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一
月
十
五
日
公
布
、
十
一
月
二
十
日

施
行
）
に
始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
は
、

連
合
国
最
高
司
令
官
の
民
間
武
器
回

収
命
令
を
完
全
に
履
行
す
る
た
め
の

銃
砲
等
所
持
禁
止
令
に
よ
り
、
銃
砲

火
薬
類
及
び
刀
剣
類
の
所
持
が
禁
止

さ
れ
、「
刀
剣
類
で
美
術
品
と
し
て

価
値
の
あ
る
も
の
」
な
ど
が
所
持
禁

止
の
除
外
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
当
初
は
地
方
長
官
（
東
京
都
は

警
視
総
監
）
か
ら
刀
剣
類
所
持
許
可

証
が
交
付
さ
れ
、
名
義
変
更
さ
え
許

さ
れ
な
か
っ
た
（
従
っ
て
売
買
も
）。

　

取
締
令
で
は
銃
砲
・
刀
剣
類
の
所

持
を
原
則
的
に
禁
止
す
る
も
の
の
、

「
文
化
財
保
護
委
員
会
の
登
録
を
受

け
て
所
持
す
る
と
き
」
な
ど
は
除
外

さ
れ
、「
美
術
品
ま
た
は
骨
と
う
品

と
し
て
価
値
の
あ
る
火
な
わ
銃
式
火

器
」
と
「
美
術
品
と
し
て
価
値
の
あ

る
刀
剣
類
」
が
登
録
の
対
象
に
明

記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
銃

砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
法
（
三
十
三

年
）、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

（
四
十
年
）
で
も
原
則
は
踏
襲
さ
れ

て
き
た
。

　

所
持
の
許
可
で
は
な
く
、
ほ
と
ん

ど
の
刀
剣
を
美
術
品
と
定
義
し
、
一

振
一
振
に
登
録
証
を
発
行
し
、
国
民

の
誰
も
が
保
有
す
る
こ
と
の
で
き
る

こ
の
制
度
は
当
初
、
素
晴
ら
し
い
も

の
だ
っ
た
。
連
合
国
側
に
よ
っ
て
一

律
に
武
器
と
さ
れ
、
戦
利
品
と
し
て

略
奪
さ
れ
、
あ
る
い
は
無
差
別
に
接

収
さ
れ
、
滅

亡
に
さ
え
瀕

し
つ
つ
あ
っ

た
状
況
か
ら

救
っ
た
の
だ

と
聞
か
さ

れ
、「
な
る

ほ
ど
、
そ
う

だ
っ
た
の

か
」
と
納
得

し
た
も
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
な

が
ら
、
あ
れ

か
ら
六
十
年

以
上
、
登
録

制
度
の
見
直

し
は
ほ
と
ん

ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
結

果
、
指
摘
し
た
よ
う
な
運
用
上
の
不

具
合
が
多
々
生
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
昭
和
の
期
間
、
所
有
者
変

更
届
が
現
実
に
行
わ
れ
ず
、
規
定
が

有
名
無
実
化
し
て
い
た
こ
と
に
原
因

が
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
い
か
が
で

あ
ろ
う
。
平
成
に
至
っ
て
、
全
国
刀

剣
商
業
協
同
組
合
が
主
導
し
て
所
有

者
変
更
届
を
出
す
よ
う
に
な
り
、
登

録
証
問
題
が
一
層
如
実
に
な
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
新
規
登
録
に
際
し
、
教
育
委

員
会
の
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会
以

前
の
、
警
察
署
に
お
け
る
発
見
届
現

場
で
の
厳
し
い
対
応
を
指
摘
す
る
向

き
も
全
国
に
及
ぶ
。

　

公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保

存
協
会
で
は
、
保
存
・
特
別
保
存
刀

剣
な
ど
の
審
査
に
お
い
て
、
登
録
証

を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

い
う
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
都

道
府
県
教
育
委
員
会
、
警
察
庁
、
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
、
日
本
刀
文

化
振
興
協
会
、
全
国
刀
剣
商
業
協
同

組
合
な
ど
の
関
係
機
関
が
解
決
に
向

け
て
協
力
し
、
行
動
し
て
い
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
わ
が
組
合
と
組
合
員

は
、
最
も
か
か
わ
り
の
深
い
当
事
者

と
し
て
、
継
続
し
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
も
の
で
あ
る
。�

（
持
田
具
宏
）

旧
所
有
者
の
氏
名
な
ど
を
所
定
の
様

式
に
記
入
し
て
郵
送
す
れ
ば
い
い
で

は
な
い
か
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
済
ま
な
い
。
都
道
府
県
ご

と
に
届
出
書
の
様
式
が
異
な
り
、
従

っ
て
手
続
き
も
変
わ
っ
て
く
る
。

　

掲
示
し
た
東
京
都
の
様
式
で
は
規

則
第
五
号
様
式
よ
り
も
詳
細
な
情
報

が
求
め
ら
れ
、
し
か
も
銃
砲
刀
剣
類

登
録
証
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。こ
の
手
続
き
は
、規
則

に
は
見
当
た
ら
な
い
所
有
者
の
住
所

変
更
に
つ
い
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ

る（
東
京
都
教
育
委
員
会
銃
砲
刀
剣
類

登
録
事
務
等
処
理
要
項
に
基
づ
く
）。

　

一
カ
月
ほ
ど
経
過
し
連
絡
が
な
け

れ
ば
変
更
手
続
き
は
完
了
し
た
も
の

と
理
解
し
て
い
い
が
、
万
が
一
「
届

出
内
容
が
登
録
原
票
と
一
致
し
な

い
」
な
ど
と
連
絡
が
あ
っ
た
ら
大
変

で
あ
る
。
現
物
確
認
審
査
を
受
け
、

そ
れ
を
基
に
登
録
証
の
訂
正
や
再
交

付
ま
た
は
新
規
登
録
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
新
規
登
録
に
な
る
と
、

場
合
に
よ
っ
て
は
警
察
署
に
調
査
依

頼
を
し
た
り
、
発
見
届
ま
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
生
じ
る
か
と

い
う
と
、
登
録
証
に
間
違
い
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
現
物
と
長
さ
が
違
っ

て
い
た
り
、
銘
文
の
書
き
漏
れ
や
読

み
違
い
か
ら
単
純
な
誤
字
・
脱
字
ま

で
、「
何
で
」
と
思
う
く
ら
い
間
違

い
が
多
い
。
偽
造
や
改
ざ
ん
も
あ
る
。

　

現
物
確
認
審
査
を
実
施
す
る
の

は
、
①
現
物
と
登
録
証
が
一
致
し
な

い
、
②
登
録
証
ま
た
は
登
録
原
票
に

作
成
時
の
誤
り
が
発
見
さ
れ
た
、
③

登
録
証
と
登
録
原
票
と
の
記
載
内
容

に
相
違
が
あ
る
と
き
で
、
そ
の
場
合

は
、
鑑
定
申
請
書
と
現
物
確
認
審
査

申
立
書
に
記
入
し
、
登
録
証
（
写
）

と
茎
の
押
形
ま
た
は
写
真
を
添
付
し

て
提
出
す
る
。

　

仮
に
他
道
府
県
で
登
録
さ
れ
た
刀

剣
だ
と
、
そ
こ
の
教
育
委
員
会
に
所

定
の
申
請
書
を
送
り
、
道
府
県
か
ら

申
請
者
在
住
地
の
東
京
都
に
対
し
審

査
依
頼
が
な
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。

　

審
査
の
結
果
、
不
一
致
の
と
き
は

全
国
照
会
を
行
い
、
登
録
の
該
当
が

あ
っ
た
も
の
は
そ
の
道
府
県
か
ら
再

交
付
が
受
け
ら
れ
、
該
当
が
な
か
っ

た
と
き
は
東
京
都
が
新
し
い
番
号
の

登
録
証
を
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
不
一
致
の
原
因
が

登
録
証
の
偽
造
や
改
ざ
ん
に
よ
る
と

疑
わ
れ
た
場
合
、
所
轄
の
警
察
署
に

調
査
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

刀
剣
登
録
制
度
は
昭
和
二
十
五
年

の
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
令
（
十

七
条
に
「
登
録
を
受
け
た
銃
砲
又
は

刀
剣
類
を
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
相

続
に
よ
り
取
得
し
、
…
…
二
十
日
以

内
に
そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
り
、

銃
砲
刀
剣
類
登
録
規
則
第
九
条
に

は
「
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
は
、
譲
受
け
又
は
相
続
に

よ
る
取
得
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
五

号
様
式
の
所
有
者

変
更
届
出
書
に
よ

り
、
…
…
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
あ
っ
て
、
届
け

出
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

所
有
者
変
更
届

は
、
直
接
に
は
都

道
府
県
教
育
委
員

会
に
提
出
す
る
。

刀
剣
の
場
合
、
規

則
に
従
い
、
登
録

番
号
、
種
別
、
長

さ
、
譲
り
受
け
又

は
相
続
に
よ
り
取

得
し
た
年
月
日
、

　

刀
剣
商
の
近
ご
ろ
の
悩
み
と
言
え

ば
、
景
気
の
低
迷
や
流
通
す
る
商
品

の
少
な
さ
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

「
銃
砲
刀
剣
類
登
録
証
」
も
重
大
な

問
題
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
登
録
証
」
の
何
が
一
番
問
題
な

の
か
―
。
そ
れ
は
所
有
者
変
更
届
に

あ
る
。

　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十

「
登
録
証
」の
現
状
と
課
題

　来る５月17日㈮に第26回通常総
会を開催します。本年度は役員改
選があります。組合員の皆さまに
は何かとご多忙とは思いますが、
ぜひご出席をお願いします。
　当日の進行と審議事項は下記の
通りです。また、総会終了後には
特別交換会も開催します。併せて
ご参加をお待ちします。

１．開会の辞
２．出席状況報告
３．理事長挨拶
４．議長選出
５．議事宣言
６．資料確認
７．議案審議

〈第１号議案〉
平成24年度事業報告承認の件
平成24年度会計報告承認の件
監査報告
〈第２号議案〉
平成25年度事業計画案決定の件
〈第３号議案〉
平成25年度収支予算案決定の件
〈第４号議案〉役員報酬の件
〈第５号議案〉
経費の賦課および徴収に関する件
〈第６号議案〉
平成25年度借入金残高の最高限度
に関する件
〈第７号議案〉
１組合員に対する貸付、または１
組合員の為にする債務保証残高の
最高限度に関する件
〈第８号議案〉役員改選
〈第９号議案〉その他
　８．総会議事終了宣言
　９．閉会の辞

第26回通常総会を5月17日に開催

写
真
左
は
伊
波
常
務
理
事
、
中
央
新
堀
理
事

「『
産
経
新
聞
』
二
月
九
日
」

東京都の所有者変更届出書
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全
刀
商
市
場
運
営
委
員
会
は
、
平

成
二
十
五
年
一
月
よ
り
買
い
高
制
限

額
を
改
定
し
、
従
来
の
五
百
万
円
か

ら
二
百
五
十
万
円
に
減
額
し
ま
し

た
。

　

二
百
五
十
万
円
と
い
う
の
は
与
信

枠
の
意
味
な
の
で
、
二
百
五
十
万
円

を
超
え
る
買
い
物
の
あ
る
と
き
は
、

超
過
分
を
当
日
現
金
決
済
す
れ
ば
よ

い
わ
け
で
す
。

　

組
合
交
換
会
取
引
の
健
全
運
営
、

組
合
員
の
与
信
枠
に
つ
い
て
は
、
か

ね
て
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

①
現
金
取
引
に
す
る
、
②
交
換
会
参

加
者
は
保
証
金
を
積
む
、
③
連
帯
保

証
人
制
の
導
入
、
④
担
保
の
設
定
、

⑤
与
信
枠
の
引
き
下
げ
（
買
い
高
額

の
引
き
下
げ
）
な
ど
の
案
が
出
た
の

で
す
が
、
実
施
に
至
ら
な
い
う
ち
に

昨
年
の
多
数
の
不
払
い
事
故
発
生
と

い
う
事
態
に
な
り
、
組
合
は
相
当
な

被
害
を
被
り
ま
し
た
。

　

他
の
交
換
会
市
場
で
も
同
様
に
甚

大
な
被
害
を
受
け
、
取
引
条
件
が
厳

し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
延
べ
払

い
月
数
が
三
カ
月
か
ら
二
カ
月
へ
短

縮
に
な
り
、
買
い
高
額
も
大
幅
に
引

き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
京
美
術

倶
楽
部
の
よ
う
な
、
相
受
け
保
証
制

度
の
採
用
の
動
き
も
あ
り
ま
す
。

　

