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席
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
発
表
さ

れ
、
質
疑
応
答
と
倶
楽
部
提
案
の
会

場
設
営
公
開
が
あ
っ
た
。
だ
が
刀
剣

業
界
に
は
不
向
き
の
面
も
あ
り
、
一

階
も
機
械
で
の
外
気
換
気
が
可
能
で

使
用
依
頼
も
あ
り
、
六
月
十
六
日
か

ら
十
八
日
と
続
く
刀
剣
の
交
換
会

は
、
一
階
で
モ
ニ
タ
ー
設
置
と
三
密

防
止
座
席
レ
イ
ア
ウ
ト
を
提
案
し
受

け
入
れ
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
の
協
議
を
経
て
翌
週
五
月

三
十
日
、「
緊
急
事
態
宣
言
解
除
に

伴
う
営
業
体
制
」
が
案
内
さ
れ
た
。

会
場
設
定
も
そ
の
三
日
間
で
日
々
進

化
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
「
ス
テ
ッ

プ
２
」
で
あ
り
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
は

百
人
ま
で
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の

後
ス
テ
ッ
プ
３
に
進
み
六
月
十
九
日

に
休
業
全
面
解
除
と
な
る
と
、
各
交

換
会
も
こ
れ
に
従
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
東
京
美
術
倶
楽
部
の
基
本
方
針
を

記
載
す
る
（
六
月
末
現
在
。
七
月
に

飲
食
一
部
緩
和
）。

①�

倶
楽
部
内
は
三
密
を
回
避
す
る
運

営

②�

マ
ス
ク
着
用
（
飛
沫
防
止
）、
手

指
消
毒
・
手
洗
い
・
う
が
い
励
行

③�

会
場
入
場
時
の
検
温
、
発
熱
者
・

体
調
不
良
者
の
来
場
自
粛

④
館
内
で
の
食
事
・
飲
酒
禁
止

⑤
来
場
者
リ
ス
ト
提
出

　
あ
ら
た
め
て
認
識
し
た
い
の
が
、

諸
要
請
は
解
除
さ
れ
た
が
、
ま
だ
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
特
効
薬
も
ワ

ク
チ
ン
も
な
く
、
日
々
感
染
者
は
発

生
し
、
死
亡
者
も
出
て
い
る
こ
と

だ
。
抗
体
を
持
っ
て
い
て
も
再
発
し

な
い
保
証
は
な
く
、
自
覚
症
状
が
な

く
て
も
近
し
い
人
に
う
つ
し
、
相
手

に
よ
っ
て
は
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と

も
あ
る
。
六
十
歳
以
上
の
死
亡
者
が

多
い
が
、
若
く
し
て
命
を
落
と
す
方

も
い
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
、
世
の
中
は
さ

ま
ざ
ま
に
変
化
し
、
苦
難
を
乗
り
越

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の

業
界
も
、
次
代
に
向
か
っ
て
変
化
を

恐
れ
ず
に
行
動
す
る
こ
と
が
今
、
求

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

�

（
伊
波
賢
一
）

　
本
年
一
月
、「
中
国
武
漢
で
新
型

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
流
行
の
兆

し
」
と
の
記
事
が
出
た
。
毎
年
の
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
は
じ
め
、
過
去
に

も
東
南
ア
ジ
ア
や
中
東
で
大
流
行
す

る
感
染
症
を
心
配
し
つ
つ
も
「
高
齢

者
や
基
礎
疾
患
の
あ
る
方
は
注
意
が

必
要
だ
が
、
大
方
は
軽
症
で
終
わ

る
」
と
の
情
報
に
、
対
岸
の
火
事
と

感
じ
て
い
た
方
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
三
月
ま
で
は
。

　
世
間
で
感
染
拡
大
懸
念
が
伝
わ
る

中
、
刀
剣
界
な
ど
の
美
術
業
界
に
感

染
者
は
出
て
い
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
三
月
二
十
一
日
に
陽
性
反
応
者

発
生
の
連
絡
が
回
る
。
東
京
美
術
倶

楽
部
を
会
場
と
す
る
会
主
の
対
応
は

迅
速
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
少
し
組
織
の
概
略
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
く
。
東
京
美
術
商
協

同
組
合
（
以
下
「
東
美
」）
は
さ
ま

ざ
ま
な
美
術
品
を
扱
う
約
四
百
四
十

の
美
術
商
で
組
織
す
る
協
同
組
合
で

あ
り
、
東
京
美
術
倶
楽
部
（
以
下

「
倶
楽
部
」）
は
東
美
の
交
換
会
や
お

茶
席
、
展
示
会
な
ど
に
会
場
を
貸
す

株
式
会
社
で
あ
る
。

　
東
美
組
合
員
は
組
合
出
資
金
を
納

め
る
と
と
も
に
、
倶
楽
部
の
株
券
を

購
入
し
所
有
す
る
。
よ
く
倶
楽
部
員

と
称
す
る
が
、
協
同
組
合
と
貸
席
会

社
の
異
な
る
目
的
組
織
に
同
時
に
属

す
る
。
運
命
共
同
体
の
関
係
で
あ
る

一
方
、
運
営
は
そ
れ
ぞ
れ
、
理
事
と

取
締
役
が
担
っ
て
い
る
。
倶
楽
部
で

は
東
美
本
体
の
交
換
大
会
の
ほ
か
、

東
美
組
合
員
が
会
主
と
な
る
私
設
交

換
会
を
開
催
し
て
い
る
。

　
話
を
戻
そ
う
。
三
月
二
十
三
日
開

催
の
道
具
の
交
換
会
で
は
、
出
品
量

が
多
く
大
き
な
品
物
も
あ
り
、
一
部

は
既
に
前
日
に
飾
ら
れ
て
い
た
が
、

感
染
拡
大
を
懸
念
し
た
苦
渋
の
選
択

で
あ
ろ
う
、
直
前
に
中
止
の
英
断
が

下
さ
れ
た
。

　
倶
楽
部
は
交
換
会
に
強
制
的
な
休

会
要
請
は
せ
ず
、
二
週
間
は
自
主
的

判
断
に
委
ね
た
。

　
三
月
二
十
三
日
に
東
美
理
事
会
開

催
。
同
二
十
七
日
に
東
美
と
倶
楽
部

が
連
携
し
、
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
を
設

置
。
同
三
十
日
に
は
、
①
感
染
予
防

対
策
（
検
温
・
マ
ス
ク
着
用
・
手
指

消
毒
・
う
が
い
励
行
・
換
気
）、
②

本
部
員
の
情
報
共
有
と
正
確
な
開

示
、
③
組
合
員
へ
の
正
確
な
告
知
、

④
貸
席
に
換
気
の
よ
い
三
階
使
用
、

三
密
回
避
の
た
め
食
事
禁
止
―
の
方

針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
四
月
八
日
に
政
府
の
緊

急
事
態
宣
言
、
同
十
六
日
に
東
京
都

の
休
業
要
請
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
外

出
自
粛
、
貸
席
会
場
閉
鎖
、
事
務
所

時
短
と
矢
継
ぎ
早
の
対
応
と
な
っ
た
。

　
な
お
東
美
三
月
以
降
の
諸
会
議
、

四
月
十
三
日
の
臨
時
理
事
会
は
、
三

階
会
場
の
半
分
を
使
い
、
机
を
大
き

く
ロ
の
字
に
配
し
、
約
二
十
名
で
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を

し
っ
か
り
確
保
、
発
言
は
マ
イ
ク
を

通
じ
て
行
う
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に

四
月
二
十
四
日
の
理
事
会
は
初
の
リ

モ
ー
ト
会
議
と
し
、
会
場
と
の
Ｚ
ｏ

ｏ
ｍ
併
用
に
て
行
わ
れ
た
。

　
三
月
二
十
三
日
か
ら
五
月
末
日
ま

で
に
、
五
十
五
の
交
換
会
は
ほ
と
ん

ど
が
休
会
と
な
っ
た
。
交
換
会
休
会

に
伴
い
、
経
済
活
動
の
停
止
に
対
応

し
た
公
的
支
援
に
関
す
る
丁
寧
な
広

報
が
四
月
に
配
布
さ
れ
た
。
公
的
手

続
き
は
時
間
が
か
か
る
懸
念
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
同
時
に
組
合
員
に
向
け

