
古
式
銃
砲
に
も
登
録
証
が

発
行
さ
れ
ま
す
が
、
お
お
む
ね
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）
以
前
に
製
作
さ

れ
た
も
の
と
い
う
の
が
登
録
鑑
定
の

基
準
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

�

（
朝
倉
忠
史
）

刀と法律
第3回

　

二
月
に
入
り
、
日
本
海
側
で
は
記

録
的
な
豪
雪
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
東
京
も
雪
こ
そ
降
ら
な
い

も
の
の
、
例
年
に
な
く
厳
し
い
寒
さ

を
実
感
し
ま
す
。

　

今
回
は
そ
ん
な
季
節
の
中
、
ほ
っ

こ
り
す
る
よ
う
な
温
か
い
お
店
に
お

邪
魔
し
ま
し
た
。
美
術
刀
剣
勝
武
堂

さ
ん
で
す
。

　

店
主
は
大
平
岳
子
さ
ん
。
お
店
は

地
下
鉄
丸
ノ
内
線
新
中
野
駅
を
出
て

す
ぐ
の
青
梅
街
道
沿
い
に
あ
り
ま

す
。
ご
主
人
が
若
く
し
て
他
界
さ
れ

た
と
き
に
は
、
大
正
か
ら
続
い
た
こ

の
お
店
を
閉
店
す
る
こ
と
も
考
え
た

そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ご
子
息
の
将

広
さ
ん
が
将
来
引
き
継
ぐ
と
強
い
意

思
を
伝
え
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
母
子

二
人
三
脚
の
刀
剣
店
経
営
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　

お
店
に
足
を
一
歩
踏
み
入
れ
る
と
、

重
要
刀
剣
か
ら
居
合
刀
、
ま
た
さ
ま

ざ
ま
な
刀
装
具
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

す
。
そ
こ
は
、
紛
れ
も
な
く
品
格
漂

う
老
舗
刀
剣
店
で
す
。
そ
し
て
、
見

る
か
ら
に
優
し
そ
う
な
女お

か
み将

さ
ん
が

奥
か
ら
現
れ
る
と
、
重
厚
な
雰
囲
気

が
一
瞬
で
温
和
な
空
間
に
変
わ
り
ま

し
た
。
こ
の
た
た
ず
ま
い
と
雰
囲
気

こ
そ
、
愛
好
家
か
ら
初
心
者
に
至
る

ま
で
の
多
彩
な
お
客
さ
ん
を
惹
き
つ

け
る
秘
訣
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

将
広
さ
ん
は
現
在
、
主
に
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
通
信
販
売
を
担
当

し
て
い
ま
す
。
将
広
さ
ん
は
こ
の
お

店
に
携
わ
る
と
決
め
た
と
き
か
ら
、

新
規
の
お
客
さ
ん
を
ど
う
開
拓
す
る

か
を
考
え
続
け
ま
し
た
。
最
も
効
果

が
あ
る
の
で
は
と
思
っ
た
の
は
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
自

力
で
工
夫
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立

ち
上
げ
、軌
道
に
乗
せ
て
き
ま
し
た
。

　

店
頭
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
二
つ

の
入
り
口
が
う
ま
く
融
合
し
て
代
々

受
け
継
ぐ
お
店
を
盛
り
上
げ
て
い
る

の
で
す
。

　

お
二
人
に
互
い
の
印
象
を
質
問
し

て
み
ま
し
た
。す
る
と
将
広
さ
ん
は
、

お
母
さ
ま
の
「
お
客
さ
ま
と
の
距
離

感
」
が
絶
妙
で
あ
る
こ
と
を
尊
敬
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て

お
母
さ
ま
は
や
は
り
、
将
広
さ
ん
の

パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
技
術
力
、
ま
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
知
識
を
非

常
に
頼
り
に
し
、
高
く
評
価
し
て
お

ら
れ
ま
し
た
。

　

母
子
と
は
い
え
、
互
い
に
尊
重
し

補
い
合
う
こ
と
が
、
こ
の
温
か
く
品

格
あ
る
お
店
の
基
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
た
リ
レ
ー
訪
問
で
し

た
。

　

お
店
＝
〒
１
６
４
―

０
０
１
２　
東

京
都
中
野
区
本
町
四
―

四
五
―

一
〇

☎
〇
三
―

三
三
八
一
―

三
〇
七
一

http://www.shoubudou.co.jp
�

（
宮
澤�

琢
）

母
子
の
信
頼
で
受
け
継
ぐ
老
舗
刀
剣
店

勝武堂の店頭にて大平さん母子

第
４
回

〈
研
師
〉
池
田
長
正
さ
ん

　

池
田
長
正
さ
ん
は
、
昭
和
二
十
八

年
生
ま
れ
の
五
十
八
歳
。
昭
和

四
十
七
年
に
私
立
桐
蔭
学
園
高
等
学

校
を
卒
業
後
、
父
で
あ
る
刀
剣
鑑
定

家
池
田
末
松
先
生
の
元
で
研
磨
の
修

業
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
池
田
さ
ん
は
本
業
の
研
磨

の
か
た
わ
ら
、
財
団
法
人
日
本
刀
文

化
振
興
協
会
の
評
議
員
を
務
め
、
同

協
会
の
公
開
鑑
賞
会
の
運
営
な
ど
に

尽
力
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
平

成
十
七
年
に
は
動
画
を
応
用
し
た
刀

剣
の
撮
影
法
で
特
許
を
取
得
さ
れ
る

な
ど
、
研
師
の
域
に
と
ど
ま
ら
な
い

多
才
な
方
で
す
。

　

平
成
七
年
か
ら
同
十
四
年
ま
で
は

日
本
刀
装
具
美
術
館
に
お
い
て
日
本

刀
・
刀
装
具
初
心
者
入
門
講
座
の
講

師
を
務
め
ら
れ
、
同
美
術
館
の
閉
館

後
も
講
座
を
会
長
兼
講
師
と
し
て
継

続
し
、
愛
刀
家
の
育
成
お
よ
び
刀
剣

界
の
裾
野
の
拡
大
・
発
展
に
努
め
て

お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
真
摯
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
精
神
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　

研
磨
の
代
金
は
一
寸
七
千
円
か
ら

で
す
の
で
、
通
常
二
尺
三
寸
の
刀
で

し
た
ら
十
五
、六
万
円
ぐ
ら
い
に
な

り
ま
す
。
常
々
、
刀
身
を
極
力
減
ら

さ
ぬ
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
研

磨
に
臨
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

連
絡
先
＝
〒
２
４
３
―

０
４
０
６

神
奈
川
県
海
老
名
市
国
分
北
二
―

一
二
―

一
四　

☎
〇
四
六
―

二
三
一
―

二
五
三
五

〈
刀
匠
〉
小
栗
基
重
さ
ん

　