個
人
会
的
な
市
場
は
会
主
が
参
加

者
を
選
別
で
き
ま
す
が
、
全
国
刀
剣

商
業
協
同
組
合
員
は
皆
、
組
合
法
の

下
に
平
等
で
あ
り
、
す
べ
て
の
組
合

員
に
交
換
会
参
加
の
門
戸
を
開
い
て

い
ま
す
の
で
、
買
い
高
額
の
大
幅
減

額
に
ご
理
解
を
願
う
次
第
で
す
。

�

（
服
部
暁
治
）

組
合
交
換
会
の

買
い
高
制
限
を
変
更

　

組
合
設
立
時
の
趣
旨
の
一
つ
に
、

「
組
合
員
の
た
め
の
刀
剣
会
館
を
持

と
う
」
と
い
う
目
標
が
あ
り
ま
し

た
。
会
館
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
ぢ

ん
ま
り
し
た
ビ
ル
を
想
定
し
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
バ
ブ
ル
景
気
の
始
ま
る
以
前

で
し
た
の
で
、
市
場
運
営
歩
金
や
賦

課
金
、
寄
付
金
な
ど
を
集
め
れ
ば
実

現
可
能
な
目
標
で
し
た
。
け
れ
ど
も

そ
の
後
の
不
動
産
価
格
の
急
騰
に
よ

っ
て
、
目
標
の
修
正
変
更
を
余
儀
な

く
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
山
手
線
新
大
久
保
駅
最

寄
り
の
、
築
十
五
年
ほ
ど
の
堅
牢
な

長
谷
工
の
施
工
に
よ
る
新
宿
ス
カ
イ

プ
ラ
ザ
、
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
弱

の
マ
ン
シ
ョ
ン
兼
事
務
所
の
購
入
に

至
っ
た
わ
け
で
す
。
組
合
事
務
所
機

能
の
た
め
だ
け
な
ら
ば
一
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
も
要
ら
ず
、
そ
の
半
分
で

も
十
分
で
し
た
が
、
交
換
市
場
の
開

催
会
場
と
い
う
予
定
も
あ
っ
た
の

で
、
こ
の
広
さ
で
も
足
り
な
い
と
思

わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

日
に
日
に
不
動
産
相
場
が
上
昇
す

る
局
面
で
は
、
立
地
場
所
に
つ
い
て

の
慎
重
な
協
議
に
割
く
時
間
も
限
ら

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
バ
ブ
ル

の
真
っ
只
中
に
購
入
し
た
た
め
、
多

く
の
企
業
と
同
様
、
組
合
は
永
く
そ

の
不
動
産
価
値
の
下
落
に
悩
ま
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
借
入
金
の

返
済
も
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
ま
し

た
。
組
合
は
市
場
交
換
会
を
毎
月
、

夏
も
冬
も
休
ま
ず
開
催
し
、
ま
た 

一
時
期
は
月
に
二
回
開
催
し
て
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
得

た
歩
収
入
の
か
な
り
の
部
分
を
、
事

務
所
購
入
借
入
金
の
返
済
に
充
て
て

き
ま
し
た
。

　

本
紙
第
八
号
で
お
知
ら
せ
し
た
特

定
商
取
引
の
一
部
改
正
が
、
平
成
二

十
五
年
二
月
二
十
一
日
施
行
さ
れ
た
。

　

社
会
問
題
に
も
な
っ
た
貴
金
属
類

の
押
し
買
い
被
害
に
端
を
発
し
た
本

件
が
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
特

定
商
取
引
法
に
広
が
り
、
販
売
だ
け

で
な
く
買
い
取
り
に
も
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
（
契
約
決
定
後
八
日
以
内
に
取

引
差
し
戻
し
）
が
可
能
な
法
改
正
で

あ
る
。

　

施
行
前
日
の
二
月
二
十
日
、
消
費

者
庁
主
催
で
同
法
改
正
の
説
明
会
が

港
区
三
田
で
開
催
さ
れ
、
筆
者
も
出

席
し
た
。
事
前
申
込
者
限
定
で
あ
っ

た
が
、
会
場
は
約
百
名
の
参
加
者
で

埋
め
尽
く
さ
れ
、
関
心
の
高
さ
が
う

か
が
わ
れ
た
。

　

法
令
担
当
者
の
よ
ど
み
な
い
一

時
間
半
の
説
明
、
厚
み
の
あ
る
資

料
、
予
定
時
間
を
超
え
る
質
疑
応
答

と
、
実
に
中
身
の
濃
い
説
明
会
と
な

っ
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
美
術
・
古
物
業
界
の
動
き
を
含

め
て
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

不
動
産
は
「
一
に
立
地
、
二
に
立

地
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
「
場
所
」、

今
風
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
が
す
べ
て
と
い
う
感
が
あ
り

ま
す
が
、
反
面
「
住
め
ば
都
」
も
言

い
得
て
妙
で
す
。

　

大
久
保
界
隈
は
、
組
合
事
務
所
を

開
設
し
た
こ
ろ
に
比
べ
て
、
近
年
は

韓
流
ブ
ー
ム
の
影
響
も
あ
り
、
洗
練

さ
れ
て
き
て
活
気
が
あ
り
、
中
年
オ

バ
様
族
だ
け
で
な
く
若
い
女
性
も
大

挙
し
て
押
し
か
け
、
コ
リ
ア
タ
ウ
ン

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
ハ
ン
グ
ル
文
字

の
店
が
激
増
し
て
い
ま
す
。

　

組
合
事
務
所
の
資
産
価
値
も
若
干

は
上
向
き
加
減
か
な
と
、
街
を
歩
い

て
実
感
す
る
の
で
す
が
…
…
。

　

現
在
、
組
合
員
か
ら
持
ち
上
が
っ

て
い
る
事
務
所
移
転
の
案
も
、
美
術

商
・
刀
剣
商
の
活
動
拠
点
が
都
心
の
、

と
り
わ
け
交
通
の
便
の
よ
い
新
橋
周

辺
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
大
久
保

で
は
不
便
で
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
も
い

ま
イ
チ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

候
補
地
と
し
て
は
、
新
橋
・
銀

座
・
東
京
駅
・
神
田
・
上
野
・
浜
松

町
・
品
川
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
の
地
も
Ｊ
Ｒ
、
地
下
鉄
な
ど
交

通
至
便
で
、
遠
隔
地
か
ら
の
飛
行

機
・
新
幹
線
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
も
よ

く
、
美
術
商
に
必
須
の
ク
ル
マ
の
駐

車
場
も
整
備
さ
れ
て
ま
す

　

移
転
の
方
法
と
し
て
、
物
件
を
購

入
す
る
か
、
賃
借
す
る
か
で
す
が
、

対
応
し
て
現
在
の
組
合
事
務
所
の
処

遇
が
浮
上
し
ま
す
。
売
却
、
賃
貸

し
、
そ
の
ま
ま
保
有
な
ど
で
す
。

　

下
見
し
た
銀
座
・
歌
舞
伎
座
裏
手

の
物
件
な
ど
は
次
号
以
降
で
紹
介
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

�

（
服
部
暁
治
）

　

ま
ず
、
そ
の
買
い
取
り
が
来
店

（
持
参
）
さ
れ
て
の
も
の
か
、
訪
問

に
よ
る
も
の
か
、
に
大
別
さ
れ
る
。

特
定
商
取
引
は
、
訪
問
し
て
消
費
者

へ
役
務
、
商
品
の
提
供
・
受
理
を
対

象
と
し
て
い
る
の
で
、
消
費
者
の
意

思
に
よ
る
来
店
取
引
、
加
え
て
業
者

間
取
引
は
、
対
象
外
と
な
る
。

　

こ
の
訪
問
の
方
法
が
、
重
要
だ
。

訪
問
時
、
明
確
に
商
品
を
「
確
定
」

し
、
査
定
金
額
に
関
わ
ら
ず
買
い
取

り
を
希
望
す
る
場
合
は
対
象
外
だ

が
、
実
際
商
品
を
見
な
い
と
評
価
額

は
算
出
で
き
ず
、「
査
定
金
額
の
結

果
を
聞
い
て
か
ら
、
売
却
す
る
か
し

な
い
か
を
決
め
る
」
と
の
問
い
合
わ

せ
に
は
、
査
定
行
為
が
優
先
さ
れ
同

法
の
対
象
と
な
る
。

　

実
際
の
刀
剣
訪
問
買
い
取
り
は
、

次
の
通
り
と
な
る
。

　

①
事
業
者
名
、
対
象
の
物
品
が

「
刀
」
で
あ
る
こ
と
、「
評
価
お
よ
び

購
入
に
来
た
」
こ
と
を
宣
言
す
る
。

こ
こ
で
宣
言
し
て
い
な
い
貴
金
属
が

査
定
中
に
出
て
き
て
も
、
買
い
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

②
物
品
の
種
類
、
購
入
価
格
を
入

れ
た
書
面
を
提
出
す
る
。
書
面
に
は

八
日
間
の
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に
つ
い

て
の
記
載
が
必
要
。
口
頭
の
補
足
が

奨
励
さ
れ
て
い
る
。

　

③
も
し
査
定
額
に
同
意
い
た
だ
け

な
い
場
合
、
再
勧
誘
は
禁
止
。
そ
の

場
で
、
ま
た
後
日
の
執
拗
な
催
促
は

厳
禁
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
売
買
成
立
（
代
金
支
払

い
）
後
八
日
間
は
、
た
と
え
搬
出
さ

れ
た
も
の
で
も
、
費
用
請
求
な
し
に

解
除
・
返
却
希
望
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
八
日
間
は
、
意
思

表
示
か
ら
な
の
で
、
中
止
要
請
が
郵

送
で
き
た
場
合
、
記
入
投
函
日
か
ら

有
効
と
な
る
た
め
、
実
際
は
数
日
増

え
る
だ
ろ
う
。
八
日
以
内
に
店
頭
や

市
場
で
第
三
者
に
販
売
す
る
場
合
、

期
間
内
に
返
品
要
請
の
可
能
性
を
売

り
先
に
示
す
義
務
も
あ
る
。

　

な
お
、
次
の
物
品
は
消
費
者
が
利

益
を
損
な
わ
な
い
、
ま
た
流
通
が
著

し
く
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て

除
外
さ
れ
た
。
自
動
車
（
二
輪
を
除

く
）、
ア
ン
テ
ィ
ッ
ク
を
除
い
た
家

具
、
大
型
家
電
、
書
籍
・
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ

Ｖ
Ｄ
、
有
価
証
券
（
商
品
券
）。

　

ま
た
、
消
費
者
が
「
金
額
に
こ
だ

わ
ら
な
い
の
で
買
い
取
り
に
来
て
ほ

し
い
」
と
言
っ
た
場
合
や
、
常
連
客

（
店
舗
で
一
回
、
店
舗
以
外
で
二
回

以
上
の
取
引
が
過
去
に
あ
る
場
合
）

は
適
用
に
当
た
ら
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
鎧
や
槍
な
ど
の
大

き
な
品
物
が
除
外
さ
れ
ず
、
返
品
リ

ス
ク
が
あ
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
、

美
術
品
は
過
去
に
ト
ラ
ブ
ル
が
記
録

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
除
外
物
件
に

は
な
ら
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

　

な
お
本
誌
読
者
は
、
悪
意
の
あ
る

訪
問
買
い
取
り
と
は
無
関
係
だ
ろ
う

が
、
本
件
の
罰
則
規
定
は
、
最
高
で

三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
百
万
円

以
下
の
罰
金
と
あ
る
。
既
に
施
行
さ

れ
た
同
法
は
現
在
有
効
で
あ
り
、
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

詳
し
く
は www.no-trouble.jp

で
確
認
さ
れ
た
い
。 

（
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組
合
事
務
所
の
理
想
の
立
地
場
所
は
？

訪
問
購
入
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
適
用
。違
反
者
は
行
政
処
分
も
！
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三
月
に
入
り
、
安
倍
政
権
の
経
済

政
策
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
」
効
果
に
よ
っ
て
経
済
諸
指
標
に