た
東
美
独
自
の｢

特
別
融

資
制
度
」
が
早
急
に
設
け

ら
れ
た
。
東
美
と
倶
楽
部

へ
の
預
け
入
れ
資
産
を
担

保
に
、
銀
行
か
ら
低
利
の

借
り
入
れ
が
短
時
間
で
実

行
さ
れ
る
。

　
多
く
の
国
民
の
協
力
態

勢
の
下
で
、
感
染
者
数
も

安
定
し
つ
つ
あ
っ
た
五
月

十
五
日
、
都
で
は
休
業
要

請
解
除
を
見
据
え
て
段
階

的
な
解
除
の
骨
格
（
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
）
が
「
ス
テ
ッ

プ
」
で
表
現
さ
れ
た
。
同

二
十
二
日
に
は
倶
楽
部
主

催
「
新
し
い
あ
た
り
ま
え
」

を
工
夫
・
定
着
さ
せ
る
貸

東
京
美
術
倶
楽
部
の
コ
ロ
ナ
禍
対
策
と
刀
剣
交
換
会

長
期
戦
に
対
応
す
る「
新
し
い
日
常
」

倶楽部提案の交換会デザイン。
座席にソーシャル・ディスタンスを確保し約100席
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

に
伴
っ
て
、
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊

急
事
態
宣
言
が
七
都
府
県
に
発
せ
ら
れ

た
の
が
四
月
七
日
の
こ
と
。
十
六
日
に

は
、
政
府
が
緊
急
事
態
宣
言
を
全
都
道

府
県
に
拡
大
。
東
京
は
特
定
警
戒
都
道

府
県
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
最
低
七
割
、

極
力
八
割
の
接
触
削
減
の
実
現
が
呼
び

か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
東
京
都
の
緊
急
事
態
措
置
に
基
づ
く

休
業
要
請
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
わ
れ
わ

れ
組
合
員
も
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

店
の
休
業
、
市
場
の
休
会
と
、
業
界
の

基
盤
を
揺
る
が
さ
れ
る
事
態
に
追
い
込

ま
れ
ま
し
た
。
刀
剣
関
係
の
市
場
が
開

か
れ
る
東
京
美
術
倶
楽
部
ビ
ル
も
休
館

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
刀
剣
の
市
場
は
、
先
の
大
戦
中
で
も

休
む
こ
と
な
く
運
営
さ
れ
て
い
た
と
聞

き
ま
す
。
長
い
業
界
の
歴
史
の
中
で
、

今
回
は
負
の
歴
史
と
し
て
刻
ま
れ
る
未

曾
有
の
出
来
事
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

全
く
商
売
が
で
き
な
か
っ
た
方
も
お
ら

れ
、
皆
さ
ま
が
つ
ら
い
思
い
を
さ
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
再
開
す
る
交
換
会
を
安
全
に
開
催
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
―
。
六
月

十
二
日
夕
方
、
東
京
圏
の
組
合
理
事
十

三
名
を
中
心
と
し
て
、
安
全
対
策
会
議

が
新
橋
プ
ラ
ザ
ビ
ル
内
の
東
京
美
術
刀

剣
商
業
協
同
組
合
に
お
い
て
開
か
れ
ま

し
た
。
会
議
の
冒
頭
、
深
海
理
事
長
か

ら
「
東
京
美
術
倶
楽
部
の
要
請
も
踏
ま

え
、
総
理
大
臣
認
可
組
合
で
あ
る
わ
が

組
合
の
交
換
会
の
場
か
ら
万
が
一
に

も
感
染
者
を
出
さ
な
い
よ
う
、
徹
底
し

た
感
染
防
止
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
」
と
の
説
明
が
あ
り
、
参
加
し
た
理

事
か
ら
は
そ
の
後
の
討
議
で
さ
ま
ざ
ま

な
対
策
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　
三
時
間
以
上
に
わ
た
る
協
議
の
結

果
、
新
し
い
安
全
な
交
換
会
の
形
と
し

て
、
①
入
場
者
全
員
の
検
温
を
実
施
し

37･

５
度
を
超
え
る
方
は
入
場
を
お
断

り
す
る
、
②
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
、
③

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
に
よ
る
手
の
消
毒

を
行
う
、
④
会
場
で
は
私
語
を
慎
む
、

⑤
水
分
補
給
を
除
き
会
場
内
で
の
飲
食

は
禁
止
と
す
る
、
⑥
品
物
の
並
べ
方
を

コ
の
字
型
に
す
る
こ
と
で
参
加
者
間
の

距
離
を
保
つ
、
⑦
セ
リ
台
の
品
物
を
カ

メ
ラ
を
通
し
て
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
表
示

し
入
札
ミ
ス
を
防
ぐ
、
等
々
、
多
く
の

方
針
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　
三
カ
月
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た
六
月
十

七
日
の
組
合
交
換
会
で
は
、
実
際
に
こ

れ
ら
の
対
策
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
ま
で
は
セ
リ
場
の
前
に
集
合
し
て

品
物
の
品
定
め
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
日
は
密
を
極
力
避
け
る
た
め

に
、
競
り
開
始
前
に
品
定
め
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。そ
こ
で
は
、

品
番
な
ど
の
メ
モ
を
取
る
会
員
も
散
見

さ
れ
ま
し
た
。

　
午
前
十
時
前
に
は
交
換
会
の
準
備
が

ほ
ぼ
整
い
、
深
海
理
事
長
の
挨
拶
に
続

い
て
市
場
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
従

来
の
市
場
風
景
と
は
違
う
形
に
な
り
ま

し
た
が
、
皆
が
変
わ
ら
ず
元
気
な
姿
で

集
え
た
こ
と
は
何
よ
り
で
し
た
。

　
い
つ
も
な
ら
、
お
昼
に
は
お
弁
当
を

食
べ
な
が
ら
歓
談
の
ひ
と
時
が
あ
る
の

で
す
が
、
今
回
は
会
場
内
で
の
食
事
は

禁
止
。
し
ば
ら
く
は
我
慢
で
す
ね
。

　
交
換
会
終
了
後
は
理
事
会
が
開
催
さ

れ
、
本
日
の
反
省
も
踏
ま
え
、
今
後
の

交
換
会
や
組
合
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。
品
物
の
下
見
は

市
場
が
始
ま
る
前
だ
け
で
な
く
、
途
中

の
休
憩
時
間
を
適
宜
利
用
し
て
は
、
と

の
提
案
も
あ
り
ま
し
た
。
安
全
対
策
に

つ
い
て
は
絶
対
に
感
染
者
を
出
す
こ
と

が
な
い
よ
う
、
あ
ら
た
め
て
各
人
が
認

識
を
強
め
ま
し
た
。

　
あ
あ
、
中
国
発
の
新
型
コ
ロ
ナ
さ
え

な
か
っ
た
な
ら
…
…
と
恨
ん
で
い
て
も

始
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
わ
れ
わ

れ
は
、
日
々
の
努
力
で
こ
の
コ
ロ
ナ
禍

を
乗
り
切
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
本
紙
前
号
で
深
海
理
事
長
が
書
か
れ