小
栗
基
重
（
本
名
辰
巳
）
さ
ん
は
、

昭
和
二
十
八
年
生
ま
れ
の
五
十
八

歳
。
川
崎
製
鉄
を
退
社
後
の
昭
和

五
十
三
年
、
喜
多
貞
弘
師
（
月
山
貞

勝
門
）
の
内
弟
子
と
し
て
修
業
し
、

同
五
十
八
年
七
月
に
美
術
刀
剣
類
の

製
作
認
可
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
年
八
月
か
ら
は
刀
身
彫

師
柳
村
仙
寿
師
の
内
弟
子
と
な
っ
て

刀
身
彫
刻
を
学
び
、
六
十
一
年
三
月

に
独
立
、
以
後
新
作
刀
展
な
ど
に
出

品
し
つ
つ
、
現
在
に
至
る
ま
で
研
鑽

を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
小
栗
さ
ん
は
作
刀
・
刀
身

彫
刻
の
ほ
か
に
、
拵
に
使
用
す
る
鉄

製
の
金
具
も
製
作
し
て
い
ま
す
。
鎺

や
鐔
、
縁
頭
、
小
柄
、
笄
な
ど
、
主

に
肥
後
拵
の
金
具
を
目
標
と
し
て
い

る
そ
う
で
す
。
実
に
多
芸
で
す
。

　

な
お
、
製
作
代
金
に
つ
い
て
は
、

刀
が
百
万
円
ぐ
ら
い
、
短
刀
が
五
十

万
円
ぐ
ら
い
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
小
栗
さ
ん
か
ら
一
言
「
国

内
の
経
済
も
非
常
に
厳
し
い
折
、
現

在
の
刀
剣
界
は
日
刀
保
と
刀
文
協
の

二
つ
に
分
か
れ
、
コ
ン
ク
ー
ル
も
両

方
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
将
来
は

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
刀
剣
界

全
体
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

　

連
絡
先
＝
〒
４
３
７
―

０
２
０
４�

静
岡
県
周
智
郡
森
町
問
詰
九
二
七　

☎
〇
五
三
八
―

八
五
―

一
二
二
七

�

（
川
島
貴
敏
）

刀
職
紹
介

刀
剣
商
リ
レ
ー
訪
問
❹

	

大
平
　

岳
子
さ
ん

	

　
将
広
さ
ん

宮城県美術刀剣保存協会からのお知らせ
被災刀剣類レスキュー事業について

　この度の東日本大震災で被災された皆さまには、謹んでお
見舞いを申し上げます。
　津波被害で水損した刀や、家屋の倒壊などにより瓦礫の中
から発見された錆身などはございませんでしたか。これらは、
私たちの先祖が大切に守り伝えたものであり、貴重な文化遺
産です。できるだけ廃棄せずに知恵を絞って末永く保存し、
未来に引き継いでいきたいものです。
　つきましては、その対処方法や手入れ方法、発見届などの
手続きに関して何でも相談いただけるよう、被災刀剣類レス
キュー窓口を開設しました。被災刀剣類の処置についてお困
りのことがございましたら、何でもお気軽に相談ください。
相談は無料です。
　なお、相談会では希望者に、鐔・刀身など鉄製品の錆の進
行を防止する防錆フィルムチューブを無償配布いたします。

〈相談例〉
・刀剣類が物置や土蔵から発見されたが、どんな価値がある
のか、どういう手続きが必要なのかわからない。
・刀剣類を避難所や仮設住宅に保管するスペースがなくて
困っている。
・刀剣類が津波に遭い、錆やカビの進行が心配である。
・刀剣の登録証があったのに地震や津波で紛失してしまった。
・刀剣類の修理ができる職人を紹介してほしい。

〈相談窓口〉
〒985-0074　塩釜市一森山１番１号塩釜神社博物館内　宮城
県美術刀剣保存協会（会長･法華三郎信房／事務局･鈴木俊一
☎090︲1068︲7105）
E-mail：okatana-pref.miyagi@piano.ocn.ne.jp
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国
内
最
大
級
と
言
わ
れ
る
十
五
郎

穴
横
穴
墓
群
（
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か

市
中
根
）
か
ら
、
奈
良
・
正
倉
院
の

宝
物
と
類
似
し
た
形
状
の
帯お

び

執と
り

金
具

が
付
い
た
刀と

う

子す

が
出
土
し
た
。

　

出
土
し
た
玄
室
は
盗
掘
を
受
け
て

お
ら
ず
、
山
形
金
・
口
金
具
・
尻
金

具
の
装
具
と
一
体
で
見
つ
か
っ
た
。

全
長
約
二
五
セ
ン
チ
。
八
世
紀
中
ご

ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
埋
葬
さ
れ
た
の
は
当
時
の

中
央
政
権
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
、

地
位
の
高
い
人
物
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

刀
子
は
も
と
も
と
文
具
で
あ
っ
た

が
、
後
に
帯
に
下
げ
て
貴
人
な
ど
の

　

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
（
岡
山
県

瀬
戸
内
市
長
船
町
）
で
七
月
十
四
日

～
九
月
十
七
日
、
人
気
ア
ニ
メ
「
新

世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
と
日
本

刀
を
融
合
さ
せ
た
特
別
展
「
新
日
本

刀
版
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」
を
開
催

す
る
。
刀
匠
・
職
方
が
、
ア
ニ
メ
に

登
場
す
る
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
槍
や
作
品

の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
刀
剣
を
作

り
、
展
示
の
目
玉
に
す
る
と
い
う
。

　

同
館
で
は
昨
夏
、
人
気
ゲ
ー
ム
の

｢

戦
国
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
」
の
登
場
人

物
に
ち
な
ん
だ
武
器
や
武
具
を
展
示

身
分
を
象
徴
す
る
装
身
具
と
し
て
も

用
い
ら
れ
た
。

　

玄
室
に
は
こ
の
ほ
か
、
九
世
紀
前

半
の
須
恵
器
と
、
全
長
約
五
五
セ
ン

チ
の
大
刀
一
点
や
刀
子
四
点
、
頭
骨

六
体
分
、
火
葬
さ
れ
た
人
骨
二
体
分

が
あ
り
、
入
り
口
付
近
の
前
庭
部
か

ら
は
須
恵
器
な
ど
五
十
七
点
も
出
土

し
た
。

　

十
五
郎
穴
横
穴
墓
群
は
三
〇
〇
～

四
〇
〇
基
か
ら
成
り
、
七
世
紀
前
期

か
ら
九
世
紀
中
ご
ろ
に
わ
た
る
と
さ

れ
る
。
ひ
た
ち
な
か
市
教
育
委
員
会

が
全
容
解
明
の
た
め
、
平
成
十
九
年

か
ら
調
査
し
て
い
る
。

す
る
企
画
展
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
若

い
世
代
を
中
心
に
約
二
万
人
の
入
場

者
を
記
録
し
た
。

　

今
回
は
、
作
品
で
重
要
な
役
割
を

果
た
す
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
槍
を
約
三
メ

ー
ト
ル
で
再
現
す
る
ほ
か
、
関
連
作

品
に
登
場
す
る
刀
な
ど
も
製
作
し
、

作
品
の
歩
み
を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
な

ど
と
合
わ
せ
、
約
五
十
点
を
展
示
。

　