改
善
の
兆
し
が
見
え
始
め
、
デ
フ
レ

脱
却
の
目
安
と
な
る
消
費
者
物
価
指

数
を
除
い
て
は
、
お
お
む
ね
緩
や
か

な
景
気
回
復
路
線
を
た
ど
っ
て
い
る

こ
と
が
報
道
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　

回
復
を
阻
害
す
る
デ
フ
レ
に
対
し

て
は
、
政
府
・
日
銀
も
や
れ
る
こ
と

は
何
で
も
や
る
と
い
う
姿
勢
を
明
確

に
打
ち
出
し
、
二
年
ぐ
ら
い
を
念
頭

に
置
い
て
二
％
の
物
価
上
昇
率
達
成

を
表
明
、
こ
の
た
め
の
大
胆
な
金
融

緩
和
政
策
を
現
実
の
も
の
に
す
る
た

め
の
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
景

気
好
転
へ
の
期
待
感
は
高
ま
る
一
方

で
あ
る
。

　

ま
た
、
政
府
の
発
表
す
る
月
例
経

済
報
告
の
景
気
基
調
判
断
は
二
カ
月

連
続
の
上
方
修
正
と
な
り
、
内
閣
府

調
査
に
よ
る
全
国
の
景
況
判
断
も
平

成
十
四
年
五
月
以
来
十
年
九
カ
月
ぶ

り
に
上
方
修
正
さ
れ
る
な
ど
の
明
る

い
兆
し
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
は
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
前
の
高
値
を
五
年

五
カ
月
ぶ
り
に
、
東
証
株
価
は
平
成

十
九
年
十
月
以
来
の
高
値
を
四
年
五

カ
月
ぶ
り
に
更
新
し
て
い
る
。
リ
ス

ク
を
抱
え
な
が
ら
も
今
後
は
本
格
的

な
景
気
回
復
の
到
来
時
期
の
見
定
め

が
焦
点
と
な
っ
て
お
り
、
企
業
経
営

者
は
業
種
を
問
わ
ず
、
先
行
き
に
備

え
て
重
要
な
判
断
を
迫
ら
れ
て
い
る

昨
今
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
変
革
前
夜
の

経
済
状
況
に
あ
っ
て
、
わ
が
刀
剣
業

界
の
こ
の
先
数
カ
月
は
い
か
な
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ

う
な
風
が
吹
き
、
そ
の
風
向
き
は
ど

の
方
向
に
流
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

誰
も
が
関
心
の
強
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
二
、
三

カ
月
で
は
何
の
風
も
吹
か
ず
、
業
界

の
マ
イ
ン
ド
こ
そ
最
悪
の
時
期
を
脱

し
た
も
の
の
、
株
の
値
上
が
り
や
円

安
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
は
当
分
の

間
期
待
は
で
き
な
い
。

　

確
か
に
、
Ｉ
Ｔ
関
連
、
金
融
・
為

替
関
係
、
輸
出
入
関
連
の
大
企
業
な

ど
、
円
安
・
株
高
を
背
景
に
莫
大
な

利
益
を
得
た
富
裕
層
の
消
費
が
取
り

沙
汰
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
マ

ネ
ー
は
高
級
時
計
や
貴
金
属
、
高
級

外
車
、
ブ
ラ
ン
ド
物
や
マ
ン
シ
ョ
ン
、

そ
れ
に
旅
行
な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー
に
は

流
れ
て
も
、
刀
や
鐔
に
は
直
ち
に
回

っ
て
は
来
な
い
。
余
っ
た
お
金
で
そ

の
よ
う
な
も
の
を
求
め
る
人
た
ち
は

例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
の

業
界
の
顧
客
と
は
い
さ
さ
か
タ
イ
プ

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
刀
剣
や

鐔
を
愛
好
す
る
真
の
数
寄
者
は
、
外

見
や
外
聞
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な

い
質
実
か
つ
賢
明
な
思
考
の
持
ち
主

が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
ら
ば
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な

形
で
わ
が
業
界
に
景
気
好
転
の
余
波

が
到
着
す
る
か
を
観
測
す
る
と
、
約

半
年
先
の
九
月
ご
ろ
に
は
や
や
兆
し

が
見
え
始
め
、
二
年
後
の
平
成
二
十

七
年
春
ご
ろ
に
は
異
常
な
刀
剣
相
場

の
下
落
状
態
か
ら
脱
却
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
れ
も
、
刀
剣
業
界
内
に
何

も
起
こ
ら
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
書
く
と
反
論
も
あ
ろ
う
。

刀
剣
の
交
換
会
な
ど
で
の
取
引
相
場

は
既
に
一
割
ぐ
ら
い
は
上
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
そ

れ
は
早
計
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

人
の
求
め
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
経

済
状
況
下
に
お
い
て
も
高
く
、
求
め

な
い
も
の
は
安
い
と
い
う
原
理
に
は

変
わ
り
な
く
、
良
品
が
強
含
み
で
取

引
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は

今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ

れ
以
外
の
も
の
は
決
し
て
高
く
な
っ

て
い
な
い
。

　

真
の
相
場
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の

は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
愛
好
家
で
あ
っ
て

業
者
で
は
な
い
。
景
気
の
影
響
が
愛

好
家
に
及
び
、
小
売
り
に
そ
れ
が
反

映
さ
れ
て
こ
そ
取
引
相
場
の
上
昇
を

見
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
実
需

に
基
づ
く
相
場
が
真
の
相
場
で
あ
り
、

業
界
内
で
値
上
が
り
す
る
こ
と
は
な

い
。
あ
る
と
す
れ
ば
過
去
に
見
て
き

た
よ
う
に
、
モ
ノ
を
資
金
化
の
具
と

考
え
て
の
取
引
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
株
価
が
値
上
が
り

し
た
か
ら
刀
の
価
格
も
上
が
る
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
好
況
が
定
着
、
安

定
し
た
後
に
わ
が
業
界
に
反
映
さ
れ

る
の
は
過
去
の
常
と
す
る
と
こ
ろ
で
、

日
本
経
済
が
デ
フ
レ
脱
却
に
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
る
と
同
様
に
、
刀
剣
デ

フ
レ
の
解
消
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か

る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
え
、
約
半
年
先
の
好
転
の

可
能
性
を
予
測
さ
せ
る
に
十
分
な
業

界
の
現
在
の
ム
ー
ド
は
ホ
ン
モ
ノ
で
、

昨
年
ま
で
の
よ
う
な
自
信
喪
失
感
が

蔓
延
し
て
い
た
と
き
と
は
異
な
り
、

良
い
も
の
が
出
た
ら
買
お
う
と
い
う

眼
の
光
が
出
て
き
た
こ
と
は
特
筆
に

値
す
る
も
の
が
あ
る
。
来
る
べ
き
時

へ
の
自
身
の
備
え
を
怠
ら
な
い
こ
と

が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

風
向
計
深 

海  

信 

彦

其之六

　

研
師
の
小
野
さ
ん
は
、
昭
和
五
十
二

年
生
ま
れ
の
三
十
五
歳
。
お
父
さ
ま
は

前
号
で
紹
介
し
た
小
野
博
柳
さ
ん
、
お

祖
父
さ
ま
は
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者

（
人
間
国
宝
）の
故
小
野
光
敬
先
生
で
す
。

　

物
心
が
つ
く
こ
ろ
か
ら
、
自
宅
の
細

工
場
で
毎
日
お
祖
父
さ
ま
と
お
父
さ

ま
、
そ
の
お
弟
子
さ
ん
が
刀
を
研
磨
す

る
の
を
目
に
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た

敬
博
さ
ん
は
、
ご
自
分
が
研
師
に
な
る

こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
、

「
自
分
に
は
こ
の
道
し
か
な
い
」
と
決

意
さ
れ
、
高
校
を
卒
業
と
同
時
に
博
柳

先
生
の
元
に
入
門
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
師
父
と
と
も
に
仕
事
を
さ

れ
、
東
京
国
立
博
物
館
の
館
蔵
品
の
研

磨
修
理
や
正
倉
院
の
全
刀
剣
類
の
お
手

入
れ
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
会
が
主
催
す
る
第
五
十
七
回

「
刀
剣
研
磨
・
外
装
技
術
発
表
会
」
で

は
特
賞
の
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
会

長
賞
を
受
賞
、
ほ
か
に
も
優
秀
賞
を
二

回
受
賞
す
る
な
ど
優
秀
な
成
績
を
収
め

て
お
ら
れ
ま
す
。

　

敬
博
さ
ん
は
、
研
磨
を
行
う
上
で

「
お
預
か
り
し
た
刀
一
振
一
振
の
持
ち

味
を
最
大
限
に
引
き
出
し
、
ま
た
仕
上

が
り
が
可
能
な
限
り
上
品
に
な
る
よ

う
な
研
磨
」
を
行
う
こ
と
を
心
掛
け
、

日
々
臨
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

研
磨
代
金
は
、
ま
ず
御
刀
を
拝
見
し

て
か
ら
、
そ
の
状
態
に
応
じ
て
決
め
ら

れ
る
そ
う
で
す
。
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私
の
住
む
下
妻
（
し
も
つ
ま
）
は

関
東
平
野
の
ほ
ぼ
中
ほ
ど
に
位
置
し
、

東
に
霊
峰
筑
波
山
を
望
む
。
歴
史
を

た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
メ
ー
ン
ス
ト
リ

ー
ト
と
は
言
え
な
い
が
、
あ
ぜ
道
程

度
の
ド
ラ
マ
は
存
在
す
る
と
思
う
。

　

平
安
中
期
に
は
平
将
門
が
辺
り
一

帯
を
駆
け
巡
り
、「
将
門
の
乱
」
で

は
当
地
も
主
戦
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

室
町
期
に
は
佐
竹
氏
と
盟
約
を
結

ん
だ
多
賀
谷
氏
が
勢
力
を
振
る
い
、

六
万
石
を
有
し
た
。
常
陸
府
中
（
現

在
の
石
岡
市
）
か
ら
早
乙
女
・
長
宝

寺
一
門
を
招
き
、
甲
冑
・
刀
類
を
作

ら
せ
た
と
い
う
。
以
降
、
早
乙
女
家

は
幕
末
ま
で
こ
の
地
で
作
品
を
残
し

て
い
る
。

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原

の
合
戦
時
、
多
賀
谷
重
経
は
佐
竹
義

宣
と
行
動
を
共
に
し
た
た
め
、
翌
年

下
妻
城
と
領
地
を
没
収
さ
れ
る
。

　

以
降
、
徳
川
家
の
時
代
と
な
り
、

下
妻
に
も
変
化
が
起
き
る
。

　

慶
長
十
一
年
、
家
康
の
十
一
男
徳

川
頼
房
が
十
万
石
を
領
し
、
下
妻
に

封
じ
ら
れ
た
。
三
年
後
、
水

戸
に
転
じ
て
徳
川
御
三
家
の

一
つ
水
戸
藩
の
祖
と
な
る
。

　

下
妻
に
は
そ
の
後
元
和
元

年（
一
六
一
五
）、
家
康
の
孫

の
松
平
忠
正
、
同
二
年
に
家

康
の
甥
の
久
松
松
平
氏
定
綱

が
入
部
す
る
。
更
に
寛
永
十

年（
一
六
三
三
）に
は
、
老
中

土
井
利
勝
が
領
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
子
や
近
親
者

を
次
々
と
下
妻
に
配
置
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
関
ヶ
原
合

戦
後
の
世
情
も
あ
り
、
水
戸

家
・
結
城
家
と
と
も
に
東
北
外
様
大

名
に
対
す
る
備
え
と
し
て
重
視
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

辺
り
は
良
質
な
米
が
豊
富
に
と
れ
、

さ
ら
に
鬼
怒
川
の
水
運
の
中
継
地
と

し
て
重
要
な
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
も

要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
徳
川
頼
房
は
二
十
五
万

石
（
後
に
二
十
八
万
石
）
を
領
し
、

水
戸
初
代
藩
主
に
な
っ
て
か
ら
、
佐

竹
家
の
影
響
が
色
濃
い
水
戸
城
下
の

整
備
や
鉱
山
開
発
な
ど
に
精
力
的
に

取
り
組
ん
だ
と
い
う
。

　

三
代
将
軍
家
光
と
は
叔
父
・
甥
の

関
係
だ
が
、
年
が
近
い
た
め
に
兄
弟

同
様
に
育
っ
た
と
も
言
わ
れ
、
小
石

川
後
楽
園
を
造
っ
た
の
も
頼
房
で
あ

る
と
い
う
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
水

戸
黄
門
こ
と
二
代
水
戸
藩
主
徳
川
光

圀
は
、
頼
房
の
子
で
あ
る
こ
と
を
付

け
加
え
て
お
き
た
い
。
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昨
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
六
月
三