て
い
た
よ
う
に
、
業
界
の
イ
ン
フ
ラ
に

は
全
く
変
化
は
な
く
、
刀
剣
業
界
は
決

し
て
不
景
気
で
も
不
況
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
健
康
を
維
持
し
て
こ

の
苦
境
を
乗
り
切
れ
ば
、
遅
れ
は
い
く

ら
で
も
取
り
返
せ
る
の
で
す
。
こ
の
指

針
は
誠
に
力
強
く
、
大
き
な
励
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
、
刀
剣
商
業

界
の
一
日
も
早
い
回
復
を
目
指
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
生
野

　正
）

　
そ
れ
は
三
月
の
初
め
、
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
が
「
感
染
症
だ
」「
新

型
コ
ロ
ナ
だ
」
と
取
り
上
げ
て

は
い
て
も
、
ク
ル
ー
ズ
船
「
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
」

の
乗
客
が
話
題
の
中
心
で
、
小

生
の
よ
う
な
一
般
庶
民
と
は
ま

だ
縁
遠
い
話
だ
っ
た
こ
ろ
で
す
。

　
そ
の
日
、
小
生
は
上
野
で
仕

事
の
話
が
あ
り
、
昼
過
ぎ
に
先

方
ま
で
出
向
き
、
刀
と
脇
指
計

七
点
を
買
い
入
れ
、
そ
れ
か
ら

上
野
駅
二
階
の
食
堂
で
遅
い
昼

食
を
済
ま
せ
、
高
崎
線
か
宇
都

宮
線
で
帰
ろ
う
と
し
て
い
ま
し

た
。

　
中
央
口
か
ら
十
三
番
線
に
行

こ
う
と
し
て
い
た
ら
「
す
み
ま

せ
ん
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
、
振

り
返
る
と
＂
お
ま
わ
り
＂
も
と

い
制
服
を
着
た
警
察
官
が
「
こ

れ
は
何
で
す
か
」
と
小
生
が
背

負
っ
て
い
る
刀
袋
を
指
し
て
問

い
か
け
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
か
な
り
危

機
的
状
況
な
の
で
は
な
い
か
…
。

　
刀
剣
界
の
生
き
字
引
と
言
わ
れ
る
大

林
幹
夫
先
輩
の
言
葉
が
浮
か
ん
で
く

る
。「
オ
レ
な
ん
か
、
車
に
乗
っ
て
い

た
時
、
職
務
質
問
で
ト
ラ
ン
ク
に
積
ん

だ
刀
が
発
見
さ
れ
る
と
、
警
察
署
に
連

れ
て
い
か
れ
て
刀
と
登
録
証
が
合
っ
て

い
る
か
一
点
一
点
調
べ
ら
れ
、
犯
罪
性

が
な
い
と
わ
か
る
と
＂
す
み
ま
せ
ん
＂

の
一
言
も
な
く
帰
さ
れ
た
よ
」
と
い
う

悲
劇
的
体
験
で
あ
る
。

　
あ
あ
、
小
生
も
別
に
何
ら
問
題
の
あ

る
行
動
は
し
て
い
な
い
の
に
同
じ
よ
う

な
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
思
い
つ
つ
、

「
こ
れ
は
何
で
す
か
」
に
答
え
る
。

　「
刀
剣
で
す
」
と
言
い
な
が
ら
、
全

国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
の
組
合
員
証
と

刀
剣
評
価
鑑
定
士
証
を
ケ
ー
ス
か
ら
取

り
出
し
、「
私
は
こ
う
い
う
者
な
の
で
、

刀
剣
を
持
ち
歩
い
て
い
ま
す
」
と
言
う

と
、
警
察
官
は
二
枚
の
証
明
書
と
小
生

の
顔
を
見
比
べ
て
、「
い
や
、
失
礼
し

ま
し
た
」
と
言
い
、「
や
は
り
剣
道
も

な
さ
る
の
で
す
か
」「
い
え
、
私
は
刀

剣
の
販
売
だ
け
で
す
」「
そ
う
で
す
か
、

そ
れ
で
は
」
と
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
（
大
林
先
輩
も

含
め
て
）
全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
の

組
合
員
証
を
持
っ
て
い
ま
す
。
小
生
と

当
時
の
大
林
先
輩
と
の
違
い
は
、
加
え

て
刀
剣
評
価
鑑
定
士
証
を
持
っ
て
い
た

か
ど
う
か
で
し
ょ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
今
回
た
ま
た
ま
う
ま
く

行
っ
た
だ
け
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
は
思

い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
一
回
は
う
ま

く
行
き
ま
し
た
。
う
ま
く
行
っ
て
当
た

り
前
の
話
で
す
が
、
そ
れ
が
難
し
い
こ

と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
ど
う
か
皆
さ
ま
も
、
警
察
官
の
職
務

質
問
に
遭
っ
た
と
き
は
、
組
合
員
証
と

刀
剣
評
価
鑑
定
士
証
を
出
し
て
み
て
く

だ
さ
い
（
職
務
質
問
な
ん
ぞ
に
遭
わ
な

い
の
が
一
番
い
い
ん
だ
け
ど
ね
）。

（
持
田
具
宏
）

従
来
の
風
景
と
は

や
や
趣
を
異
に
し
た
交
換
会

再
開
し
た
交
換
会
は
新
方
式
で

東
京
美
術
倶
楽
部
で
三
カ
月
ぶ
り
に
開
催

■
第
三
回﹁
刀
剣
評
価
鑑
定
士
﹂認
定
試
験
は
８
月
27
日
に
実
施

　「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
の
第
三
回
認
定
試
験
を
、
来
る
八
月
二
十
七
日
㈭
組
合

交
換
会
終
了
後
、
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
実
施
し
ま
す
。
奮
っ
て
参
加
さ

れ
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
し
ま
す
。

①
受
験
資
格

組
合
加
入
期
間
が
五
年
以
上
の
組
合
員
も
し
く
は
賛
助
会
員
で
、

古
物
商
許
可
証
取
得
後
五
年
以
上
の
方

②
受
験
料

　
一
万
円

③
試
験
問
題

　
二
肢
択
一
式
一
〇
〇
問

④
試
験
時
間

　
六
〇
分

⑤
合
格
点

一
〇
〇
点
満
点
の
八
〇
点
以
上
（
認
定
委
員
会
で
審
査
し
最
終

認
定
す
る
）

⑥
認
定
発
表

試
験
の
二
週
間
以
内
に
本
人
宛
通
知
。
本
紙
・
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る

※
受
験
さ
れ
る
方
は
七
月
末
日
ま
で
に
組
合
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

関
係
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

■
当
組
合
の
賛
助
会
員
に
ご
加
入
を
お
願
い
し
ま
す

　
全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
の
活
動
に
賛
同
し
、ご
支
援
く
だ
さ
る
「
賛
助
会
員
」

の
皆
さ
ん
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
特
に
資
格
は
問
い
ま
せ
ん
。
本
紙
﹃
刀
剣
界
﹄・

﹃
全
刀
商
﹄
誌･

「
大
刀
剣
市
」
カ
タ
ロ
グ
（
招
待
券
と
も
、
開
催
年
に
限
る
）

を
お
送
り
す
る
ほ
か
、
本
紙
で
の
ご
紹
介
・
投
稿
な
ど
を
優
先
し
て
掲
載
し
ま
す
。

賛
助
会
費
は
年
間
五
千
円
（
税
込
）
で
す
。
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