関
係
者
は
「
若
者
に
絶
大
な
人
気

の
ア
ニ
メ
を
通
じ
、
日
本
刀
の
文
化

や
日
本
の
物
作
り
へ
の
理
解
を
深
め

て
も
ら
い
た
い
」と
期
待
し
て
い
る
。

ブック・レビュー　BOOK REVIEW
　
「
首
斬
り
浅
右
衛
門
」の
異
名

を
持
つ
山
田
浅
右
衛
門
一
族
。

江
戸
の
元
禄
か
ら
明
治
十
四
年

の
廃
刑
ま
で
、
死
罪
に
お
け
る

斬
首
の
刑
執
行
を
七
代
二
五
〇

年
に
も
わ
た
っ
て
続
け
た
。

　

斬
首
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
が
ち
だ
が
、
一
族
の
正
式
家

業
は
「
徳
川
家
御
佩
刀
御
試
御

用
」
と
い
う
試
刀
家
で
あ
る
。

そ
の
役
職
に
就
い
て
い
た
た
め

に
、
押
形
集
や
資
料
な
ど
刀
剣

界
に
お
け
る
多
大
な
功
績
を
遺

す
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
小
説
は
、
七
代
目
山
田

浅
右
衛
門
吉
利
と
吉
豊
・
在
吉
・

吉
亮
・
真
吉
の
息
子
た
ち
、
後

妻
の
素
伝
一
家
の
苦
悩
と
崩
壊

を
描
い
て
い
る
。
読
者
は
長
男

吉
豊
の
後
を
継
ぐ
こ
と
と
な
る

三
男
吉
亮
を
通
し
て
、
移
り
ゆ

く
時
代
の
中
、
真
摯
に
家
職
に

向
き
合
う
姿
や
刑
執
行
の
す
さ

ま
じ
さ
な
ど
知
る
こ
と
と
な
る
。

　

吉
亮
が
初
め
て
罪
人
の
首
を

落
と
し
た
の
は
慶
応
元
年
、
彼

が
ま
だ
十
二
歳
の
と
き
だ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
十
七
年
後
の
最

後
の
刑
執
行
ま
で
が
小
説
で
描

か
れ
て
い
る
期
間
だ
が
、
わ
ず

か
十
二
歳
の
子
供
が
罪
人
の
首

を
刎は

ね
る
な
ど
、
当
時
の
世
相

の
厳
し
さ
に
は
驚
愕
す
る
。

　

一
つ
の
読
み
ど
こ
ろ
で
も
あ

る
斬
首
の
場
面
で
は
、
有
名
な

政
治
犯
の
処
刑
の
ほ
か
、
夜
嵐

お
絹
や
高
橋
お
伝
な
ど
、
当
時

の
新
聞
・
錦
絵
を
賑
わ
せ
た
事
件
も

取
り
上
げ
、
罪
人
の
逸
話
も
描
か
れ

て
い
る
。
何
よ
り
臨
場
感
あ
ふ
れ
る

描
写
は
圧
巻
で
、
息
継
ぐ
間
も
な
く

展
開
さ
れ
て
い
く
。

　

物
語
の
合
間
に
は
作
者
が
参
照
し

た
豊
富
な
資
料
や
、
庶
民
の
間
に
広

ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
首
斬
り
浅
右
衛

門
の
風
評
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
お

り
、
当
時
の
世
相
や
歴
史
に
触
れ
る

こ
と
も
で
き
る
。

　

綱つ
な
ぶ
ち
け
ん
じ
ょ
う

淵
謙
錠
氏
は
、
こ
の
作
品
で
第

六
十
七
回
直
木
賞
を
受
賞
し
て
い

る
。
後
書
き
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が

残
さ
れ
て
い
る
。

�

「
血
を
見
る
こ
と
を
好
む
だ
け
の
人

に
読
ん
で
も
ら
い
た
く
な
い
。
な
に

か
に
じ
っ
と
必
死
に
耐
え
て
い
る

人
々
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
も
の

で
あ
る
。」

　

確
か
に
、
思
わ
ず
目
を
背
け
た
く

な
る
よ
う
な
生
々
し
い
描
写
は
あ
る

が
、
時
代
が
変
わ
ろ
う
と
も
社
会
的

な
屈
辱
に
耐
え
な
が
ら
世
襲
と
し
て

プ
ラ
イ

ド
を
持

ち
、
職

を
守
り

抜
く
姿

に
感
動

す
る
。

そ
れ
に

し
て
も
、

崩
壊
に

向
か
っ

て
一
家
に
振
り
か
か
る
悲
劇
は
あ
ま

り
に
も
切
な
い
。

　

浅
右
衛
門
に
関
す
る
多
く
の
書
物

が
あ
る
中
、
山
田
家
内
部
の
視
点
か

ら
描
か
れ
た
物
語
は
新
鮮
で
あ
る
。

刀
剣
人
な
ら
ず
と
も
大
い
に
興
味
を

そ
そ
ら
れ
る
作
品
だ
と
思
う
。

�

（
齋
藤
　
恒
）

　

こ
の
業
界
に
「
刀
剣
学
」
と
い
う

言
葉
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

久
し
い
が
、
そ
の
中
身
は
は
な
は
だ

心
も
と
な
い
。

　

例
え
ば
、
比
較
的
新
し
い
分
野
で

あ
る
「
情
報
学
」
で
は
、
情
報
の
あ

ら
ゆ
る
学
問
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、『
情
報
学
と
は
何
か
』

で
は
「
情
報
の
獲
得
・
表
現
・
蓄
積
・

流
通
・
検
索
な
ど
、
情
報
が
発
生
し
、

収
集
・
処
理
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
す

べ
て
の
過
程
に
お
け
る
学
問
」
と
定

義
さ
れ
る
。
そ
の
伝
で
い
く
と
、
刀

剣
学
も
本
来
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域

を
カ
バ
ー
し
、
刀
剣
が
か
か
わ

っ
て
き
た
す
べ
て
の
過
程
を
対

象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
が
、
現
状
は
ほ
ど
遠

い
。

　

ま
た
、
少
な
く
と
も
国
内
に

お
け
る
流
通
と
生
産
の
原
初
か

ら
現
在
ま
で
が
研
究
領
域
か
と

思
い
き
や
、
ご
承
知
の
通
り
、

鎬
造
り
で
反
り
の
現
れ
た
時
代

以
降
し
か
眼
中
に
な
い
。

　

こ
の
ほ
ど
、
あ
ら
た
め
て
啓

発
さ
れ
る
書
を
得
た
。
著
者
は

栃
木
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

に
所
属
し
、
幅
広
い
テ
ー
マ
に
取
り

組
む
考
古
学
徒
で
あ
る
。
大
学
の
先

輩
で
あ
る
近
藤
好
和
さ
ん
か
ら
「
刀

剣
を
考
古
学
か
ら
調
べ
る
よ
う
に
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
こ
と
が
、

研
究
の
大
き
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た

と
い
う
。
近
藤
さ
ん
は
有
職
と
文
献

史
か
ら
武
器
・
武
具
の
実
像
を
明
ら

か
に
し
た
、
斯
界
で
も
知
ら
れ
る
研

究
者
で
あ
る
。

　