日
ま
で
、
東
京
の
練
馬
区
立
石
神
井

公
園
ふ
る
さ
と
文
化
館
（
練
馬
区
石

神
井
町
五-
一
二-
一
六　

☎
〇
三-

三
九
九
六-

四
〇
六
〇
）
に
お
い
て

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
の
名
称
は
「
刀
装
具
―
中
山
彬
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
―
展
」。

　

あ
る
昼
下
が
り
、
私
は
一
枚
の
ポ

ス
タ
ー
に
出
く
わ
し
た
。
そ
れ
に
は

鐔
の
写
真
が
大
胆
に
使
わ
れ
て
お

り
、
一
目
見
て
刀
装
具
の
催
事
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。『
刀
剣
界
』
の

編
集
委
員
と
し
て
活
動
し
て
い
る
私

は
、
全
国
の
催
事
に
つ
い
て
比
較
的

多
く
の
情
報
を
把
握
し
て
い
る
つ
も

り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
住
ま
い
の
近

く
で
行
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
展
覧
会
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
寝

耳
に
水
。
す
ぐ
に
会
場
で
あ
る
石
神

井
公
園
ふ
る
さ
と
文
化
館
に
連
絡
を

取
り
、
詳
細
な
情
報
を
お
尋
ね
し
た
。

　

そ
の
日
は
、
妻
と
お
や
つ
に
ジ
ェ

ラ
ー
ト
を
食
べ
に
行
こ
う
と
約
束
を

　

松
田
刀
剣
が
上
野
刀
剣
会
館
か
ら

装
い
を
新
た
に
新
御
徒
町
に
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。

　
「
正
真
掘
出
し
物
を
求
め
や
す
い

価
格
で
！
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
お
店

で
は
常
時
三
十
振
以
上
を
陳
列
し
て

い
ま
す
。
い
ま
だ
自
宅
の
あ
る
福
島

県
楢
葉
町
か
ら
い
わ
き
市
で
の
避
難

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
チ

し
て
い
た
の
だ
が
、
妻
に
は
謝
っ
て

予
定
を
変
更
し
、
す
ぐ
に
見
学
に
お

伺
い
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

開
放
的
な
空
間
に
多
く
の
鐔
や
目

貫
な
ど
の
刀
装
具
が
並
び
、
簡
単
な

刀
剣
・
刀
装
具
の
解
説
パ
ネ
ル
ま
で

設
置
さ
れ
、
来
館
者
に
と
っ
て
大
変

見
や
す
く
わ
か
り
や
す
い
展
示
が
さ

れ
て
い
て
、
し
か
も
入
場
料
は
無

料
。
な
ん
て
来
館
者
に
優
し
い
催
事

な
ん
だ
！ 
と
私
は
驚
愕
し
、
館
長

の
渡
辺
美
代
子
氏
に
話
を
伺
っ
た
。

　

す
る
と
、
今
回
の
展
示
品
は
す
べ

て
練
馬
区
在
住
の
中
山
彬
氏
か
ら
同

区
に
寄
贈
さ
れ
た
刀
装
具
で
あ
り
、

広
く
刀
装
具
の
美
し
さ
、
素
晴
ら
し

さ
を
伝
え
る
目
的
で
開
催
し
た
こ
と

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　

百
二
十
点
に
も
上
る
数
の
刀
装
具

を
す
べ
て
寄
贈
!?　

私
は
再
度
驚

き
、
そ
れ
ら
を
寄
贈
さ
れ
た
中
山
彬

氏
な
る
方
に
ぜ
ひ
お
会
い
し
た
い
と

思
っ
た
。

　

そ
の
後
、
願
い
か
な
っ
て
中
山
さ

ャ
レ
ン
ジ
意
欲
は
旺
盛
で
す
。
さ
ら

に
、
現
在
東
京
に
在
学
中
の
ご
長
男

俊
通
さ
ん
も
新
御
徒
町
店
舗
を
サ
ポ

ー
ト
し
て
く
れ
て
い
ま
す
の
で
、
家

族
の
絆
を
踏
ん
張
り
の
源
泉
に
し
て

逆
境
を
跳
ね
返
し
て
い
ま
す
。

　

松
田
さ
ん
に
エ
ー
ル
を
送
り
に
、

ぜ
ひ
一
度
「
松
田
刀
剣
」
に
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。

ん
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
収
集
家
と
し
て
刀
装
具

に
つ
い
て
の
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ

き
、『
刀
剣
界
』
に
掲
載
す
る
こ
と

も
了
承
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

今
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
十

年
、
結
婚
の
お
祝
い
に
岳
父
か
ら
短

刀
を
贈
ら
れ
、
以
来
、
中
山
さ
ん
は

刀
剣
趣
味
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ

た
と
い
う
。
刀
剣
の
本
を
買
い
漁

り
、
趣
味
を
深
め
て
い
っ
た
が
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
中
山
さ
ん
に
は
刀
剣

収
集
の
敷
居
は
高
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
う
ち
に
刀
装
具
に

も
興
味
が
沸
い
て
き
た
。
調
べ
て
み

る
と
、
こ
れ
な
ら
ば
自
分
で
も
手
が

届
き
そ
う
だ
。
早
速
刀
剣
店
を
訪
れ

た
。
そ
こ
で
鐔
に
出
会
い
、
刀
装
具

の
趣
味
が
始
ま
っ
た
。
手
に
し
て
み

る
と
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
奥
ゆ
か
し

さ
、
意
匠
の
素
晴
ら
し
さ
に
楽
し
さ

を
覚
え
、
次
の
品
物
を
求
め
て
刀
剣

店
へ
と
再
び
出
か
け
た
。

　

最
初
の
う
ち
は
次
の
購
入
の
た
め

に
下
取
り
な
ど
も
考
え
た
が
、
中
山

さ
ん
に
は
一
点
一
点
に
思
い
出
が
あ

り
、
そ
れ
は
や
る
ま
い
と
決
意
し
た

そ
う
だ
。

　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
増
え
て
い
く
と

一
つ
の
目
標
が
で
き
た
。
百
点
収
集

住
所
：
〒
１
１
０-

０
０
１
６ 

東
京
都

台
東
区
台
東
三-

三
一-

一　

☎
〇
三-

六
八
〇
三-

〇
八
一
八

http://m
atsuda-touken.com

/

ア
ク
セ
ス
：
Ｊ
Ｒ
線
御
徒
町
駅
よ
り
徒
歩

約
七
分
、
東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線
仲
御
徒

町
駅
よ
り
徒
歩
約
六
分
、
つ
く
ば
エ
ク
ス

プ
レ
ス
・
都
営
大
江
戸
線
新
御
徒
町
駅
よ

り
徒
歩
３
分

営
業
時
間
：
十
二
時
～
十
八
時
（
日
曜
・

月
曜
は
定
休
日
）

�

（
松
本
義
行
）

し
た
ら
、
本
を
出
版
す
る
こ
と
だ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
な
か
な
か
難

し
か
っ
た
の
で
、
先
延
ば
し
に
な
っ

て
い
た
。
気
付
く
と
定
年
を
迎
え
、

孫
が
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
。
自
分

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
こ
れ
か
ら
ど
う

し
て
い
く
か
悩
ん
だ
。
売
却
し
た
の

で
は
、
必
死
な
思
い
で
収
集
し
た
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
し
た
く

な
か
っ
た
。
自
分
の
集
め
た
日
本
の

伝
統
工
芸
を
、
多
く
の
人
に
見
て
も

ら
い
た
い
―
そ
れ
が
中
山
さ
ん
の
真

意
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
地
元
の
練
馬

区
に
寄
贈
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

寄
贈
す
る
と
き
、
区
の
担
当
者

に
「
日
本
が
誇
る
伝
統
工
芸
を
、
ぜ

ひ
広
く
伝
え
て
く
だ
さ
い
」
と
要
望

を
告
げ
た
。
そ
れ
を
受
け
た
練
馬
区

で
は
、
学
芸
員
が
刀
剣
・
刀
装
具
に

つ
い
て
勉
強
し
、
準
備
を
重
ね
て
き

た
。
約
一
年
を
か
け
、
よ
う
や
く
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

　

中
山
氏
は
言
う
。「
こ
れ
を
機
会

に
、
若
い
世
代
が
日
本
の
伝
統
工

芸
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て
く
れ
れ

ば
、
私
が
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
生
き
る
」
と
。
素
敵
な
コ
レ
ク
タ

ー
精
神
に
学
ぶ
点
は
多
い
。

�

（
宮
澤
　
琢
）

中
山

　彬 

さ
ん

コ
レ
ク
タ
ー
紹
介

●
四
十
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
括
寄
付

●
四
十
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
括
寄
付

店主の松田通夫さん（左）と長男の俊通さん

組合事務所にて、有山さん（右）と小田島さん

刀
剣
商
リ
レ
ー
訪
問
❿	

玉
山
真
敏
さ
ん

　

平
安
時
代
に
今
の
日
本
刀
の
原
型

と
な
る
鎬
造
り
の
刀
剣
を
製
作
し

た
、
伝
説
の
小
鍛
冶
三
条
宗
近
の
古

里
、
山
城
国
京
（
現
在
の
京
都
府
）。

そ
の
三
条
粟
田
口
に
、
祖
父
の
代
よ

り
刀
剣
界
に
従
事
し
三
代
続
く
岡
山

の
刀
剣
老
舗
「
玉
山
名
史
刀
」

が
新
店
舗
を
出
店
し
ま
し
た
。

店
主
は
玉
山
真
敏
さ
ん
、
三
十

一
歳
。

　

不
安
定
な
経
済
状
況
、
先
の

読
め
な
い
政
局
、
そ
し
て
若
者

の
日
本
刀
離
れ
な
ど
、
刀
剣

業
界
の
未
来
に
思
い
を
巡
ら
す

と
、
楽
観
的
に
構
え
て
は
い
ら

れ
な
い
状
況
だ
が
、
玉
山
氏
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
変
化

を
乗
り
越
え
、
今
日
に
至
る
ま

で
刀
剣
人
が
紡
い
で
き
た
日
本

刀
文
化
の
底
力
を
信
じ
、
新
た

な
土
俵
で
日
本
刀
の
保
存
と
普

及
活
動
を
行
お
う
と
、
挑
戦
す

る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

　

玉
山
氏
曰
く
「
日
本
刀
を
愛
す
る

す
べ
て
の
方
が
、
国
籍
や
身
分
な
ど

関
係
な
く
集
い
、
交
流
し
、
研
究
す

る
、
愛
刀
家
の
憩
い
の
場
に
な
れ
ば

と
い
う
思
い
で
京
都
と
い
う
場
所
を

選
び
ま
し
た
。

　

年
中
観
光
客
の
多
い
、
平
安
神
宮

と
日
本
刀
の
伝
説
の
地
三
条
と
の
交

差
す
る
場
所
に
、
多
く
の
先
輩
方
の

ご
支
援
と
ご
縁
を
賜
り
、
出
店
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
本
刀
文
化
に
馴
染
み
の
な
い

方
々
で
も
歴
史
遺
産
の
街
京
都
を
観

光
し
、
刀
剣
に
目
を
向
け
て
い
た
だ

く
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
日
本
刀
普
及
の
た
め
、

全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。」

■
お
店
＝
〒
６
０
５-

０
０
０
１ 

京
都

市
東
山
区
三
条
通
白
川
橋
東
入
二
丁
目

西
町
一
四
九-

一　

☎
〇
七
五-

七
〇
八-

八
二
一
〇�

（
宮
澤
　
琢
）

宗
近
の
故
地
京
三
条
で
の
新
た
な
挑
戦

玉山名史刀と玉山真敏さん

　

今
回
は
縁
の
下
の
力
持
ち
、
組
合

事
務
局
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ス
タ
ッ
フ
は
二
名
、
組
合
事
務
歴

十
五
年
目
の
有
山
智ち

か

こ
和
子
さ
ん
と
同

八
年
目
の
小
田
島
純
子
さ
ん
。
普
段

は
新
大
久
保
の
組
合
事
務
所
で
仕
事

を
し
て
い
ま
す
が
、
組
合
交
換
会
や

大
刀
剣
市
で
は
会
場
で
受
付
や
会

計
、
そ
の
他
諸
々
の
雑
用
ま
で
ベ
テ

ラ
ン
の
こ
の
お
二
人
が
呼
吸
を
そ
ろ

え
て
こ
な
し
て
い
ま
す
。

　