組
合
事
務
局
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
安
全
な

交
換
会
運
営
に
つ
い
て
討
議
し
た

　
全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
の
第
三
十

三
回
通
常
総
会
は
五
月
十
七
日
に
開
催

を
予
定
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
う
国

家
緊
急
事
態
宣
言
に
加
え
東
京
都
の
休

業
要
請
を
受
け
、
会
場
に
予
定
し
て
い

た
東
京
美
術
倶
楽
部
が
当
面
の
間
休
業

の
た
め
使
用
が
不
可
能
に
な
り
ま
し

た
。

　
そ
こ
で
、
紙
面
理
事
会
決
議
に
基
づ

き
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
に
議
案
書
等
を

送
付
し
た
上
で
、
紙
面
に
よ
る
総
会
決

議
の
方
法
を
採
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
議
案
は
次
の
通
り
で
す
。

〈
第
１
号
議
案
〉
二
〇
一
九
年
度
事
業

　
報
告
承
認
の
件
・
二
〇
一
九
年
度
会

　
計
報
告
承
認
の
件
・
監
査
報
告

〈
第
２
号
議
案
〉
二
〇
二
〇
年
度
事
業

　
計
画
案
決
定
の
件

〈
第
３
号
議
案
〉
二
〇
二
〇
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
〉
二
〇
二
〇
年
度
借
入

　
金
残
高
の
最
高
限
度
に
関
す
る
件

〈
第
７
号
議
案
〉
一
組
合
員
に
対
す
る

貸
付
け
、
ま
た
は
一
組
合
員
の
為
に

す
る
債
務
保
証
の
残
高
の
最
高
限
度

に
関
す
る
件

　
五
月
十
五
日
を
到
着
期
限
と
し
て
認

否
を
回
収
し
た
結
果
は
、
組
合
員
一
六

八
名
中
、

・
全
議
案
に
無
回
答
一
名

・
第
２
号
・
第
３
号
議
案
に
無
回
答
一

名
・
第
４
号
議
案
に
反
対
が
二
名
（
役
員

報
酬
は
あ
る
べ
き
）

・
す
べ
て
の
議
案
を
承
認
が
一
二
八
名

　
以
上
の
合
計
は
一
三
二
名
で
、
病
気

療
養
中
や
不
在
を
含
め
た
無
回
答
が
三

六
名
で
し
た
の
で
、
過
半
数
に
達
し
、

第
三
十
三
回
通
常
総
会
は
成
立
す
る
と

と
も
に
、
議
案
は
可
決
承
認
さ
れ
ま
し

た
。
組
合
員
の
皆
さ
ま
に
は
こ
の
大

変
な
時
に
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂

き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
33
回
通
常
総
会
を
紙
面
に
よ
る
決
議
で
開
催

組合員証＋刀剣評価鑑定士証の効用⁉ 
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

26第 回

●
茨
城
県
潮
来
市・島
崎
城

土
子
民
夫

●
茨
城
県
潮
来
市・島
崎
城

易
し
す
ぎ
て
読
ん
で
も
ら
え
な
い
名
字

易
し
す
ぎ
て
読
ん
で
も
ら
え
な
い
名
字

　「
ド
コ
さ
ん
で
す
か
、
そ
れ
と
も
ヒ

ジ
コ
さ
ん
？
違
う
…
」「
文
字
通
り
ツ

チ
コ
で
す
」。
こ
ん
な
や
り
と
り
を
今

ま
で
に
何
百
回
繰
り
返
し
た
こ
と
か
。

土
や
子
が
付
く
名
字（
苗
字
）で
も
、
土ひ

じ

方か
た

さ
ん
を
ド
カ
タ
、
金か

ね

子こ

さ
ん
を
キ
ン

ス
と
読
む
人
は
ま
ず
い
な
い
。
そ
れ
な

の
に
私
の
場
合
、初
対
面
で
正
し
く
言
っ

て
く
れ
た
方
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。

藤
沢
周
平
の
﹃
師
弟
剣
﹄
に
も
、
わ
ざ

わ
ざ
ヒ
ジ
コ
の
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
た
。

「
ツ
チ
ノ
コ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と

も
あ
る
。
幻
の
珍
獣
で
は
な
い
の
だ
！

　
識
者
に
聞
く
と
、
土
は
「
肥
沃
な
土

地
」
を
示
し
、
子
は
接
尾
辞
で
大
し
た

意
味
は
な
い
と
い
う
。
名
字
は
「
歩
く

地
名
」
と
言
わ
れ
、
八
～
九
割
が
土
地

に
由
来
す
る
そ
う
だ
が
、祖
父
か
ら「
昔

は
土
子
村
だ
っ
た
」
と
聞
い
て
い
た
北

浦
の
西
の
入
り
江
に
沿
っ
た
一
帯
は
、

湿
地
と
水
田
ば
か
り
だ
っ
た
。
い
つ
の

こ
ろ
に
か
住
み
着
い
た
わ
が
祖
先
と
後

裔
が
、
そ
の
地
を
名
字
と
と
も
に
背
負

い
、
営
々
と
暮
ら
し
を
紡
い
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
昨
秋
、
高
校
時
代
の
友
人
か
ら
分
厚

い
資
料
と
と
も
に
「
島
崎
城
址
が
﹃
守

る
会
﹄
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
き
れ
い
に

な
っ
た
。
一
度
見
に
来
な
い
か
」
と
便

り
を
も
ら
っ
た
。
思
い
立
っ
て
緊
急

事
態
宣
言
の
直
前
、
現
地
を
訪
ね
た
。

潮い
た
こ来

市
の
奥
に
位
置
し
、
私
の
生
家
か

ら
は
直
線
で
南
に
六
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
城
と
い
っ
て
も
近
世
の
石
垣
や
天
守

の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
ほ
ど
遠
い
、
中

世
の
平ひ

ら

山や
ま

城じ
ろ

（
平
野
の
中
の
起
伏
を
利

用
し
て
築
い
た
城
）
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
、
比
高
一
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
独
立

し
た
丘
陵
に
曲く

る

輪わ

・
虎こ

口ぐ
ち

・
土
塁
・
空
堀
・

馬う
ま

出だ
し

・
井
戸
な
ど
が
緻
密
に
配
さ
れ
て

お
り
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
～
一
四

二
八
）
の
築
城
と
さ
れ
る
。
天
正
十
九

年
（
一
五
九
一
）
に
佐
竹
義よ

し

宣の
ぶ

に
敗
れ

た
当
時
を
し
の
ば
せ
る
遺
構
で
あ
る
。

　
城
主
の
島
崎
氏
は
武
士
の
ル
ー
ツ
で

あ
る
桓
武
平
氏
―
常
陸
大
掾
に
連
な

り
、
水
戸
の
吉
田
氏
か
ら
分
か
れ
た
行な

め

方が
た

氏
の
次
男
高た

か

幹も
と

が
こ
の
舌
状
台
地
の

先
端
部
に
土
着
し
、島
崎
を
名
乗
っ
た
。

二
代
を
政
幹
が
継
ぎ
、
十
七
代
儀よ

し

幹も
と

ま

で
続
く
が
、
政
幹
を
補
佐
し
た
弟
が
土

子
次
郎
光
幹
で
、代
々
主
家
を
支
え
た
。

城
址
の
一
角
に
今
も
残
る
越
前
屋
敷
の

地
名
は
、
宿
老
の
土
子
越
前
守
に
由
来

す
る
と
い
う
。

　
儀
幹
の
時
代
は
戦
国
末
期
で
、
盛
ん

に
覇
権
を
競
い
、
一
時
は
実
質
四
万
五

千
石
を
領
し
て
い
た
と
伝
え
る
。
一
方

で
五
四
万
余
石
の
佐
竹
に
誼よ

し
み

を
通
じ
、

豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
際
に
は
義

宣
の
旗
下
と
し
て
太
刀
一
口
、
馬
一
頭

を
秀
吉
に
献
上
し
て
い
る
。
し
か
る
に

翌
年
、
義
重
・
義
宣
父
子
は
知
行
配
分

と
偽
っ
て
鹿
島
・
行
方
に
蟠ば

ん

踞き
よ

す
る
国

人
領
主
ら
を
太
田
城
に
い
ざ
な
い
、
こ

と
ご
と
く
殺
戮
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。「
南
方
三
十
三
館
の
仕
置
き
」
と