津
野
さ
ん
に
は
こ
れ
ま
で
も
唐
様

大
刀
や
毛
抜
形
太
刀
、
日
本
刀
の
成

立
過
程
な
ど
の
研
究
が
あ
り
、
注
目

し
て
き
た
が
、
本
書
で
は
甲
冑
や
鏃や

じ
り

な
ど
を
加
え
、
古
代
に
お
け
る
そ
れ

ら
の
生
産
と
所
有
に
つ
い
て
軍
事
の

視
点
か
ら
初
め
て
体
系
化
し
た
。

　

そ
の
基
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
何

と
言
っ
て
も
モ
ノ
の
実
見
で
あ
る
。

寺
社
な
ど
が
所
有
す
る
伝
世
品
を
は

じ
め
、
全
国
の
出
土
品
を
訪
ね
、
可

能
な
限
り
実
測
し
作
図
し
て
き
た
。

こ
の
大
著
は
、
そ
の
努
力
の
た
ま
も

の
で
も
あ
る
。

　

古
代
の
武
器
・
武
具
の
分
野
で
は

新
井
白
石
の
『
本
朝
軍
器
考
』
を
嚆

矢
と
し
、
後
藤
守
一
・
山
上
八
郎
・

鈴
木
敬
三
・
末
永
雅
雄
ら
の
泰
斗
が

成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
。
刀
剣
界
で

は
石
井
昌
国
氏
が
著
名
で
あ
る
。
本

書
は
こ
れ
ら
を
受
け
止
め
、
刀
剣
史

を
は
る
か
な
高
み
へ
と
押
し
上
げ
る

土
台
を
構
築
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

今
、
あ
え
て
刀
剣
学
の
方
向
性
を

定
め
る
と
す
れ
ば
、
津
野
・
近
藤
両

氏
ら
、
人
文
・
社
会
・
自
然
各
科
学

の
専
門
家
の
支
援
を
得
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
主
導
す
る
の
が
、
鑑

識
に
関
す
る
豊
富
な
実
績
を
持
つ
刀

剣
人
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

　

な
お
、
同
じ
く
日
本
刀
の
発
生
以

前
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
書
に
菊
地

芳
朗
『
古
墳
時
代
史
の
展
開
と
東
北

社
会
』
と
豊
島
直
博
『
鉄
製
武
器
の

流
通
と
初
期
国
家
形
成
』
が
あ
る
。

�

（
土
子
民
夫
）

罪
人
の
首
を
斬
り
続
け
た
一
族
の
苦
悩
と
末
路

『
斬
』�

綱
淵
謙
錠 

著
　
本
体
七
五
二
円
　
文
春
文
庫

古
代
刀
剣
の
変
遷
を
考
古
学
か
ら
体
系
化

『
日
本
古
代
の
武
器･

武
具
と
軍
事
』

津
野
仁 

著
　
本
体
一
万
三
〇
〇
〇
円
　
吉
川
弘
文
館

備
前
長
船
刀
剣
博
物
館
で
今
度
は
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
展

日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
が
公
益
財
団
法
人
に

正
倉
院
宝
物
と
類
似
の
刀
子
が
出
土

☆前号の「ブック・レビュー」執筆者は、正しくは長津祐介氏でした。訂正しておわびします。

　

三
月
二
日
、
公
益
認
定
等
委
員
会

は
野
田
総
理
に
対
し
、
二
月
二
十
三

日
付
で
諮
問
の
あ
っ
た
財
団
法
人
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
ほ
か
に
つ
い

て
、｢

法
律
に
規
定
す
る
認
定
の
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
と
の
答
申
を
提
出
し
た
。

　

認
定
さ
れ
れ
ば
、
刀
剣
業
界
で
は

先
の
公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振

興
協
会
に
次
い
で
二
つ
目
の
公
益
法

人
と
な
る
。

　

な
お
同
協
会
の
公
益
目
的
事
業
は

伝
統
文
化
保
存
普
及
事
業
、
収
益
事

業
は
「
該
当
な
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
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冬
ら
し
い
寒
さ
が
身
に
し
み
る
、
そ
ん

な
印
象
の
強
い
年
の
始
ま
り
で
し
た
。

　

恒
例
と
な
り
ま
し
た
靖
國
神
社
遊
就
館

に
お
け
る
現
代
刀
展
示
お
よ
び
刀
職
実
演

は
、
全
国
に
先
駆
け
て
行
わ
れ
る
新
年
最

初
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

こ
れ
は
靖
國
神
社
様
の
ご
厚
意
と
、
日

本
刀
の
啓
蒙
の
た
め
の
奉
仕
に
賛
同
し
て

く
だ
さ
る
職
方
た
ち
に
よ
り
実
現
し
て
い

ま
す
。
一
月
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
二

週
間
、
全
日
本
刀
匠
会
関
東
地
方
支
部
在

籍
刀
匠
の
現
代
刀
十
九
振
と
外
装
二
振
、

靖
國
神
社
所
蔵
の
甲
冑
や
兜
、
鏃や

じ
り

な
ど
を

展
示
し
、
戦
国
時
代
に
思
い
を
馳
せ
る
趣

向
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
正
月
二
日
に
、
研
師
の
藤
代
興
里

氏
・
藤
代
龍
哉
氏
、
鞘
師
の
水
野
美
行
氏
、

刀
身
彫
師
の
橋
本
琇
巴
氏
に
よ
る
、
刀
剣

研
磨
・
白
鞘
・
刀
身
彫
刻
の
実
演
を
行
い

ま
し
た
。
し
っ
か
り
と
し
た
仕
事
と
解
説

の
間
に
息
の
合
っ
た
漫
才
の
よ
う
な
雑
談

　

｢

平
清
盛
」
展
は
江
戸
東
京
博
物
館
に

て
一
月
二
日
か
ら
二
月
五
日
ま
で
開
催
さ

れ
た
。

　

一
月
の
東
京
に
大
雪
の
降
っ
た
翌
日
、

小
生
も
行
っ
て
き
た
。
平
安
後
期
、
政
権

を
貴
族
階
級
か
ら
武
家
へ
と
橋
渡
し
を
し

た
と
い
う
く
ら
い
の
知
識
し
か
な
く
、
自

分
に
と
っ
て
何
か
新
し
い
発
見
が
で
き
る

か
と
期
待
し
て
馳
せ
参
じ
た
次
第
な
の
だ

が
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
文
献
や
、
ほ
と
ん

ど
が
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
屛
風
絵
を
鑑

賞
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
清
盛
の
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
。

　

保
元
・
平
治
の
乱
や
、
二
条
天
皇
親
政

派
と
後
白
河
上
皇
の
対
立
の
激
化
を
通
し

て
権
力
を
握
っ
た
、と
い
う
程
度
な
の
だ
。

　