要
望
の
多
い
わ
れ
わ
れ
組
合
員
の

イ
ベ
ン
ト
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
の
方
々
の
お
か
げ
な
の

で
す
。「
所
有
者
変
更
届
を
送
っ
て
く

れ
」「（
交
換
会
）
売
買
確
認
証
の
記
載

が
間
違
っ
て
い
る
」
な
ど
、
困
っ
た
と

き
に
皆
さ
ん
も
手
助
け
し
て
も
ら
っ

た
記
憶
が
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
の
方
々
か
ら
の
問
い

合
わ
せ
へ
の
一
次
対
応
や
日
刀
保
の

『
刀
剣
美
術
』
へ
の
広
告
取
り
ま
と

め
、
警
察
か
ら
の
品
触
れ
対
応
、
そ

し
て
こ
の
『
刀
剣
界
』
の
配
布
等
々

広
範
な
業
務
を
こ
な
し
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
「
大
刀

剣
市
」
が
近
づ
く
と
仕
事
は
膨
大
に

増
え
て
、
残
業
の
日
々
に
な
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
慌
た
だ
し
い
毎
日
の
お
二

人
は
、「
私
た
ち
は
い
つ
も
理
事
長

や
専
務
理
事
に
判
断
を
仰
い
で
、
そ

の
指
示
の
下
で
動
い
て
い
る
だ
け

で
す
」
と
謙
虚
に
語
り
ま
す
。
一
方

で
、「
組
合
か
ら
届
い
た
文
書
に
は

必
ず
目
を
通
し
て
く
だ
さ
い
。
い
つ

も
約
束
事
が
守
ら
れ
な
い
の
で
確
認

や
督
促
に
骨
が
折
れ
ま
す
」
と
、
耳

が
痛
い
要
望
も
あ
り
ま
し
た
。

　

お
二
人
の
苦
労
が
少
し
で
も
減
る

よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
早
め
の
対
応
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。 

（
松
本
義
行
）

■
全
刀
商
の
活
動
紹
介
　
組
合
事
務
局

縁
の
下
の
力
持
ち

松
田
刀
剣
が
新
御
徒
町
に
移
転
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日
本
善
清
堯（
花
押
）

南
無
妙
法
蓮
華
経　

甲
寅
之
初
夏　

其
日
庵
主
人
御
手
製

　

刀
剣
ブ
ー
ム
。
先
輩
方
か
ら
そ
ん

な
話
を
伺
う
と
、
と
て
も
驚
愕
す
る

こ
と
ば
か
り
で
す
。
例
え
ば
デ
パ
ー

ト
で
即
売
会
を
催
し
た
と
き
、
開
店

前
か
ら
長
蛇
の
列
が
で
き
、
オ
ー
プ

ン
と
同
時
に
客
が
殺
到
し
刀
の
取
り

合
い
も
起
き
た
と
か
。

　

か
つ
て
は
そ
ん
な
華
や
か
で
血
気

盛
ん
な
刀
剣
界
で
し
た
が
、
今
は
あ

ま
り
若
者
は
い
ま
せ
ん
。
刀
剣
愛
好

家
に
も
、
若
者
は
数
多
く
な
い
と
思

い
ま
す
。
私
事
で
す
が
、
同
級
生
や

知
人
に
刀
剣
商
だ
と
言
う
と
、
正
直

あ
ま
り
良
い
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
受
け

ま
せ
ん
。
今
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
銃
刀

法
違
反
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
る
と
、

ど
う
し
て
も
日
本
刀
に
悪
影
響
が
及

び
ま
す
。
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
若
者
世

代
に
は
大
き
く
作
用
し
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
力
と
は
す
ご
い
も
の

で
、
何
の
野
菜
が
健
康
に
良
い
と
か

言
え
ば
、
次
の
日
か
ら
そ
の
野
菜
が

売
り
切
れ
状
態
に
。
そ
の
影
響
力
に

は
と
て
も
関
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
は
、
世
界
各
国
の
お
客
さ
ま

が
と
て
も
日
本
刀
に
興
味
を
持
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
海
外
に
は
私
の

よ
う
な
二
十
歳
代
で
日
本
刀
に
興
味

が
あ
り
、
勉
強
を
し
て
刀
の
収
集
を

始
め
、
重
要
刀
剣
を
買
っ
て
く
だ
さ

っ
た
よ
う
な
方
も
い
ま
す
。

　

な
ぜ
海
外
に
は
若
者
の
愛
好
家
が

数
多
く
い
る
の
か
…
。
海
外
メ
デ
ィ

ア
で
は
日
本
の
こ
と
、
刀
、
サ
ム
ラ

イ
、
ア
ニ
メ
な
ど
盛
ん
に
取
り
上
げ

て
い
る
そ
う
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
も
若
者
が
自
然
と
日
本
の
も
の

に
興
味
を
抱
く
そ
う
で
す
。

　

日
本
で
も
日
本
刀
の
良
い
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
や

は
り
メ
デ
ィ
ア
の
力
が
必
要
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
き
っ
と
い
ろ
い
ろ
な

方
が
日
本
刀
の
魅
力
に
興
味
を
持
つ

は
ず
で
す
。

　

私
は
今
年
刀
剣
商
に
な
っ
て
、
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
ば
か
り
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
永
き
人
生
の
中
、
ぜ
ひ

と
も
国
内
外
と
刀
剣
界
を
盛
り
上
げ

て
、
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、

刀
剣
ブ
ー
ム
を
起
こ
せ
た
ら
な
と
思

い
ま
す
。

新
堀 

賀
将

メ
デ
ィ
ア
の
力
で

刀
剣
ブ
ー
ム
を

7

た
戦
前
の
著
名
愛
刀
家
、
杉
山
茂
丸

（
号
其そ

の

日ひ

庵あ
ん

）
の
愛
刀
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

杉
山
茂
丸
（
元
治
元
年
〈
一
八
六

四
〉
～
昭
和
十
年
〈
一
九
三
五
〉）

は
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
初
期
に

か
け
て
、
幕
末
の
坂
本
龍
馬
の
よ
う

な
役
割
（
自
ら
は
官
職
も
議
席
も
持

た
な
い
在
野
の
浪
人
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
政
界
実
力

者
と
結
び
、
国
事
に
奔
走
）
を
果
た

し
、「
政
界
の
黒
幕
」
と
呼
ば
れ
た

大
人
物
で
あ
り
、
同
時
に
伊
東
巳
代

治
氏
と
並
ぶ
戦
前
の
大
愛
刀
家
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
幻
想
作
家
の

夢
野
久
作
は
、
そ
の
長
男
。

　

本
間
薫
山
博
士
は
そ
の
著
書
の
中

で
「
一
番
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
で

あ
り
、
刀
屋
は
網
屋
こ
と
小
倉
総
右

衛
門
を
非
常
に
可
愛
が
り
、
ま
た
職

人
を
非
常
に
可
愛
が
る
人
で
、
特
に

研
師
で
は
平
井
千
葉
。
私
が
学
生
時

代
に
鍛
え
ら
れ
た
築
地
刀
剣
会
（
鑑

賞
会
）
に
い
つ
も
鑑
賞
刀
を
お
持
ち

に
な
り
、
そ
う
と
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
賞
賛
さ
れ
て

い
る
。
戦
後
刀
剣
界
の
第
一
人
者
の

ま
さ
に
親
分
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
豪
快
な
人
物
像
を
表
す
逸
話

に
は
枚
挙
に
遑い

と
ま

が
な
い
が
、
一
例
を

挙
げ
る
と
「
所
蔵
し
た
刀
に
は
必
ず

新
規
に
拵
を
つ
け
、
上
等
の
研
ぎ
を

し
、
お
化
粧
も
文
句
の
な
い
よ
う
な

状
態
に
し
て
出
す
、
そ
れ
が
愛
刀
家

の
心
が
け
で
あ
る
」
を
持
論
と
し
、

な
ぜ
拵
を
付
け
る
の
か
聞
か
れ
た
際

に
は
「
自
分
の
う
ち
の
可
愛
い
娘
を

ひ
と
さ
ま
の
前
に
出
す
の
に
、
着
物

を
着
せ
な
い
で
裸
で
出
す
こ
と
が
あ

る
か
」
と
答
え
た
と
い
う
の
は
、
氏

の
日
本
刀
へ
の
深
い
愛
情
を
示
す
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
る
。

　

競
う
よ
う
に
拵
を
作
っ
た
伊
東
巳

代
治
氏
の
拵
は
名
物
包
丁
正
宗
や
重

要
美
術
品
の
相
州
広
光
な
ど
、
今
日

で
も
拝
見
の
機
会
は
あ
る
が
、
杉
山

氏
の
好
み
で
製
作
し
た
拵
は
現
在
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
行
方
不
明
の
ま
ま
で

あ
り
、
本
作
は
ま
さ
に
珍
品
中
の
珍

品
で
あ
る
。

　

さ
す
が
一
時
代
を
代
表
す
る
愛
刀

家
の
旧
蔵
品
と
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
と

と
も
に
、
江
戸
時
代
前
期
に
製
作
さ

れ
た
作
品
を
た
ゆ
ま
ぬ
手
入
れ
に
よ

り
、
こ
こ
ま
で
健
全
に
保
存
し
た
歴

代
所
有
者
た
ち
の
愛
刀
精
神
に
敬
意

を
表
し
、
私
た
ち
も
後
世
に
こ
の
感

動
を
伝
え
る
べ
く
、
す
べ
て
の
作
品

を
愛
し
、
手
入
れ
欠
か
さ
ず
大
事
に

扱
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
た
い
も
の
で

あ
る
。 

（
飯
田
慶
雄
）

　

江
戸
時
代
前
期
、
武
蔵
国
で
活
躍

し
た
野
田
繁
慶
の
杉
山
茂
丸
氏
旧
蔵

の
作
品
で
あ
る
。

　

繁
慶
は
三
河
の
生
ま
れ
で
、
野
田

善
四
郎
清
堯
と
い
い
、
元
は
徳
川
家

抱
え
の
鉄
砲
鍛
冶
で
あ
っ
た
が
、
元

和
二
年
（
一
六
一
六
）
家
康
没
後
、

江
戸
に
出
て
刀
鍛
冶
に
転
じ
た
。
初

代
康
継
と
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ
く
し
、

江
戸
鍛
冶
の
先
駆
者
と
言
え
る
。

　

本
作
は
作
域
、
健
全
さ
、
外
装
の

三
点
に
加
え
、
伝
来
に
お
い
て
も
非

常
に
珍
し
い
作
品
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
繁
慶
が
鉄
砲
鍛
冶
か
ら
刀
鍛
冶

に
転
じ
た
最
初
期
の
「
清
堯
」
銘
の

作
品
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
滅
多
に
お

目
に
か
か
れ
な
い
珍
品
で
あ
る
が
、

何
と
ご
覧
の
通
り
無
反
り
の
造
り
込

み
で
あ
る
。
他
に
類
を
見
な
い
こ
の

体
配
は
繁
慶
の
作
中
で
も
異
風
中
の

異
風
で
あ
り
、
繁
慶
そ
の
人
を
示
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
体
い
か
な

る
事
情
で
注
文
さ
れ
た
作
品
な
の
か

想
像
を
か
き
立
て
ら
れ
る
。

　

ま
た
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
腰
元
に

は
四
セ
ン
チ
余
に
及
ぶ
長
寸
な
「
初う

ぶ

刃ば

」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
日
本
刀
は

製
作
時
、
鎺
上
数
セ
ン
チ
は
刃
が
つ

く
ほ
ど
に
は
研
が
な
い
で
残
し
て
お

き
、
そ
こ
を
初
刃
と
言
う
が
、
後
に

数
度
の
研
磨
を
経
て
初
刃
は
失
わ
れ

て
い
っ
て
し
ま
う
。
新
々
刀
な
ど
に

は
わ
ず
か
に
初
刃
が
残
っ
た
作
品
を

ま
れ
に
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
四
セ

ン
チ
と
い
う
長
さ
は
新
作
刀
の
よ
う

で
あ
り
、
ま
さ
に
打
ち
下
ろ
し
の
ま

ま
現
代
に
伝
わ
っ
た
恐
る
べ
き
遺
作

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
こ
ま
で
健
全
に
初
刃
を

残
し
た
作
品
は
現
代
刀
以
外
で
は
、

国
立
博
物
館
蔵
の
国
宝
・
上
杉
太

刀
、
同
じ
く
国
立
博
物
館
蔵
の
重
要

文
化
財
・
北
条
の
太
刀
と
い
う
特
殊

な
事
情
で
奉
納
さ
れ
た
二
振
を
経
眼

す
る
だ
け
で
あ
り
、
本
作
に
そ
れ
を

見
つ
け
た
と
き
は
、
ま
さ
に
鳥
肌
が

立
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

　