木
々
に
覆
わ
れ
た
島
崎
城
址
。右
下
に
見

え
る
の
は
廃
城
時
の
逸
話
を
伝
え
る「
お

投
げ
の
松
」の
後
代

土
子
一
族
で
江
戸
初
期
の
剣
豪
と
し
て

知
ら
れ
る
土
子
泥
之
助
。こ
こ
で
は「
土

呂
之
助
」
と
記
さ
れ
、
姓
に
は
な
ぜ
か

「
ひ
ぢ
り
こ
」の
ル
ビ
が
あ
る（『
武
稽
百

人
一
首
』よ
り
）

言
い
、
こ
れ
が
史
実
と
し
て
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
近
年
で
あ
る
。

　
卑
劣
な
事
件
か
ら
十
一
年
後
、
佐
竹

は
秋
田
に
減げ

ん

転て
ん

封ぽ
う

さ
れ
る
。
詮せ

ん

な
い
こ

と
だ
が
、
徳
川
政
権
の
成
立
が
も
う
少

し
早
か
っ
た
ら
…
と
思
う
。

　
儀
幹
が
萩
の
生
け
垣
越
し
に
銃
殺
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
島
崎
一
族
の
家
で
は

萩
の
塀
は
結
わ
な
い
。
ま
た
、
儀
幹
の

愛
馬
が
黒
鹿
毛
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

黒
馬
を
飼
っ
て
は
な
ら
な
い
、
今
で
も

黒
色
の
車
に
は
乗
る
な
と
言
わ
れ
て
い

る
。四
百
年
余
を
経
て
も
恨
み
は
深
い
。

　
数
年
前
、
國
學
院
大
学
名
誉
教
授
小

倉
勝
男
先
生
（
天
文
学
）
に
お
目
に
か

か
っ
た
際
、「
佐
竹
義
重
・
義
宣
に
は

い
ず
れ
筆
誅
を
加
え
て
や
り
ま
す
」
と

言
う
と
、先
生
は
何
を
誤
解
さ
れ
た
か
、

「
そ
ろ
そ
ろ
忘
れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
常
陸
太
田
市
の
出

身
で
あ
る
先
生
は
、
も
し
か
し
て
佐
竹

に
ゆ
か
り
の
家
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
小
倉
先
生
と
は
そ
の
後
、
共
通
の
研

究
テ
ー
マ
「
和
鉄
」
を
介
し
て
親
し
く

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

催 事 情 報
会場によって休館日が異なります。事前に確認の上、お出かけください。

　本展では、日本の近代スポーツの前史として、武芸を
取り上げます。武芸の歴史を古代まで遡り、戦場での武
芸や儀礼としての武芸、魅せる武芸、そして泰平の世と
なり戦場で戦うことがなくなった江戸時代の武士たちの
武芸など、時代とともに武士の姿と武芸の性格が変化し
ていく様相をご紹介します。
会期：6月16日㈫～8月30日㈰

■国立公文書館
　〒102-0091�東京都千代田区北の丸公園3-2　☎03-3214-0621
　http://www.archives.go.jp/

競い合う武士たち─武芸からスポーツへ─

　日本美術刀剣保存協会長岡支部会員の愛刀を中心に
展示する本展は、平成20年から開催し、このたび第４
回目を迎えます。今回は鎌倉初期の古波平と伝わる太
刀から鎌倉時代に京都で活躍した二字国俊、妖刀伝説
で名高い村正やその弟子で名槍「蜻蛉切」の作者とさ
れる正真の槍、越後の出身で幕末に活躍した栗原信秀、
長岡ゆかりの兼宗や水順子正兼、現代刀では新発田市
出身の人間国宝天田昭次の太刀、幕末から明治にかけ
て活躍した越後村上出身で庄内藩酒井家お抱えの力士、
朝日嶽鶴之助が使用した横綱太刀拵などをご覧いただ
きます。また昨年の天皇陛下ご即位に因み、大正天皇
御大礼の際に使用された御大典衛府太刀拵も併せて展示します。
会期：5月21日㈭～7月26日㈰

■長岡市栃尾美術館
　〒940-0237�新潟県長岡市上の原町1-13　☎0258-53-6300
　https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/?page_id=135

日本刀の美４　日本美術刀剣保存協会長岡支部会員愛刀展

　今回は、板橋区内の甲冑師・刀剣柄巻師・白銀師に
注目します。伝統工芸としての甲冑・刀装の魅力をご
紹介します。「いたばしびと」３名（三浦公法・一ノ瀬
種忠・菅原静雄）の工芸世界をぜひご覧ください。な
お、参考資料として、一般社団法人日本甲冑武具研究
保存会所有の甲冑類や、実物の刀剣にさわれるコーナー
も登場します。
会期：7月11日㈯～11月23日

■板橋区立郷土資料館
　〒175-0092�東京都板橋区赤塚5-35-25　☎03-5998-0081
　https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyodoshiryokan/

伝統工芸展
｢甲冑刀装 甲冑師･刀剣柄巻師･白銀師のあゆみ｣

白糸肩赤威腹巻

　名作は、いかにして名作になったのか―。
　本展では、横山大観や菱田春草、中村彝

つね

など当
館の中でも特に人気の高い所蔵作品を中心に、素
材や技法、構図などに着目し、作家が作品をどの
ように構想して完成へと導いたのか、制作の裏側を探ります。
　中村彝（1887-1924）や中西利雄（1900-1948）、浦田正夫（1910-1997）な
どの作品については、完成作とスケッチや下絵を比較することで、あるいは
作品に描かれたモチーフに注目して画家が遺した家具などと比較すること
で、作家の意図を読み解きます。さらには中村義孝（1954年生まれ）や間島
秀徳（1960年生まれ）など、素材の特性を見つめ直し、現在、独自の表現を
試みている作家の制作方法については、作品と併せて写真や映像によりくわ
しく紹介します。
　そのほか、横山大観（1868-1958）《流燈》や菱田春草（1874-1911）《落葉》
など当館を代表する所蔵作品の見所をくわしくご紹介することで、名作に親
しんでいただく機会といたします。
会期：7月11日㈯～9月22日

■茨城県近代美術館
　〒310-0851�茨城県水戸市千波町東久保666-1　☎029-243-5111
　http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

名作のつくりかた

菱田春草「落葉」
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行
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江
戸
時
代
後
期
の
薩
摩
国
の
刀
工
、