ち
な
み
に
、
小
生
は
約
二
十
年
前
、
武

器
・
武
具
類
に
つ
い
て
は
刀
剣
青
年
会
の

旅
行
で
、
厳
島
神
社
の
宝
物
館
に
お
い
て

拝
見
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
特
別
な
計

ら
い
で
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
刀
剣
・

大
鎧
を
直
接
手
に
と
っ
て
鑑
賞
し
た
。
従

っ
て
、
今
回
の
刀
剣
・
大
鎧
の
展
示
に
は

心
を
動
か
さ
れ
な
い
し
、
平
清
盛
を
感
じ

ら
れ
な
い
し
、
や
は
り
わ
か
ら
な
い
。

　

特
別
展
「
当
世
具
足
―
大
名
と
家
臣
団

の
備
え
」
が
板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
で
三

月
二
十
五
日
ま
で
開
か
れ
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
競
売
や
共
同
販
売
事
業
で

見
る
こ
と
の
で
き
る
甲
冑
の
九
割
が
当
世

具
足
で
あ
り
、
誰
も
が
こ
れ
か
ら
も
所
有

可
能
な
も
の
に
力
を
入
れ
た
展
覧
会
か
と

言
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
着

用
者
と
伝
来
の
真
憑
性
に
こ
だ
わ
り
を
見

を
交
え
、
見
て
い
る
方
々
を
飽
き
さ
せ
な

い
実
演
ぶ
り
は
さ
す
が
で
す
。

　

例
え
ば
、
日
本
刀
に
触
れ
た
と
き
の
一

般
の
方
の
質
問
と
い
え
ば
「
切
れ
る
の
？�

切
れ
な
い
の
？
」「
な
ぜ
い
ま
だ
に
作
っ
て

い
る
の
？
」
と
い
っ
た
も
の
が
多
く
、
手

に
持
っ
て
記
念
写
真
を
撮
る
と
き
は
ヒ
ー

ロ
ー
気
分
で
ポ
ー
ズ
を
取
る
様
子
を
よ
く

目
に
し
ま
す
。
今
回
、
そ
の
よ
う
な
偏
っ

た
思
考
を
緩
や
か
に
、
か
つ
鮮
や
か
に
変

え
て
い
く
様
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

　

先
生
方
は
、
実
用
美
か
ら
発
展
し
た
日

本
刀
は
身
を
守
る
武
器
で
あ
り
な
が
ら
鑑

賞
の
対
象
で
あ
り
、
宝
物
と
し
て
扱
わ
れ
、

日
本
人
の
魂
の
拠よ

り
所
に
さ
え
な
っ
て
い

た
こ
と
、
世
界
に
誇
れ
る
美
術
工
芸
品
と

し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
写
真
を
撮
る

な
ら
ヒ
ー
ロ
ー
ポ
ー
ズ
を
取
る
よ
り
も
、

光
に
透
か
し
て
鑑
賞
し
て
い
る
様
を
撮
る

方
が
よ
り
文
化
的
で
カ
ッ
コ
イ
イ
こ
と
、

等
々
を
自
然
な
流
れ
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
様
子
は
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

文
章
で
は
説
明
し
に
く
い
の
で
、
気
に

な
る
方
は
ぜ
ひ
来
年
、
実
際
に
足
を
運
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
何
か
発
見
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

正
月
三
日
か
ら
は
刀
匠
会
関
東
地
方
支

部
の
若
手
に
よ
る
銘
切
り
実
演
と
、
甲
冑

師
の
方
々
に
よ
る
鎧
の
着
付
け
を
行
い
ま

し
た
。

　

鎧
の
着
付
け
は
一
回
三
十
分
も
か
か
る

大
変
な
作
業
。
希
望
者
に
、
本
格
的
な
着

付
け
を
通
し
て
戦
国
時
代
の
大
変
さ
や
甲

冑
の
構
造
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
、
そ
の
魅

力
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
味
わ
っ
て
も
ら
え

　

困
っ
た
な
あ
と
思
い
な
が
ら
進
ん
で
い

く
と
、
あ
り
ま
し
た
、
あ
り
ま
し
た
、
平

家
納
経
が
。

　

小
生
は
実
物
を
見
る
の
は
初
め
て
。
願

文
・
第
一
巻
の
二
巻
は
清
盛
自
身
の
書
で

す
。
じ
っ
く
り
拝
見
。
素
晴
ら
し
い
！

　

そ
し
て
、
そ
の
平
家
納
経
を
納
め
る
箱

も
素
晴
ら
し
い
。「
金
銀
荘
雲
龍
文
銅
製

経
箱
」
と
言
う
ら
し
い
が
、
側
面
に
は
鍍

せ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
よ
く
あ
る
話
。
具
足
愛
好
家
の

入
り
口
に
待
つ
最
初
の
疑
問
は
、
時
代
の

異
な
る
部
品
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
。「
俺

は
合
わ
せ
物
を
つ
か
ん
だ
の
か
？
」「
こ

れ
で
は
色
々
威お

ど
し

で
な
く
五
目
威
だ
」
と
短

気
を
起
こ
す
話
も
少
な
く
な
い
。

　

具
足
と
い
う
言
葉
は
「
と
も
に
」｢

足

り
る
」
つ
ま
り
機
能
、
着
用
に
際
し
部
品

同
士
が
接
続
規
格
を
合
わ
せ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
組
み
立
て
時
に
コ
ハ
ゼ
間
の
サ
イ

ズ
が
合
わ
な
い
も
の
は
即
、
そ
こ
が
他
所

の
具
足
か
ら
の
後
補
と
判
断
で
き
る
。
な

の
に
、
兜
鉢
だ
け
が
古
く
見
え
た
り
、
喉の

ど

輪わ

だ
け
が
古
く
見
え
た
り
し
、
こ
れ
が
定

石
か
ら
外
れ
る
と
考
え
て
し
ま
う
の
だ
。

　

今
回
の
展
示
で
目
を
引
い
た
も
の
は
、

黒
羽
藩
の
大
関
家
の
具
足
。
日
本
の
甲
冑

史
上
最
も
細
か
い
「
エ
ソ
の
歯
」
と
呼
ば

れ
る
札
で
構
成
さ
れ
る
腹
巻
は
見
紛
う
こ

と
な
き
中
世
の
遺
品
で
、兜
や
小
具
足
類
、

装
着
装
置
類
は
江
戸
期
の
も
の
だ
。

　

ま
た
ほ
か
に
も
、
小
浜
藩
高
橋
有
無
允

の
金
小
札
の
具
足
は
脇
板
上
部
が
フ
ク
ス

ケ
の
頭
部
の
よ
う
に
外
側
に
張
り
出
し
、

折
れ
筋
を
伴
い
、一
度
前
方
向
へ
折
れ
る
。

脇
の
下
に
当
た
る
部
分
は
痛
か
ろ
う
に
、

や
や
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
当
世
具
足
の
黎
明
期
の
特
徴
で