本
作
に
付
帯
の
変
わ
り
鞘
に
は
、

「
南
無
妙
法
蓮
華
経　

甲
寅
之
初
夏

　

其
日
庵
主
人
御
手
製
」
と
の
文
が

厚
手
の
金
蒔
絵
に
て
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
よ
り
本
作
が
世
に
聞
こ
え

■
一
筆
啓
上

　

賀よ
し
ま
さ将

さ
ん
は
昭
和
六
十
一
年
一
月
一

日
、
新
堀
美
術
刀
剣
店
主
新
堀
孝
道

氏
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
現
在

二
十
七
歳
。
昨
年
結
婚
し
、
新
堀
美
術

刀
剣
店
の
海
外
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事

業
を
担
当
し
て
い
る
。

　

弱
冠
十
八
歳
に
し
て
刀
剣
の
世
界
に

飛
び
込
み
、
筆
者
と
と
も
に
都
内
の
某

刀
剣
店
に
て
、
修
業
と
い
う
名
の
辛
く

厳
し
い
シ
ゴ
キ
を
受
け
た
。
そ
し
て
昨

年
初
頭
、
つ
い
に
脱
走
を
果
た
し
現
在

に
至
る
。

　

氏
の
人
懐
っ
こ
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と

元
来
の
真
面
目
な
性
格
か
ら
、
諸
先
輩

に
可
愛
が
ら
れ
な
が
ら
刀
剣
商
の
道
を

邁
進
中
で
あ
る
。

　

日
本
刀
を
愛
し
、
妻
を
愛
し
、
人
を

愛
し
、
犬
を
愛
す
る
優
し
い
人
柄
は
商

売
に
も
表
れ
、
常
に
お
客
さ
ま
に
可
愛

が
ら
れ
、
ま
た
仲
間
に
も
愛
さ
れ
る
刀

剣
商
で
あ
る
。

　

不
遇
な
丁
稚
奉
公
時
代
を
通
し
て
、

古
き
良
き
伝
統
と
、
あ
る
意
味
で
閉
鎖

的
な
こ
の
刀
剣
業
界
を
、
革
新
的
で
開

か
れ
た
世
界
に
す
る
こ
と
を
望
む
気
鋭

の
人
材
で
も
あ
る
。�

�

（
宮
澤
　
琢
）

脇
指　

銘 

日
本
善
清
堯
（
花
押
）

 

（
繁
慶
初
期
銘
）

刃
長
一
尺
六
寸
九
分　

反
り
な
し

私
が
出
会
っ
た
珍
品

〈
杉
山
茂
丸
旧
蔵
の
繁
慶
〉

土肥富作・土肥豊久

〒940-0088 新潟県長岡市柏町1-2-16
TEL 0258-33-8510
FAX 0258-33-8511

http://wakeidou.com/

刀剣・書画・骨董

新堀賀将さん（左）と筆者

●交換会紹介●
［西日本甲冑交換会］
　東京都渋谷区に本拠を置く日本刀籏谷の店
主籏谷大輔氏が、岡山県で甲冑の交換会を開
催している。
　西日本甲冑交換会は、40年の長きにわたっ
て開催されてきた老舗交換会だ。40歳と若い
籏谷氏だが、昨年この交換会の会主に就任し
た。
　40年続けてきた前の会主が、高齢を理由に
会の終了を考えていたところ、籏谷氏はこの
交換会を終わらせてはならないという思いか
ら引き継いだのである。
　籏谷氏の威勢のいい掛け声とともに、西日
本甲冑交換会はさらなる発展を目指してい
る。また、４月20日には東京グランドホテル
を会場に大会開催を予定している。
　例会は毎月20日。会場は、みのるガーデン

（〒700-0904 岡山市北区柳町１- ４- ８-201）。
　事務局＝東京都渋谷区代々木4-22-11-1階
　　　　　日本刀籏谷　☎03-5350-8513
 （宮澤　琢）
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正
月
九
日
、
江
戸
東
京
博
物
館
に

行
っ
て
き
た
。
今
回
の
展
示
は
、
開

館
二
十
周
年
の
記
念
特
別
展
「
尾
張

徳
川
家
の
至
宝
」
で
あ
る
。

　

会
場
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
た
途

端
に
、
い
き
な
り
銀
溜
白
糸
威
具
足

（
徳
川
義
直
所
用
）
が
迎
え
て
く
れ

た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
一
尚
武
、
二

晴
雅
、
別
格
と
し
た
至
宝
「
源
氏
物

語
絵
巻
」「
初
音
の
調
度
」、
三
教
養

の
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
い
き
な
り

尚
武
で
あ
る
か
ら
、
す
ぐ
に
目
的
に

た
ど
り
着
く
。

　

ま
ず
は
国
宝
「
来
孫
太
郎
作
（
花

押
） 

正
応
五
年
壬
辰
八
月
十
三
日
」

で
あ
る
。
来
孫
太
郎
を
来
国
俊
と
し

て
伝
来
し
て
い
る
太
刀
だ
。

　

続
い
て
、
次
も
国
宝
。
金
象
嵌
銘

「
正
宗
磨
上 

本
阿
彌
（
花
押
）」（
名

物
池
田
正
宗
）。
次
に
村
正
、
朱
銘

「
兼
氏
（
花
押
）」
と
来
て
、
今
回
唯

一
の
脇
指
「
虎
徹
興
里
作 

寛
文
五

年
三
月
吉
日
」。

　

こ
れ
は
今
回
初
め
て
拝
見
す
る

　

一
月
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
、
靖

国
神
社
遊
就
館
に
て
特
別
展
「
奉
納

新
春
刀
剣
展
」
が
靖
国
神
社
・
全
日

本
刀
匠
会
関
東
支
部
主
催
で
開
催
さ

れ
、
大
盛
況
で
あ
っ
た
。

　

本
特
別
展
は
、年
の
始
め
に
際
し
、

関
東
地
区
の
刀
匠
約
二
十
名
が
各
々

真
心
込
め
て
打
ち
上
げ
た
最
新
作
の

刀
剣
を
展
示
し
、
多
く
の
方
々
に
日

本
文
化
の
粋
た
る
名
刀
の
輝
き
に
触

れ
、
わ
が
国
の
伝
統
文
化
の
美
と
聖

が
、
大
切
先
の
長
脇
指
で
、
い
か

に
も
刃
味
の
良
さ
そ
う
な
作
品
で
あ

る
。
虎
徹
が
乕
徹
に
な
る
の
は
寛
文

四
年
秋
ご
ろ
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
寛
文
五
年
と
年
紀
を
切

っ
て
お
り
、
虎
徹
の
初
期
作
風
と
銘

字
の
移
り
変
わ
り
を
示
す
貴
重
な
作

品
で
あ
ろ
う
。
尾
張
家
三
代
綱
誠
が

注
文
し
、
寛
文
七
年
に
買
い
上
げ
た

こ
と
が
、
尾
張
家
の
記
録
か
ら
わ
か

る
そ
う
だ
。

　

そ
れ
か
ら
、
無
銘
保
昌
短
刀
（
徳

川
家
康
所
持
）。最
後
に
国
宝「
国
宗
」

で
あ
る
。こ
の
国
宗
も
素
晴
ら
し
い
。

物
打
下
の
刃
文
な
ん
ぞ
、
二
重
刃
風

で
何
と
も
言
え
な
い
風
情
で
あ
る
。

　

刀
は
こ
れ
だ
け
だ
が
、
こ
の
後
に

尾
張
家
十
四
代
帯
用
の
大
小
拵
。
刀

装
具
は
、
こ
れ
も
祐
乗
の
丸
木
橋
三

所
物
を
筆
頭
に
、
宗
乗
、
乗
真
、
光

乗
、
徳
乗
の
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
火
縄
銃
も
、
宍
粟
鋳
鉄

三
重
張
「
慶
長
拾
六
年
十
月
吉
日　

日
本
清
堯
（
花
押
）」
と
銘
す
る
繁

を
鑑
賞
願
い
た
い
、
と
の
理
念
に
よ

り
企
画
さ
れ
て
い
る
。

　

本
展
期
間
中
に
は
同
時
企
画
と
し

て
、
研
師
・
鞘
師
・
彫
金
師
・
刀
匠

ら
に
よ
る
実
技
公
開
も
毎
年
行
わ
れ

る
。
刀
身
の
研
磨
、
彫
刻
、
鞘
の
製

作
、
銘
切
り
な
ど
の
秘
技
・
実
技
が

見
ら
れ
、
ま
た
希
望
者
に
は
甲
冑
の

着
付
も
体
験
で
き
る
と
あ
っ
て
、
多

く
の
愛
刀
家
や
新
年
を
祝
う
家
族
連

れ
な
ど
に
楽
し
ま
れ
て
い
る
（
職
方

慶
の
作
が
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
弓
馬
具
、
陣
中

道
具
、
火
事
装
束
と
展
示
が
続
く
。

　

そ
れ
か
ら
、
晴
雅
、
至
宝
、
教
養

と
続
く
が
、
茶
道
、
能
、
香
道
、
琴
、

琵
琶
、
三
味
線
、
囲
碁
、
将
棋
、
書

画
、
古
筆
、
そ
れ
に
源
氏
物
語
絵
巻
、

初
音
の
調
度
と
拝
見
し
、
徳
川
時
代

の
大
大
名
の
見
識
の
深
さ
を
つ
く
づ

く
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
教
養
の
コ
ー
ナ
ー
に
あ

っ
た
、
わ
れ
わ
れ
に
も
わ
か
る
も
の

を
一
点
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

新
古
今
和
歌
集
抜
書
、
本
阿
彌
光

悦
筆
。

　

光
悦
は
、
徳
川
・
前
田
を
は
じ
め

と
す
る
武
家
、
近
衛
信
尹
・
烏
丸
光

広
ら
の
公
家
、
茶
屋
四
郎
次
郎
・
角

倉
素
庵
ら
の
豪
商
な
ど
と
交
友
を
結

び
、
刀
剣
の
鑑
定
、
書
画
は
言
う
に

及
ば
ず
、
蒔
絵
や
陶
芸
な
ど
に
も
秀

で
、
芸
術
家
・
文
化
人
と
し
て
重
き

を
な
し
た
。

　

こ
ん
な
巻
物
が
何
気
な
く
置
い
て

あ
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

�

（
持
田
具
宏
）

に
よ
り
実
演
日
程
は
異
な
る
）。

　

今
回
は
、
実
際
に
奉
仕
者
と
し
て

毎
年
参
加
し
て
い
る
研
師
の
藤
代
龍

哉
氏
に
現
場
の
職
人
が
ど
の
よ
う
な

考
え
で
参
加
さ
れ
て
い
る
の
か
、
生

の
意
見
を
伺
っ
て
み
た
。

Ｑ
：
新
春
展
覧
会
に
ど
の
よ
う
な
意

義
、
目
的
を
見
出
し
て
い
ま
す

か
？

Ａ
：
日
本
刀
を
見
た
こ
と
の
な
い

方
、
知
っ
て
は
い
て
も
鑑
賞
の

仕
方
の
わ
か
ら
な
い
方
な
ど

に
、
実
演
し
て
い
る
仕
事
を
通

イ
ベ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト

尾
張
徳
川
家
の
至
宝

大
大
名
の
見
識
の
深
さ
に
驚
嘆
す
る

靖
国
神
社
遊
就
館
特
別
展
「
奉
納
新
春
刀
剣
展
」

恒
例
の
奉
納
展
と
公
開
実
演
が
初
詣
で
客
に
も
好
評

ブック・レビュー　BOOK REVIEW

柄
巻
師
が
書
い
た
拵
の
掟
と
伝
統
技

『
尾
張
拵･

柳
生
拵
』�

坂
入
眞
之 

著

本
体
六
〇
〇
〇
円
＋
税　

里
文
出
版

　