伯
耆
守
正
幸
は
「
文
化
十
年
酉
八
月
八

十
一
歳
造
」
な
ど
と
刻
銘
し
、八
月
日
、

八
月
吉
日
な
ど
と
は
し
な
い
。
こ
れ
は

周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
刀
は
昭
和
二
十
七
年
に
、
鹿
児

島
県
で
登
録
さ
れ
た
刀
で
あ
る
。
こ
れ

だ
け
で
も
価
値
が
高
い
。
所
持
者
が
薩

摩
の
人
で
、
出
所
が
良
か
ろ
う
と
容
易

に
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
登
録
証

は
テ
ー
プ
で
補
修
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

劣
化
が
激
し
い
。
鹿
児
島
県
１
７
１
２

号
（
な
ぜ
か
１
５
５
０
号
と
ス
タ
ン
プ

さ
れ
、
訂
正
印
が
押
さ
れ
て
い
る
）。

　
銘
文
は
「
伯
耆
守
平
朝
臣
正
幸
／
文

化
十
年
酉
八
月
日
」
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
で
在
籍
が
確
認
さ
れ
た
。
種

別
が
太
刀
と
あ
る
の
は
、
佩
表
に
刻
さ

れ
て
い
る
故
で
、
不
思
議
は
な
く
、
長

さ
二
尺
二
寸
六
分
、
反
り
七
分
、
目
く

ぎ
穴
１
個
で
、
現
品
と
完
全
に
一
致
し

て
い
る
。「
八
月
日
」
と
し
て
い
る
の

は
な
ぜ
か
。「
単
純
な
誤
記
だ
ろ
う
な

あ
」
お
そ
ら
く
本
欄
の
読
者
の
多
く
は

そ
う
考
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
筆
者
も
そ

う
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
物
確
認
を
し

て
訂
正
交
付
し
て
も
ら
い
、
状
態
の
よ

く
な
い
登
録
証
を
一
新
す
れ
ば
、
次
の

所
持
者
も
幸
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
早

速
、
鹿
児
島
県
に
連
絡
し
た
。

　
私
「
現
登
録
証
は
劣
化
が
激
し
く
、

し
か
も
内
容
に
不
備
が
あ
り
ま
す
。
現

物
確
認
を
希
望
し
ま
す
」

　
鹿
児
島
県
「
わ
か
り
ま
し
た
。
書
類

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
入
し
て
返
送

し
て
く
だ
さ
い
」

　
私
「
お
忙
し
い
と
こ
ろ
す
み
ま
せ
ん

が
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
月
末
ま
で

に
東
京
都
に
連
絡
が
つ
か
な
い
と
、
来

月
第
三
土
曜
日
の
登
録
審
査
会
に
間
に

合
い
ま
せ
ん
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
」

　
鹿
児
島
県
「
で
は
、
ま
ず
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

必
要
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
」

　
書
類
を
書
い
て
速
達
で
送
付
し
た
。

話
は
う
ま
く
通
っ
た
の
で
、
こ
れ
で
何

と
か
間
に
合
う
と
思
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
鹿
児
島
県
か
ら
一
向

に
連
絡
が
な
い
。「
受
け
取
っ
た
ら
ご

一
報
く
だ
さ
い
」
と
手
紙
を
入
れ
て

お
い
た
の
に
全
く
音
信
が
な
い
。「
不

着
か
？
」
恐
る
恐
る
電
話
を
す
る
と
、

「
あ
、
受
け
取
っ
て
お
り
ま
す
」
と
言

う
。
聞
け
ば
、
投
函
し
た
翌
日
に
届
い

て
い
た
ら
し
い
。「
手
紙
ご
覧
に
な
っ

て
ま
す
？
」「
あ
あ
、
は
い
」。
手
紙
も

見
た
が
、
電
話
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た

ら
し
い
。
来
月
の
登
録
審
査
に
間
に
合

わ
せ
て
く
れ
る
の
か
、
と
念
押
し
し
た

ら
、「
そ
れ
は
大
丈
夫
で
す
」
と
言
う
。

そ
れ
な
ら
、
あ
と
は
東
京
都
か
ら
の
連

絡
を
待
つ
だ
け
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
は
問
屋
が
卸
さ
な

か
っ
た
。東
京
都
か
ら
の
通
知
書
に
は
、

鹿
児
島
県
１
７
１
２
号
の
記
載
が
な
い
。

鹿
児
島
県
に
連
絡
す
る
と
、「
あ
、
そ

の
う
ち
、
あ
ら
た
め
て
東
京
都
か
ら
連

絡
が
行
く
で
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
た
。
が
、
い
く
ら
待
っ
て

も
通
知
が
な
い
。
東
京
都
に
問
い
合
わ

せ
る
と
、
鹿
児
島
県
か
ら
通
知
が
来
た

の
は
一
日
以
降
で
、
事
前
の
連
絡
も
な

か
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
上
司
の
決

裁
に
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
再
来
月
の
登
録
審
査
会
で
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。「
間
に
合
わ

せ
ま
す
」
と
い
う
の
は
全
部
嘘
だ
っ
た

わ
け
だ
。
も
は
や
呆
れ
て
物
も
言
え
な

い
。「
も
う
い
い
や
、
訂
正
交
付
さ
え

で
き
れ
ば
…
…
」
と
思
っ
た
。

　
都
庁
の
登
録
審
査
会
は
、
コ
ロ
ナ
自

粛
騒
動
の
最
中
、
か
ろ
う
じ
て
開
催
さ

れ
た
。
長
さ
、
反
り
、
目
釘
穴
の
数
は

登
録
証
と
一
致
し
、
ま
た
銘
文
も
正
し

く
読
み
取
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
鹿
児
島
県
か
ら
訂
正
交
付
さ