あ
り
、
類
似
し
た
も
の
に
厳
島
神
社
の
椎

実
形
兜
の
赤
絲
威
丸
胴
具
足
を
思
い
出

す
。
わ
れ
わ
れ
が
見
て
も
、
そ
れ
と
同
様

の
丸
胴
が
切
断
さ
れ
、
両
引
き
合
わ
せ
の

二
枚
胴
に
変
更
さ
れ
た
の
が
わ
か
る
。
草く

さ

摺ず
り

の
一
の
板
だ
け
を
切
付
札
と
し
、
四
段

下
が
り
を
五
段
下
が
り
に
着
用
者
に
合
わ

せ
サ
イ
ズ
変
更
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
板
を

途
中
で
割
る
、接
ぐ
な
ど
を
し
て
い
れ
ば
、

全
く
違
う
草
摺
構
成
だ
っ
た
と
は
さ
す
が

に
考
え
に
く
い
か
。

　

こ
の
具
足
に
は
た
く
さ
ん
の
修
理
記
録

が
付
属
し
、
見
学
者
の
鑑
定
を
補
い
、
正

す
。
こ
の
具
足
と
資
料
を
館
に
貸
し
出
し

た
パ
ラ
ノ
イ
ア
（
失
礼
）
の
域
に
い
る
個

人
の
「
ど
う
だ
解
る
か
？
」
と
い
う
声
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

　

一
月
二
十
五
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
文

化
面
で
、
茨
城
大
准
教
授
で
日
本
史
家
の

磯
田
道
史
氏
が
語
っ
て
い
る
。「
武
家
で

は
死
ん
だ
先
祖
の
霊
力
が
鎧
兜
に
宿
る
。

そ
の
力
が
子
孫
に
武
運
を
与
え
る
」
と
。

氏
の
こ
の
言
葉
を
咀そ

嚼し
ゃ
く

す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
愛
好
家
た
ち
は
時
代
の
異
な
る
部
分

の
混
入
と
い
う
最
初
の
疑
問
に
ま
ず
は
句

読
点
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

そ
の
磯
田
氏
が
そ
の
名
を
世
に
知
ら
し

め
た
報
告
書
『
武
士
の
家
計
簿
』
は
劇
用

の
台
本
も
得
、
昨
年
末
に
亡
く
な
っ
た
森

田
芳
光
監
督
が
メ
ガ
ホ
ン
を
取
り
映
画
と

も
な
っ
た
。
堺
雅
人
さ
ん
、
仲
間
由
紀
恵

さ
ん
と
い
っ
た
人
気
俳
優
が
演
じ
た
加
賀

藩
御
算
用
人
一
家
、
猪
山
家
の
二
枚
胴
具

足
も
「
箱
根
も
の
の
ふ
の
里
美
術
館
」
よ

り
友
情
出
張
し
、
集
客
に
一
躍
買
っ
て
い

る
。

　

猪
山
家
が
仕
え
た
前
田
家
の
も
の
は
、

前
田
育
徳
会
の
粋
な
計
ら
い
で
利
家
着
用

の
重
要
文
化
財
の
金
漆
塗
伊
予
札
白
絲
威

胴
丸
（
中
世
の
甲
冑
か
ら
当
世
具
足
へ
の

過
渡
期
の
特
徴
を
備
え
る
）
が
上
京
し
、

来
客
の
足
を
絶
や
す
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

　

こ
の
『
刀
剣
界
』
第
四
号
が
読
者
の
手

に
渡
る
こ
ろ
、
郷
土
資
料
館
は
梅
の
賑
わ

い
を
迎
え
る
。
冬
が
最
後
の
意
地
を
見
せ

る
三
月
の
雪
と
こ
の
花
が
、
東
京
の
春
の

訪
れ
を
告
げ
る
。
時
に
狐
狸
も
迷
い
出
る

板
橋
赤
塚
の
城
址
に
、
恋
人
や
ご
家
族
と

梅
、
甲
冑
を
見
に
訪
れ
る
の
は
い
か
が
だ

ろ
う
か
。�

（
綱
取
譲
一
）

る
企
画
で
す
。
男
性
と
女
性
で
は
着
付
け

に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
見
て
い
る
方
々

も
時
間
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
、
人
垣

が
途
切
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

刀
匠
会
関
東
地
方
支
部
の
面
々
は
、
い

つ
も
の
通
り
、「
楽
し
く
刀
剣
の
世
界
に

触
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
啓
蒙
活
動
と
し
て

の
第
一
歩
」
と
の
思
い
か
ら
、
銘
を
切
り

な
が
ら
も
会
話
（
と
笑
顔
）
を
絶
や
さ
ず
、

ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
震
災
の
影
響
な
の
か
家
族
連

れ
の
お
客
さ
ま
が
と
て
も
多
い
よ
う
に
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。
景
気
や
時
勢
に
左
右
さ

れ
や
す
い
刀
剣
の
世
界
。独
立
し
て
十
年
。

こ
の
時
勢
を
乗
り
切
る
こ
と
も
成
長
へ
の

一
歩
と
信
じ
て
、
平
成
二
十
四
年
も
精
進

あ
る
の
み
で
す
。

　

皆
さ
ま
、
今
年
も
現
代
刀
工
へ
の
応
援

を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
刀
剣
展
に
際

し
て
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た

靖
國
神
社
遊
就
館
展
示
課
長
の
大
山
晋
吾

様
お
よ
び
職
員
の
方
々
に
深
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。�

（
石
田
四
郎
國
壽
）

金
の
宝
珠
を
捧
げ
た
龍
八
頭
と
銀
製
の
雲

を
、
蓋
表
に
は
同
じ
く
鍍
金
の
龍
と
五
輪

塔
、
銀
製
の
雲
を
納
め
た
丸
文
と
、
四
隅

に
銀
製
の
雲
を
鋲
留
め
し
て
い
る
。
平
安

時
代
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
こ
の
一

点
を
見
る
だ
け
で
も
価
値
あ
り
と
感
じ
入

っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

ま
だ
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
、
こ

の
後
、
神
戸
・
広
島
・
京
都
で
開
催
さ
れ

る
の
で
、
ぜ
ひ
行
か
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。�

（
持
田
具
宏
）

イ
ベ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト

「
平
清
盛
」
展

金
銀
荘
雲
龍
文
銅
製
経
箱
に
感
動

当
世
具
足
―
大
名
と
家
臣
団
の
備
え

鎧
兜
に
は
先
祖
の
霊
力
が
宿
っ
て
い
る
…
か
？

靖
國
神
社
新
春
奉
納
刀
剣
展

職
方
有
志
と
刀
匠
会
関
東
支
部
が
実
演
で
奉
仕

■公益財団法人日本刀文化振興協会
〒115-0044�東京都北区赤羽南2-4-7
鷹匠ハイツ301号　☎03（5249）4440
http://www.nbsk-jp.org/