私
が
拵
の
勉
強
を
し
よ
う
と
資

料
を
探
し
て
い
た
と
き
『
刀
剣

美
術
』
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

に
、
著
者
の
「
尾
張
拵
（
含
柳
生

拵
）
に
就
て
―
一
柄
巻
職
の
立
場

か
ら
」
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
昭
和
五
十
六
年
の
第
二
九
七

号
（
十
月
号
）
か
ら
第
二
九
九
号

（
十
二
月
号
）
ま
で
の
三
冊
を
古

書
で
見
つ
け
、
そ
れ
を
コ
ピ
ー
し

て
、
毎
日
の
通
勤
時
間
に
す
り
切

れ
る
ほ
ど
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。

　

こ
の
本
で
は
、
尾
張
の
刀
装
具

の
特
徴
が
カ
ラ
ー
で
鮮
明
に
余
す

と
こ
ろ
な
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

幕
末
の
尾
張
拵
の
特
徴
（
掟
）
が

大
変
に
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

刀
の
本
は
多
い
の
で
す
が
、
拵

の
本
は
少
な
い
の
で
す
。
真
の
尾

張
拵
・
柳
生
拵
を
正
確
に
後
世
に

残
し
、
伝
え
て
行
く
こ
と
が
大
切

だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。愛
刀
家
、

愛
拵
家
の
皆
さ
ま
、
ぜ
ひ
お
読
み

く
だ
さ
い
。

　
「
尾
張
刀
工
銘
鑑
」（
刀
剣
研
究

家
の
杉
浦
良
幸
氏
執
筆
）
も
掲
載

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
愛
刀
家

の
方
に
も
、
刀
剣
商
の
方
に
も
良

い
資
料
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
柄
真
伝
書
―
柄
巻
秘
伝
」
は
、

こ
れ
ま
で
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
柄
巻
き
の
技
が
わ
か
り

や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
柄

巻
師
が
ど
の
よ
う
に
し
て
柄
前
を

下
地
か
ら
作
っ
て
い
る
の
か
、
よ

く
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
柄
巻
き
の

技
術
を
こ
の
よ
う
に
書
い
た
本
は

今
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
海
外
の
愛
刀
家
か
ら

も
高
い
評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
本
の
よ
う
に
、
日
本
各
地

の
「
お
国
拵
」（
肥
後
・
薩
摩
・

加
賀
・
水
戸
・
庄
内
な
ど
）
を
紹

介
す
る
本
が
も
っ
と
出
版
さ
れ

て
く
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

 

（
中
村
隆
司
）

〈
著
者
〉�

さ
か
い
り
・
ま
さ
ゆ
き

号
・
柄
真
（
つ
か
し
ん
）。
昭
和
二
十
二
年
四
月
愛
知
県
生
ま
れ
。
同
志
社
大
学

法
学
部
卒
。
中
小
企
業
診
断
士
・
不
動
産
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
資
格
取
得
。
公
益
財

団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
無
鑑
査
・
講
師
。
同
評
議
員
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
の
「
サ
ラ
メ

シ
」は
食
傷
気
味
の
民
放
グ
ル
メ
番
組

と
は
一
味
も
二
味
も
違
う
と
人
気
だ

が
、
こ
れ
に
昨
年
、
当
組
合
賛
助
会
員

の
研
師
・
佐
々
木
卓
史
さ
ん
の
一
門

が
取
り
上
げ
ら
れ
、話
題
を
呼
ん
だ
。

　

そ
の
番
組
が
三
月
一
日
か
ら
一
カ

月
間
、
全
日
空
国
際
線
の
機
内
オ
ン

デ
マ
ン
ド
放
送
で
放
映
さ
れ
て
い
る
。

題
し
て
「
人
を
育
て
る
サ
ラ
メ
シ
」。

　

埼
玉
県
三
郷
市
に
あ
る
佐
々
木
さ

ん
の
美
術
刀
剣
研
磨
所
に
は
現
在
、

水
田
吉
政
、
相
良
雄
一
、
ア
ン
ド
リ

ュ
ー･

イ
ク
リ
ン
ガ
ル
ら
住
み
込
み

の
弟
子
の
ほ
か
、
通
い
の
弟
子
も
い

て
、
梁
山
泊
状
態
だ
。
で
、
今
回
の

主
役
は
、
入
門
七
年
目
の
秋
田
勇
喜

君
。
彼
の
ま
か
な
い
役
ぶ
り
を
中
心

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

研
磨
の
進
歩
と
も
相
ま
っ
て
、
彼

の
料
理
の
腕
前
は
近
ご
ろ
と
み
に
上

が
っ
て
い
る
と
か
。
番
組
で
も
魚
の

化
粧
塩
な
ど
が
さ
り
げ
な
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　

師
弟
が
仲
良
く
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
む

姿
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
。「
寝
食
を
共

に
し
て
生
ま
れ
る
信
頼
関
係
」「
刀

も
料
理
も
感
性
の
世
界
」「
仕
事
が

う
ま
く
い
か
な
い
と
き
は
メ
シ
も
ま

ず
い
」「
仕
事
が
で
き
る
ヤ
ツ
は
料

理
も
で
き
る
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
か

ら
名
言
が
ポ
ン
ポ
ン
飛
び
出
す
。

　

一
般
の
視
聴
者
か
ら
は
、「
建
前

で
は
な
い
、
伝
統
の
世
界
の
人
づ
く

り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か

っ
た
」
な
ど
の
反
響
も
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。�

（
Ｔ
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ「
サ
ラ
メ
シ
」研
師
編
が
全
日
空
国
際
線
で
放
映

佐々木師（左）と弟子たち（ＮＨＫ提供）

組合こよみ （平成25年1月～2月）

1 月 9 日

17日

17日

2 月 8 日

17日

銀座刀剣倶楽部会場にて『刀剣界』第
９号編集委員会（校正）。
東京美術倶楽部にて組合交換会を開
催。参加60名、出来高9,990,000円。
東京美術倶楽部にて『刀剣界』第10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・嶋
田理事・綱取理事・服部理事・冥賀理
事・赤荻監事・持田監事・飯田慶雄氏・
大平将広氏・生野正氏・新堀賀将氏・
松本義行氏・宮澤琢氏・土子民夫氏。
深海理事長・清水専務理事・伊波常務
理事・新堀理事が産経新聞社を訪問、

「明美ちゃん基金」に310,000円を寄付。
平成２年からの累計額6,305,000円に。
東京美術倶楽部にて組合交換会を開
催。参加48名、出来高14,098,550円。

←次ページに続く
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　公益財団法人日本刀文化振興協会
は平成25年度の公益目的事業とし
て、第４回「新作日本刀 研磨 外装 
刀職技術展覧会」を開催します。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す。開催
の概要は下記の通りです。
名称：「伝わる技 伝える技」
　　　第４回新作日本刀 研磨 外装
　　　刀職技術展覧会
会場：大倉集古館

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・局
　　　長賞など数点を申請）・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15日㈪～18日㈭
　　　大倉集古館にて
授賞式：６月７日㈮または８日㈯を

予定（後日決定）
展示：６月８日㈯～７月28日㈰

■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　URL http://www.nbsk-jp.org/

第４回「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」

　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
した多くの皆さまに現代技術の優秀
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
とを目的としています。
部門：作刀は「太刀・刀・脇指・薙
刀・槍」の部と「短刀・剣」の部の
２部門、および彫金の部（鐔・縁頭・
小柄・笄・目貫）の全３部門。
授賞：

　多種多様な刃文の中でも、日本刀
の華と称される丁子刃。その形状が、
香料や生薬として用いられる丁子に
似ていることに由来します。刀剣で
はその丁子の刃文に着目し、古備前
物に見られる丁子刃の萌芽から新々
刀期の作品まで、時代に合わせてさ
まざまに変化する丁子の形を紹介し
ます。
　刀装・刀装具の世界では、古くよ

　正宗賞　賞金20万円および副賞
　特賞（協会会長賞等）
　　　　　賞金10万円及び副賞
　優秀賞　賞金５万円
　努力賞　賞金２万円
　新人賞　賞金５万円
受付：４月１日㈪～３日㈬
表彰式：５月中旬の予定
展示：５月14日㈫～６月16日㈰刀剣

博物館。以後、埼玉県・川越
市立博物館、山形県・致道博
物館にて巡回展示の予定。

り身近な植物を意匠として多くの作
品が制作されました。この度は新暦
旧暦あわせて広義にとらえ、刀装・
刀装具に表された麗しき春のよそお
いをご覧いただけます。
　併せて、大隅俊平氏や米光太平氏
など重要無形文化財保持者（人間国
宝）の作品もご鑑賞ください。
〈会期〉１月５日㈯～５月12日㈰
　　　月曜休館（祝日は開館）

■公益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
　URL http://www.touken.or.jp/

平成25年新作名刀展

春のよそおい～刀剣･刀装･刀装具にみる植物の意匠～

■東京国立博物館
　〒110-8712 東京都台東区上野公園13- ９　☎03-3822-1111（代表）

　日本人は古来、自然の中に人知を
超えたものを感じ、山・岩・木など
自然物の中に神を見出し、畏れ敬っ
てきました。やがて神々を祀る神社
が建てられ、祭神の調度品である神
宝や、祭神の姿を表した神像などが
作られました。神社は、神聖な場所
として尊崇され、神像や宝物が大切
に守り伝えられてきました。
　この展覧会は、伊勢神宮の第62回
式年遷宮を機に、神社本庁をはじめ、
日本全国の神社の全面的な協力を得
て、神社の宝物や日本の神々に関す

る文化財を総合的にご覧いただく、
貴重な機会となります。
〈展観の構成〉
第１章　古神宝
第２章　祀りのはじまり
第３章　神社の風景
第４章　祭りのにぎわい
第５章　伝世の名品
第６章　神々の姿
〈会期〉４月９日㈫～６月２日㈰
　　　月曜休館。ただし４月29日・

５月６日は開館、５月７日は
休館

国宝 大神社展

　日本鉄鋼協会「鉄の技術と歴史」研究フォーラムでは、日本古来の製鉄法と
加工法の技術と歴史を世界史的・科学的に研究し、学問的課題の解明を目指す
とともに、新たな鉄鋼技術のシーズを探求することを目的としています。
　一昨年、東日本大震災に見舞われた東北地方の震災復興支援を通して、製鉄
遺跡関連遺物・遺跡のスラグ解析による実証的な研究、また、たたら炉操業で
の銑押しと鉧押しの実証的な研究に向けて、製鉄プロセスへの工学的アプロー
チの要望を会員および専門研究者からいただきました。これを受けて、本フォー
ラムでは、「鉄の歴史における製鉄プロセス工学研究会」を発足する運びとな
りました。
　今回は、この「鉄の歴史における製鉄プロセス工学研究会」の発足を記念す
るとともに、会員各位よりのご賛同、また、ご助言を仰ぎたく講演会を下記に
より開催します。多数の方々のご参加を期待しております。
〈日時〉４月27日㈯13:00～16:50
〈会場〉千葉工業大学 津田沼キャンパス新１号棟３階大教室 
〈主な講演〉
・鉄の技術と歴史研究フォーラムの鉄鋼プレゼンス研究開発委員会における役

割と新研究会への期待　高橋礼二郎（元東北大学）
・鉄鉱石から感じる鉄パワーの不思議　稲角忠弘（元新日本製鐵）
・出土鉄滓の化学成分と平衡状態図の関係　天辰正義（元JFEテクノリサーチ）
・プロセス工学的に見た古来の砂鉄製錬　板谷宏（元JFEテクノリサーチ）
・鉄の歴史における製鉄プロセス工学研究会の背景と展望　松井良行（コベル

コ科研）
〈参加費〉（会場受付にて支払い）
・講演会 2,000円（含論文集代）　・懇親会 3,000円
〈参加申し込み〉FAXまたはE-mailにて４月19日㈮までに下記へ
　運営委員・松井良行
　FAX：078-993-4403　E-mail：matsui.yoshiyuki@kki.kobelco.com

■一般社団法人日本鉄鋼協会　総合企画部門　鉄鋼プレゼンス研究調査委
員会「鉄の技術と歴史」研究フォーラム

「どのようにして古来製鉄法をプロセス工学的に解明するか」

し
て
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
た

ら
と
思
っ
て
、
普
段
の
実
演
よ

り
で
き
る
だ
け
お
客
さ
ま
と
話

を
し
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
：
い
つ
ご
ろ
か
ら
参
加
し
て
き
た