れ
、
万
事
め
で
た
し
め
で
た
し
、
の
は

ず
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
…
…
や
っ
ぱ
り
そ
う
は
行

か
な
か
っ
た
。
鹿
児
島
県
か
ら
、「
当

県
の
原
票
と
は
合
致
し
ま
せ
ん
で
し

た
」
と
い
う
通
知
が
来
た
の
で
あ
る
。

今
後
は
東
京
都
の
指
示
に
従
い
、
新
規

登
録
の
手
続
き
を
進
め
よ
、
と
の
お
達

し
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
原
票
・
登
録
証

の
記
載
が
現
物
と
異
な
る
か
ら
審
査
を

お
願
い
し
た
の
で
あ
っ
て
、
原
票
と
合

致
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
ば
し

茫
然
と
し
た
。
ふ
と
我
に
返
っ
て
、
鹿

児
島
県
に
電
話
を
し
、
担
当
者
の
Ｓ
氏

を
お
願
い
し
た
。

　
私
「
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
」

　
Ｓ
氏
「
原
票
は
八
月
日
で
す
。
都
庁

の
報
告
で
は
、
八
月
八
十
一
歳
造
で
す

の
で
、
原
票
と
は
異
な
る
と
い
う
判
断

で
す
」

　
私
「
昭
和
二
十
七
年
当
時
の
誤
記
で

は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」

　
Ｓ
氏
「
私
ど
も
は
詳

し
く
な
い
の
で
、
詳
し

い
先
生
方
に
諮
り
ま
し

た
が
、そ
の
結
果
で
す
」

　
私
「
昭
和
二
十
七
年

に
鹿
児
島
県
で
、
薩
摩

の
刀
工
の
、
刀
剣
史
上

に
残
る
名
工
の
名
刀
が

登
録
さ
れ
て
ず
っ
と
そ

の
ま
ま
来
た
も
の
で

し
ょ
う
？

　
郷
土
の
文
化
財
を
否
定
し

て
ど
う
す
る
ん
で
す
か
？
」

　
担
当
者
Ｓ
氏
「
そ
う
言
わ
れ
ま
し
て

も
、私
ど
も
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
し
」

　
全
く
お
話
に
な
ら
な
い
。未
来
永
劫
、

間
違
っ
た
内
容
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば

よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
価
値
あ
る
初
期
の

登
録
証
を
簡
単
に
否
定
し
て
何
が
文
化

行
政
か
。
郷
土
の
刀
を
見
捨
て
る
よ
う

な
人
た
ち
が「
刀
に
詳
し
い
人
」だ
と
？

笑
止
千
万
で
あ
る
。
担
当
者
の
Ｓ
氏
は

た
ま
た
ま
銃
砲
刀
剣
類
登
録
担
当
に

な
っ
た
わ
け
で
、
数
年
し
た
ら
別
の
部

署
に
代
わ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

任
期
中
く
ら
い
は
郷
土
の
刀
工
に
つ
い

て
少
し
は
勉
強
し
て
ほ
し
い
。

　
人
間
の
引
き
出
し
は
、
小
さ
な
積
み

重
ね
で
増
え
て
い
く
も
の
。
刀
の
こ
と

に
つ
い
て
人
よ
り
ち
ょ
っ
と
詳
し
い
だ

け
で
、「
君
、
な
か
な
か
面
白
い
男
だ

な
！
」
と
か
言
わ
れ
、
人
生
が
広
が
る

か
も
し
れ
な
い
し
、知
識
が
増
え
れ
ば
、

人
生
は
楽
し
く
な
る
と
思
う
の
だ
が
。

　
そ
れ
と
も
教
育
委
員
会
は
、
子
供
た

ち
に
教
育
さ
せ
る
の
が
仕
事
で
、
自
分

た
ち
は
学
習
し
な
い
、
そ
う
い
う
部
署

な
の
か
？

事
例
37
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こ
の
本
が
書
か
れ
た
き
っ
か
け
は
、

「
維
新
の
頃
よ
り
明
治
の
は
じ
め
大
江

戸
趣
味
風
流
名
物
く
ら
べ
」
と
書
か
れ

た
一
枚
の
ビ
ラ
で
あ
る
。
江
戸
風
流

番
付
と
も
い
う
べ
き
ビ
ラ
を
、
昭
和

三
十
年
ご
ろ
、
羽
二
重
団
子
屋
の
主

人
か
ら
こ
れ
を
手
渡
さ
れ
た
著
者
は
、

ビ
ラ
の
経
緯
を
調
べ
、
書
か
れ
て
い

る
人
や
店
を
調
べ
て
い
っ
た
。

　
市
川
団
十
郎
、
弁
当
の
弁
松
、
物

ま
ね
の
猫
八
、
駒
形
ど
ぜ
う
、
蕎
麦

の
永
坂
更
科
な
ど
今
に
残
る
人
名
や

店
も
あ
る
が
、
多
く
は
消
え
て
し
ま
っ

て
い
る
。
著
者
は
遺
族
や
関
係
者
を

訪
ね
て
話
を
聞
き
、
細
々
と
、
し
か
し
、

さ
ら
り
と
し
た
独
特
の
文
体
で
、
江
戸

の
風
景
と
雰
囲
気
を
蘇
ら
せ
て
い
る
。

多
く
が
先
の
大
戦
前
の
世
界
で
あ
る
。

社
会
、
人
々
の
意
識
、
そ
し
て
流
れ

て
い
る
時
間
の
速
さ
ま
で
が
、
今
の

わ
れ
わ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
一
体
ど
ん
な
人
や
店
が
登
場
す
る