■財団法人日本美術刀剣保存協会
　〒151-0053�東京都渋谷区代々木4-25-10
　☎03（3379）1386

　公益財団法人日本刀文化振興協会
は平成24年度の公益目的事業とし
て、第３回「新作日本刀・研磨・外
装　刀職技術展覧会」を開催する。
本展は、大臣賞等をもって優れた作
品を顕彰するコンクールと併せ、そ
の成果を広く公開するものである。
　ついては、関係各位においては鋭
意ご応募いただきたい。
名称：日本刀―悠久の美を見つめて
―第３回新作日本刀・研磨・外装
　刀職技術展覧会
会場：大倉集古館
会期：６月９日㈯～７月22日㈰
部門：作刀・刀身彫刻／研磨／刀装
の３部門
授賞：特別賞（経済産業大臣賞など
数点を申請）・日本刀文化振興協
会会長賞・技術奨励作・新人賞・
功労賞・金賞・銀賞・銅賞・入選
受付：４月16日㈪～19日㈭大倉集古
館にて
※詳しくはホームページを参照のこ
と。

　新作名刀展は、作刀、彫金および刀
身彫刻等の伝統技術の保存と向上を
図るとともに、愛刀家をはじめとし
た多くの方々に現代技術の優秀さを
認識してもらうことにより、刀剣の
文化財としての関心を高めることを
目的としている。ふるってご出品く
ださい。
受付期間：４月２日㈪～４日㈬
出品方法：規定の申込書およびえ符
（本協会に用意）に記入の上、出
品物件とともに提出
各賞と賞金：
・正宗賞　賞金20万円および副賞
・特賞　　賞金10万円および副賞
・優秀賞　賞金５万円
・努力賞　賞金２万円
・新人賞　賞金５万円
表彰式：
　5月29日㈫　刀剣博物館４階講堂
展示：
・刀剣博物館　5月29日㈫～6月24
日㈰
・川越市立博物館　6月30日㈯～7月
16日（月・祝）
・致道博物館　7月中旬～8月上旬

〈館蔵名品展〉
同時開催「刀装具に見る龍の世界」

　当館が所蔵する400点を超える刀
剣の中には、国宝３点・重要文化財
７点・重要美術品15点が含まれる。
この度の展示では、日本刀草創期か
ら現代まで、各時代の優品を通して
日本刀通史を一挙公開する。
　併せて、刀装具では今年の干支に
ちなみ、主要な画題である龍の作品
を展示する。
会期：１月５日㈭～５月６日㈰

〈定例鑑賞会〉
期日：４月14日㈯・５月12日㈯
会場：刀剣博物館４階講堂

第３回
「新作日本刀・研磨・外装

刀職技術展覧会」

平成24年新作名刀展

経箱の蓋表（部分）がデザインされた図録表紙
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　古墳時代の装飾付大刀は、金・銀・
銅・漆・玉などで飾られており、後
代の刀剣とは形状や装飾など異なる
点が多く、その製作技術は古代の匠
の優れた技量を今に伝えています。
　華麗な装飾が施された大刀は初め
大陸で作られたものが輸入されまし
た。古墳時代後期になると、大和朝
廷の下で多種多様な装飾付大刀が製
作され、各地の有力者へ与えられる
ようになり、所有者の権威を高める
ために重要な役割を果たしました。
　そのころの出雲の東部と西部とで
は、装飾付大刀の形や製作技術が異
なっていますが、やがて７世紀初頭
になると地域色がなくなります。こ
れは、出雲の東西の豪族と結び付い
ていた大和朝廷の異なる勢力が統一
化されていく様子を示すとみられま
す。
　本展では、古墳時代後期の装飾付

　アメリカのボストン美術館は「東
洋美術の殿堂」と称される。100年以
上にわたる日本美術の収集は、アー
ネスト・フェノロサや岡倉天心に始
まり、今や10万点を超え、海外にあ
る日本美術コレクションとしては、
世界随一の規模と質の高さを誇る。
　本展では、その中から厳選された
仏像・仏画に絵巻、中世水墨画から
近世絵画まで、約90点を紹介する。
　修復を終え、日本初公開となる曽
我蕭

しょう

白
は く

の最高傑作「雲龍図」（ポス
ター写真）をはじめ、長谷川等伯、
尾形光琳、伊藤若冲などの手による、
かつて海を渡った「幻の国宝」とも
呼べる日本美術の至宝が一堂に里帰
りする。
　展観は６つの章立てで構成され、
第６章では、文保３年（1319）銘の
尻懸則長短刀と梨地秋草蒔絵合口拵
などが出品される。
第１章　仏のかたち　神のすがた
第２章　海を渡った二大絵巻
第３章　静寂と輝き―中世水墨画と

初期狩野派
第４章　華ひらく近世絵画
第５章　奇才�曽我蕭白
第６章　アメリカ人を魅了した日本

　およそ1,000年の歴史を誇る日本
刀のうち、桃山時代以降に製作され
たものを「新刀」と呼ぶ。新刀の刀
工たちは鎌倉～室町時代の優れた古
刀をモデルとしながらも、独自の作
風をつくり出し、時代の流行に応え
ていった。�
　本展では、戦国時代に短く直され
た古刀に始まり、江戸時代の諸藩お
抱え刀工の作刀や幕末の新々刀を展
示する。また重要文化財「四条河原
遊楽図屛風」を特別出品し、描き込
まれた風俗を、江戸時代の印籠・根
付や装剣小道具とともに紹介する。
会期：２月４日㈯～３月25日㈰
主な出品作品：
・堀川国広刀　桃山時代　16～17世紀
・重美　山浦清麿刀　江戸時代　弘化
４年（1847）
・長曽祢虎徹刀　江戸時代　17世紀
・藍革巻柄打刀拵　江戸時代　18～19
世紀

　宮城県伊具郡丸森町筆
ひっ

甫
ぽ

の歴史に
は慶長15年（1610）ごろからキリシ
タン武士・東海林備後によってもた
らされた技術による鉄生産がある。
子孫の庄司家当主は16代目に当た
り、「筆甫の製鉄を復元する会」の
中心メンバーでもある。
　｢復元する会」は同地在住の７名
が平成14年２月に発足させたもの
で、毎年４回鉄作りに挑戦してきた。
　今回の餅

べい

鉄
て つ

実験は、東日本大震災
からの早期復興の願いを込め、「筆
甫の製鉄を復元する会」が主催し、
社団法人日本鉄鋼協会「鉄の技術と
歴史」フォーラムの協力の下に開催
するものである。
　なお、使用原料の餅鉄を採取した
種山高原（岩手県）は旧仙台藩の最
北部、実験場所の筆甫は最南端に位
置する。実験は、この地域の産業史

　社団法人日本鉄鋼協会「鉄の技術
と歴史」フォーラム初代座長である
館
たて

充
みつる

先生は昨年11月29日に急逝され
ました。享年89歳でした。館先生は
お亡くなりになる直前まで『古来の砂
鉄製錬法』復刻・解説版や『中国の青
銅と鉄の歴史』の翻訳・解説書を発行
されるなど、終生現役でありました。
　館先生は大正11年、秋田県大館市
に生まれ、東京帝国大学第二工学部
冶金学科を卒業。その後、東京大学
生産技術研究所助手、同助教授、工
学部教授を経て、生産技術研究所教
授となり、1982年3月定年退官され、
その後は東京大学名誉教授でした。
また、住友金属工業株式会社顧問、
千葉工業大学教授となり、平成４年
３月に退職されました。
　私たちはこの度、先生のご遺徳を
偲び、永く記憶に留めるための記念
行事を企画しましたので、そのご案
内をさせていただきます。
日時：４月28日㈯
　記念シンポジウム　13～17時
　偲ぶ会　17～19時
会場：東京大学山上会館（本郷キャ
ンパス）