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
十
六
年
ほ
ど
前
か
ら
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。

Ｑ
：
今
年
は
い
か
が
で
し
た
か
？

Ａ
：
毎
年
こ
こ
で
実
技
奉
納
と
い
う

形
で
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
大

変
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
、
こ
こ
が
毎
年
仕

事
始
め
と
な
る
の
で
、
気
合
が

入
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
：
ど
の
よ
う
な
お
客
さ
ま
が
来
場

さ
れ
て
い
ま
す
か
？

Ａ
：
初
詣
で
を
終
え
て
ふ
ら
っ
と
寄

ら
れ
る
方
が
大
半
で
す
が
、
毎

年
わ
ざ
わ
ざ
遠
方
か
ら
実
演
を

見
に
来
ら
れ
る
方
も
い
ま
す
。

私
は
入
門
し
て
す
ぐ
か
ら
実
演

し
て
い
た
の
で
す
が
、
毎
年
来

ら
れ
る
方
に
「
お
っ
、
去
年
よ

り
だ
い
ぶ
良
く
な
っ
た
な
！
」

と
言
わ
れ
た
と
き
は
、
去
年
の

自
分
が
恥
ず
か
し
い
の
と
、
褒

め
て
い
た
だ
い
た
の
が
嬉
し
い

の
と
半
々
で
、
思
わ
ず
「
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
返
事

し
た
の
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

そ
の
方
は
そ
れ
か
ら
も
し
ば
ら

く
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

Ｑ
：
今
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て

い
き
た
い
で
す
か
？

Ａ
：
特
に
小
さ
い
子
供
に

見
せ
た
い
の
で
す
。

実
演
中
で
も
子
供
が

来
た
ら
、
率
先
し
て

日
本
刀
の
綺
麗
な
と

こ
ろ
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
ま
す
。

Ｑ
：
こ
の
催
し
に
今
後
ど

ん
な
効
果
を
期
待
し

ま
す
か
？

Ａ
：
日
本
刀
の
イ
メ
ー
ジ

を
変
え
た
い
。
そ
れ

だ
け
で
す
。

お客さまとのコミュニケーションの場でもある公開実演
（奉仕者は藤代龍哉氏）

Ｑ
：
将
来
へ
の
意
気
込
み
は
？

Ａ
：
で
き
る
限
り
毎
年
続
け
て
い

き
、
い
ろ
い
ろ
な
方
に
見
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
は
、
日
本

刀
を
後
世
に
伝
え
る
礎
と
な
る
非
常

に
大
切
な
活
動
で
あ
る
。
来
年
は
さ

ら
に
多
く
の
人
々
が
来
場
さ
れ
る
こ

と
と
、
そ
れ
を
支
え
る
職
人
、
関
係

者
の
ご
活
躍
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
公
開
実
演
の
奉
仕
者
は
以

下
の
通
り
。

〈
研
　
師
〉藤
代
興
里
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催 事 情 報

　日本刀には１千年を超える歴史が
あります。大陸から伝えられた製鉄
と鍛錬の技術をわが国独自に発展さ
せ、各時代の刀匠たちが苦心惨憺の
末に作り上げてきました。また、武
士の魂とされ、実際に腰のものとし
て長く伝えられただけに、そのもの
の歴史にも興味が湧きます。
　現在、国内に250万口の刀剣類が
あるとされる中、その半数が備前一
国で作られたと言われています。ま
た、国宝・重要文化財に指定されて
いる刀剣類の約半数を備前刀が占め
ています。こうした刀剣王国の中心
が備前長船であり、まさしく刀剣界
における「聖地」です。
　多くの名品を所蔵する林原美術館
には、全国屈指の名刀コレクションが
あります。中でも備前刀は８割以上
を占めており、福岡一文字の吉房、備
前長船の長光という２口の国宝をは
じめ、古備前正恒、近包、一文字、助真、
長船光忠、その他数多くの重要文化
財や重要美術品を所蔵しています。
　今回は、古刀史の中できわめて重
要な位置を占める「長船派」にスポッ
トを当て、国宝「長光」の太刀をは
じめ、重要文化財の「光忠」など主
要刀工の代表的な名品を厳選して展
示し、その作風の流れを概観し、技
と美の素晴らしさを十分堪能してい
ただけるよう構成しました。
〈展示内容〉
第１章　名工集団・長船派勃興
　太刀　銘 光忠（重要文化財）
　刀　　無銘 景秀
　太刀　銘 長光（国宝）
　太刀　銘 真長
　太刀　銘 景光
　刀　　無銘 伝兼光
　太刀　銘 倫光（重要刀剣）
　太刀　銘 政光（重要刀剣）
第２章　他派の長船鍛冶
　太刀　無銘 伝国宗（重要美術品）
　短刀　銘 長義（重要刀剣）
　太刀　無銘 元重
　刀　　金象嵌銘 重真
　太刀　銘 盛景（重要美術品）
　太刀　銘 家守（重要刀剣）
第３章　応永備前の長船鍛冶
　脇指　銘 盛光
　太刀　銘 家助（特別重要刀剣）

■備前長船刀剣博物館
　〒701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船966　☎0869-66-7767

特別展「林原コレクション 聖地・備前長船の名刀展」

　全20巻に及ぶ華麗な「春日権現験
記絵巻」の中から、ファッションや
中世の人々の生き生きとした暮らし
の様子をクローズアップして楽しく
読み解きます。併せて春日大社に伝
わる装束や宝物、祭の道具を展示、
絵巻の中のファッションと暮らしの
実際を身近に感じていただきます。 
　注目のテーマは、貴族のファッ
ション、庶民のファッション、中世
の食事と飲酒、眠りと夢、仕事と暮
らしの楽しみ、などです。

〈主な出品物〉
春日本　春日権現験記　全20巻
調度品　根古志形鏡台・獅子蒔絵硯

箱・黒漆塗灯台
装束（ファッション） 赤糸威大鎧（国

宝）・黒漆平文飾剣（国宝）・冠、烏
帽子各種・束帯・狩衣・水干・直垂・
十二単（女房装束）・袿袴装束

飲食具　雄蝶・雌蝶・高坏および神
饌模型

仕事　釿始道具
〈会期〉１月17日㈭～４月14日㈰
　　　会期中無休

■春日大社宝物館
　〒630-8212 奈良市春日野町160　☎0742-22-7788

春日権現験記─絵巻の中のファッションと暮らし

■土浦市立博物館
　〒300–0043 茨城県土浦市中央１丁目15–18　☎029–824–2928

　群雄割拠の戦国時代、戦場で身を
守るための甲冑には、武将たちの美
意識や主張が表現されていました。
軍勢がぶつかり合う集団戦の中で
は、自己をいかに目立たせるかが重
要であるため、兜には大型の前立を
挿したり、奇抜な「変り兜」を被っ
て戦に挑みました。一方、武将が所
持していた刀剣は、愛刀であったり、
戦の恩賞であったりなど、さまざま
な逸話が伝えられています。
　この展覧会では、戦国期に活躍し
た名だたる武将たちや、彼らを藩祖
とする近世大名家に伝わった甲冑や
刀剣を一堂に展観します。織田信長
の台頭から豊臣秀吉の天下統一、そ
して徳川家康による江戸幕府の成立

まで、戦国を駆け抜けた武将たちの
奇抜で斬新な武装を通して、そこに
込められた美学と物語を紹介します。
〈展観の構成〉
第Ⅰ章　信長の台頭
　　　　―天下統一への幕開け―
第Ⅱ章　秀吉の遺臣たち
　　　　―西軍の武将―
第Ⅲ章　家康とその家臣たち
　　　　―東軍の武将―
第Ⅳ章　時代を見据えた男たち
　　　　―秀吉と家康の狭間で―
第Ⅴ章　武将たちの備え
〈会期〉３月16日㈯～５月６日㈪　月

曜および４月９日㈫・23日
㈫・30日㈫休館。ただし４月
22日・29日、５月６日は開館

開館25周年記念 第34回特別展
「婆裟羅たちの武装─戦国を駆け抜けた武将たちの甲冑と刀剣─」

　太刀　銘 康光
　短刀　銘 次光（重要刀剣）
第４章　永享備前の長船鍛冶
　太刀　銘 祐光
　刀　　銘 則光
　刀　　銘 重光
第５章　末備前鍛冶とその注文主
　刀　　銘 則光
　脇指　銘 右京亮勝光･左京進宗光
　短刀　銘 右京亮勝光･左京進宗光
　短刀　銘 政則（重要刀剣）
　薙刀　銘 次郎兵衛尉治光･藤兵衛
　　　　尉国光･与三左衛門尉祐定
　脇指　銘 左京進宗光
　刀　　銘 次郎左衛門尉勝光
　刀　　銘 勝光
　槍　　銘 忠光（重要刀剣）
　刀　　銘 治光
　刀　　銘 五郎左衛門尉清光
　刀　　銘 与三左衛門尉祐定（天正）
第６章　刀剣界受難と長船鍛冶の復興
　刀　　銘 七兵衛尉祐定（上野大掾
　　　　祐定の代作）
　刀　　銘 加賀介祐永
　太刀　銘 今泉俊光
〈会期〉　２月６日㈬～３月24日㈰
　　　　月曜休館

〈次回〉（予定）
「赤羽に集められた刀剣展」

３月27日㈬～４月21日㈰

　幽霊や妖怪は古来より想像され、
江戸時代以降は特に文学や芸術にお
いて盛んに取り上げられ、多様な作
品が作り出されます。
　それらを精力的にコレクションし
たのが、日本画家の吉川観方（よし
かわ･かんぽう）（1894～1979）です。
観方は服飾の歴史や時代風俗の研究
家としても知られ、研究の途上にお
いて日本の幽霊や妖怪にも関心を持
ち、資料の収集に没頭しました。
　本展では、現在は福岡市博物館に
所蔵される観方の収集品から、江戸
時代に活躍した伊藤若冲（いとう･

じゃくちゅう）や円山応挙（まるや
ま･おうきょ）らの著名な絵師をは
じめ、個性的な浮世絵師として人気
のある歌川国芳（うたがわ･くによ
し）とその一門が描いた幽霊や妖怪
画の優品を多数紹介します。
　また、大阪ゆかりの幽霊や妖怪
にまつわる歴史的な資料も展示し、
人々が未知の世界に対してどのよう
な観念を持ち、表現したのかをご覧
いただきます。
〈展示構成〉
プロローグ　
第１章　幽霊画の世界

（1）肉筆幽霊画
（2）歌舞伎の幽霊画
第２章　妖怪画の世界

（1）百鬼夜行と妖怪図巻
（2）鬼
（3）天狗
（4）人間
（5）妖怪動物園
（6）実録　化物退治
特別出品　大阪の幽霊と妖怪
〈会期〉４月20日㈯～６月９日㈰
　　　火曜休館

２代吉達は重助・達次とも称し、津
山藩（岡山県）の刀工細川正義の門
人と伝えられます。３代吉光は岡崎
藩の剣術師範としても活躍し、藩主
より「有技（ゆうぎ）」の号を与え
られました。本展では、当館所蔵の
磯谷吉達作の刀を中心に、江戸期の
三河在住の刀工作の刀を併せて紹介
します。

〈主な展示作品〉
脇指　銘 作陽幕下士細川正義（刻印）

／天保八丁酉年二月日
　　　龍城臣吉達彫作
脇指　銘 龍城臣吉達作／安政四年

八月日
脇指　銘 龍城臣吉達作
〈会期〉３月８日㈮～６月５日㈬
　　　会期中無休

■大阪歴史博物館
　〒540-0008 大阪市中央区大手前４- １-32　☎06-6946-5728

特別展「幽霊･妖怪画大全集」

歌川国芳「相馬の古内裏」（福岡市博物館蔵）

　磯谷（いそや）氏は江戸時代後
期、岡崎藩主本多家に刀鍛冶として
仕え、吉正（よしまさ）・吉達（よ
しさと）・吉光（よしみつ）の３代

にわたり江戸にて作刀し、岡崎城の
別称「龍城」にちなみ「龍城臣」の
銘を切りました。初代吉正は本多家
13代忠顕（在位1790～1821）に仕え、

■三河武士のやかた家康館
　〒444-0052 愛知県岡崎市康生町561　☎0564-24-2204

岡崎藩抱え刀鍛冶 磯谷氏とその周囲

７ページに続く→印刷／株式会社日刊企画