大刀とその復元品および副葬品を通
して、その技と美しさとともに、古
代出雲の豪族の盛衰や大和朝廷との
結び付きについて紹介します。
　併せて、古代刀剣の復元製作につ
いて特集展示します。
会期：４月14日㈯～５月13日㈰
会期中の行事：
・記念講演　４月22日㈰13:30～
①松尾充晶「古代出雲の装飾付大
刀」（仮）
②髙山一之「鞘師の語る装飾付大
刀の魅力」（仮）

・現地探訪「出雲国古墳巡り」（装
飾付大刀出土地を訪ねて）４月25
日㈬
・ギャラリートーク　①４月29日
㈰、②５月３日（木・祝日）いず
れも14:00～
・古代大刀を持ってみよう、古代衣
装を着てみよう（日時未定）

のわざ―刀剣と染織
会期：３月20日㈫～６月10日㈰
本館1階13室ジャンル別展示「刀剣」
　華やかな丁子乱れの刃文の吉房太
刀、直刃の来国俊短刀、そして貞宗
の刀など、平安時代から江戸時代に
至る各流派を代表する刀剣12口を展
示する。刀装具は、季節にちなみ、
梅や桜などの図柄を集めて展示する。
会期：２月21日㈫～５月13日㈰
本館2階5・6室「日本美術の流れ」
武士の装い―平安～江戸
　鎌倉時代から江戸時代までの武士
が用いた刀剣・刀装・甲冑・馬具・
装束や、武士の肖像画・書状などを
展示する。刀剣は、東照宮が所蔵
し ｢日光助真」の号で知られる福岡
一文字助真の太刀と、その外装であ
る黒漆打刀など、刀装が付属するも
のは同時に展示する。刀装は掛川神
社の糸巻太刀、大神山神社の合口な
ど、さまざまな形式や技法による作
品、甲冑は大山祇神社の大鎧をはじ
め腹巻・当世具足の各種。特に今回
は、徳川四天王の榊原康政所用の具
足と、それを身に着けた肖像画も見
られる。
会期：２月14日㈫～５月６日㈰

・芦雁蒔絵鞘打刀拵　渡邊桃舩作　
明治時代　19世紀

・花鳥図大小鐔　三所物　石黒是美作
江戸時代　19世紀

を再考する端緒にしたいとの期待も
込められている。
期日：４月15日㈰　
実験会場：宮城県丸森町筆甫・旧筆
甫中学校前　６～16時
宿泊･講演会･懇親会会場：
　国民宿舎 ｢あぶくま荘」丸森町不
動50-５　☎0224（72）2105
・講演会：16～18時
①高橋礼二郎「筆甫と仙台藩の鉄
の歴史、なぜ復元実験か？」
②尾崎保博「砂鉄から鉄鉱石原料
への過渡期における餅鉄の役
割」

・懇親会：18～21時
料金：宿泊8,000円、懇親会5,000円
※申し込みは３月31日㈯までに下記
あてに。〒981-8007�仙台市泉区
虹の丘１-13-34　高橋礼二郎
　takareijiro@yahoo.co.jp

〈館充先生記念シンポジウム〉
１．基調講演：「館先生からの宿題と
フォーラムの展望」高橋礼二郎（鉄
の技術と歴史フォーラム座長）
２.「東大生産研試験熔鉱炉の操業
とその経験」天辰正義（元東京大
学工学部・館研究室）
３.「鉄鉱石利用の面からみた製鉄
の歴史考」稲角忠弘（元新日本製
鐡㈱）
４.「資源対応力強化のための革新
的製銑原料―東大試験溶鉱炉から
30年目の再挑戦」武田幹治（JFE
スチール㈱）
５.「モノづくり遺伝子に響く“た
たらの心”の起源と未来」櫻木準
一（北九州環境プラントサービス
㈱）
６.「日常生活の中から鉄器を考え
る」朝岡康二（元国立歴史民俗博
物館）
参加費：記念シンポジウム2,000円、
偲ぶ会5,000円
※申し込みは４月14日㈯までに下記
あてに。〒981-8007�仙台市泉区
虹の丘1-13-34　高橋礼二郎
　takareijiro@yahoo.co.jp

■和鋼博物館
〒692-0011�島根県安来市安来町1058　☎0854（23）2500

■東京国立博物館
〒110-8712�東京都台東区上野公園13-9　☎03（5777）8600（ハローダイヤル）

■静嘉堂文庫美術館
〒157-0076�東京都世田谷区岡本2-23-1　☎03（3700）0007

古代出雲の装飾付大
た

刀
ち

～遥かなる いにしえの“巧
わ ざ

”と“美”～
（神話の里４館合同企画「炎の力」～土器から陶器へ､青銅器から鋼へ～）

東京国立博物館140周年  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」

サムライたちの美学 ―新刀と刀装具にみる粋の心―

餅鉄によるたたら製鉄実験と講演会

「館 充 先生記念シンポジウム」と「偲ぶ会」開催のご案内

　５月25～27日、イタリアのノバラで
第15回世界剣道チャンピオンシップ
（WKC）が開催されるが、これに先立
つ19～21日、同地で吉原義人刀匠によ
る日本刀製作の公開実演が行われる。
　ＷＫＣは70年に東京で始まり、３
年ごとに世界各地で開催されてきた
もので、イタリアでは初めての開催
となる。今回も約900人の剣道家が
参加する。ノバラは、マルペンサ空
港とミラノの中間に位置し、古代
ローマ時代から続く人口10万2,000
人の都市。市長は「剣道と日本刀を
通じて文化交流ができれば」と、歓
迎のメッセージを寄せている。

　吉原刀匠にとって、愛刀家の多い
イタリアでの実演は今回で３度目で
あるが、火作りから焼入れまでを公
開するのは初めて。05年にトリノ
で、また翌年にはイタリア日本刀協
会（ＩＮＴＫ）の要望によりフィレ
ンツェ・バルジェロでいずれも焼入
れを行っている。
　実演は13世紀のブロレット（市の
会議場）中庭で行われ、その会議場
では吉原刀匠の作品をはじめ、ＩＮ
ＴＫ会員の刀・甲冑なども展示され
る。吉原刀匠は、「日本刀の世界を
少しでも広げることができれば」と
の思いで実演に臨むという。

吉原義人刀匠がイタリアで日本刀製作を公開

催 事 情 報

安来市高広横穴墓出土「双龍環頭大刀」（復元）
拵製作／髙山一之・宮島宏、刀身製作／河内国平、研磨／尾崎明幸

☆次号は、当組合の第25回通常総会と日本美術刀剣保存協会の公益法人認定の詳細を取り上げます。

印刷／株式会社日刊企画 ７ページに続く→