の
か
。
文
庫
本
と
な
る
際
に
編
集
を
担

当
し
た
森
ま
ゆ
み
が
解
説
で
書
い
て

い
る
が
、
一
番
印
象
深
い
の
は
、
粋
人
・

奇
人
づ
く
し
編
の
冒
頭
の
「
似
顔
絵

師
豊
原
国
周
」
で
あ
ろ
う
。

　
彼
は
似
顔
絵
描
き
と
し
て
の
腕
は

ピ
カ
一
。
し
か
し
、
酒
を
浴
び
る
よ
う

に
飲
み
、
女
房
が
呆
れ
て
家
を
出
て

い
く
と
、
ま
た
別
の
女
房
が
来
て
、
そ
の

女
房
が
い
な
く
な
る
と
、
ま
た
新
し
い
女

房
が
現
れ
て
…
…
。
家
も
や
た
ら
と
引
っ

越
す
。
あ
る
時
は
一
日
に
三
回
引
っ
越
し

た
。
最
後
の
家
も
気
に
入
ら
ず
引
っ
越
そ

う
と
し
た
が
既
に
夕
方
で
、
あ
き
ら
め
て

寝
た
と
か
。
ま
あ
、
こ
ん
な
人
が
家
族
に

い
た
ら
、
も
う
大
変
だ
ろ
う
。
国
周
は
職

人
気
質
で
、
自
分
の
腕
に
は
絶
対
の
自
信

が
あ
っ
た
。
団
十
郎
が
似
顔
絵
を
見
て
文

句
を
言
っ
た
と
聞
け
ば
、「
団
十
郎
だ
っ

て
自
分
で
自
分
の
顔
や
仕
草
は
わ
か
る
め

え
」
と
啖
呵
を
切
っ
た
。
す
ご
い
人
が
い

た
も
の
だ
。

　
清
元
の
菊
寿
太
夫
は
芸
達
者
で
あ
っ

た
。
し
か
し
お
金
と
の
縁
は
薄
く
、
魚
の

切
り
身
を
夫
婦
二
人
で
分
け
て
食
す
る
ほ

ど
、
貧
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
夫
婦
で

向
島
百
花
園
へ
出
か
け
、
梅
が
咲
い
て
い

な
い
と
、
懐
か
ら
取
り
出
し
た
紙
を
短
冊

形
に
し
、
即
興
で
ひ
ね
っ
た
一
句
を
木
に

結
び
付
け
た
と
い
う
。

　「
ま
だ
少
し
梅
が
早
い
と
言
う
客
は

に
っ
こ
り
笑
顔
見
せ
て
わ
び
す
け
」

　
何
と
い
う
遊
び
ご
こ
ろ
だ
ろ
う
。
銀
座

の
路
上
で
骨
董
品
を
売
り
、
木
挽
町
七
丁

目
で
商
売
を
し
た
と
い
う
（
も
ち
ろ
ん
う

ま
く
い
か
な
い
）
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
人

が
今
、
わ
れ
わ
れ
が
歩
い
て
い
る
界
隈
で

暮
ら
し
て
い
た
の
だ
。
不
思
議
な
気
持
ち

に
な
る
。

　
味
づ
く
し
編
。
例
え
ば
「
料
亭
柳
島

橋
本
の
表
二
階
」
な
ん
て
い
う
タ
イ
ト
ル

か
ら
し
て
素
敵
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
橋
本

へ
着
け
る
や
雪
の
う
か
れ
舟
…
…
」
四

代
目
菊
五
郎
作
の
小
唄
を
書
き
出
し
に
、

尾
崎
紅
葉
も
遊
ん
だ
と
い
う
料
亭
橋
本
の

歳
月
が
語
ら
れ
、
読
者
は
、
そ
の
世
界
に

ふ
っ
と
入
っ
て
し
ま
う
。
本
欄
で
も
以
前

取
り
上
げ
た
﹃
生
麦
事
件
﹄
の
作
者
吉
村

昭
も
、
書
き
出
し
は
う
ま
い
人
だ
が
、
こ

の
本
の
著
者
吉
村
武
夫
は
（
既
に
お
察
し

か
も
し
れ
な
い
が
）
そ
の
兄
な
の
で
あ
る
。

　「
名
物
く
ら
べ
」
を
よ
く
見
る
と
、「
片

切
加
納
夏
雄
」
と
か
「
筒
は
し
一
」
な

ど
、
刀
職
関
係
者
の
名
前
も
見
ら
れ
る
。

が
、彼
ら
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

﹃
刀
装
小
道
具
講
座
﹄や﹃
刀
装
金
工
事
典
﹄

等
の
書
籍
は
労
作
で
あ
る
し
、
学
恩
は
計

り
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
「
吉
村
武
夫
な

ら
、
加
納
夏
雄
先
生
を
ど
の
よ
う
に
書
い

た
だ
ろ
う
か
」
と
筆
者
は
思
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。

　
こ
の
本
は
一
編
一
編
が
大
体
四
、
五

ペ
ー
ジ
で
完
結
す
る
。
筆
者
は
総
武
線
三

鷹
駅
か
ら
電
車
に
乗
る
と
本
を
開
き
、
発

車
し
て
、
吉
祥
寺
、
そ
し
て
西
荻
窪
と
来

る
辺
り
で
大
体
一
編
を
読
み
終
わ
っ
て
カ

バ
ン
に
し
ま
い
、
荻
窪
で
降
り
て
丸
の
内

線
に
乗
り
換
え
る
。
そ
の
日
は
も
う
そ
れ

で
終
わ
り
。
筆
者
の
場
合
、
な
ぜ
か
も
う

読
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
読
書
も
ま

た
楽
し
い
と
思
う
。

（
小
島
つ
と
む
）

■
吉
村
武
夫

　
大
正
元
年
静
岡
県
富
士
市

生
ま
れ
。
家
業
の
製
綿
製
糸
に
従
事
。
著

書
に﹃
ふ
と
ん
綿
の
歴
史
﹄﹃
綿
の
郷
愁
史
﹄

﹃
綿
の
民
族
史
﹄
が
あ
る
。

人
物
の
逸
話
や
店
の
由
来
か
ら
良
き
時
代
を
偲
ぶ

『
明
治
粋
人
奇
人
談
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▪
最
終
回
両
山
先
生
の
思
い
出

　
近
年
の
刀
剣
界
で
は
、
本
間
薫
山
・

佐
藤
寒
山
両
先
生
を
知
ら
な
い
方
も
多

く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
か
ら
見
て

ど
ん
な
方
だ
っ
た
か
、お
話
し
し
た
い
。

　
私
が
大
学
三
年
に
な
る
昭
和
五
十

一
年
の
一
月
か
二
月
だ
っ
た
と
思
う

が
、叔
父
の
飯
田
一
雄
に
連
れ
ら
れ
て
、

代
々
木
の
旧
刀
剣
博
物
館
へ
佐
藤
寒
山

先
生
を
訪
ね
た
。
当
時
、
寒
山
先
生
は

刀
和
会
と
い
う
勉
強
会
を
主
宰
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
入
会
の
お
願
い
に
伺
っ
た

の
で
あ
る
。

　「
私
の
甥
で
す
が
、
刀
和
会
で
勉
強

さ
せ
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
叔
父
か
ら
お
願
い
す
る
と
、
寒
山
先

生
は
書
き
物
を
さ
れ
て
い
て
し
ば
ら
く

無
言
だ
っ
た
が
、
チ
ラ
ッ
と
顔
を
上
げ

て
、「
そ
う
か
、
そ
れ
な
ら
来
月
か
ら

出
て
き
な
さ
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ

た
。初
め
て
の
刀
和
会
の
時
の
こ
と
は
、

今
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

　
会
場
の
刀
剣
博
物
館
四
階
講
堂
に
は

三
十
名
ぐ
ら
い
の
方
た
ち
が
参
加
し
て

い
て
、一
本
入
札
鑑
定
を
や
っ
て
い
た
。

刀
剣
博
物
館
の
深
江
泰
正
先
生
、
刀
剣

商
の
柴
田
和
夫
さ
ん
、
刀
装
具
研
究
家

の
若
山
泡
沫
（
故
人
）・
福
士
繁
雄
両

先
生
、
文
化
庁
の
広
井
雄
一
先
生
、
東

京
国
立
博
物
館
の
小
笠
原
信
夫
先
生

（
故
人
）、
愛
刀
家
の
河
端
照
孝
さ
ん
な

ど
、
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。

　
そ
ろ
そ
ろ
寒
山
先
生
が
お
見
え
に
な

る
こ
ろ
に
は
、
会
場
は
シ
ー
ン
と
静
ま

る
返
る
。
ギ
ー
ッ
と
ド
ア
が
開
く
と
、
総

立
ち
と
な
っ
て
先
生
を
お
迎
え
し
た
。

　
鑑
定
刀
五
振
は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
生
か

ら
指
名
さ
れ
た
者
が
皆
さ
ん
の
前
で
説

明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
茎
を
柄

に
収
め
た
ま
ま
、
正
解
が
何
か
わ
か
ら

な
い
ま
ま
話
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か

ら
、
緊
張
す
る
。

　
初
参
加
の
時
、
い
き
な
り
「
一
号
刀

は
飯
田
君
、
解
説
し
な
さ
い
」
と
言
わ

れ
た
。
て
っ
き
り
叔
父
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
る
と
、「
飯
田
慶
久
君
」
と
念
を

押
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
冷
汗
三
斗
の
思

い
で
説
明
に
当
た
っ
た
が
、
幸
い
法
城

寺
正
弘
の
入
札
は
当
た
っ
て
お
り
、
寒

山
先
生
に
「
大
変
よ
ろ
し
い
」
と
の
言

葉
を
頂
き
、
ホ
ッ
と
胸
を
な
で
下
ろ
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
柴
田
さ
ん
は
大
学
ノ
ー
ト
を
持
参

し
、
毎
回
一
番
前
の
席
で
寒
山
先
生
の

講
義
を
記
録
さ
れ
て
い
た
が
、
全
員

の
入
札
結
果
が
張
り
出
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
み
ん
な
真
剣
に
取
り
組
ん
で

い
た
。

　
翌
年
の
新
年
会
の
時
、
若
山
先
生

が
「
刀
和
会
は
単
な
る
鑑
定
会
で
は
な

い
。
道
場
と
言
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場

所
で
あ
り
、
し
っ
か
り
と
勉
強
し
て
ほ

し
い
」
と
挨
拶
さ
れ
た
。
私
も
決
意
を

新
た
に
し
、
そ
の
後
、
寒
山
先
生
の
著

書
﹃
国
広
大
鑑
﹄﹃
康
継
大
鑑
﹄﹃
虎
徹

大
鑑
﹄
な
ど
を
熟
読
し
て
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
寒
山
先
生
は
そ
れ
か
ら
わ

ず
か
二
年
後
の
昭
和
五
十
三
年
二
月
二

十
六
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
私
は
わ
ず
か
な
期
間
し
か
ご

指
導
い
た
だ
け
な
か
っ
た
が
、
古
武
士

の
よ
う
な
風
貌
の
お
姿
は
強
く
印
象
に

残
っ
て
い
る
。「
あ
な
た
の
刀
の
師
匠

は
ど
な
た
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
時
、

私
は
迷
わ
ず
「
佐
藤
寒
山
先
生
で
す
」

と
お
答
え
し
て
い
る
。

　
刀
和
会
は
そ
の
後
も
、
広
井
先
生
を

会
長
と
し
て
長
く
続
い
た
。
平
成
六
年

四
月
に
は
刀
和
会
を
中
心
と
し
た
弟
子

た
ち
が
準
備
し
、
先
生
の
郷
里
鶴
岡
の

禅
源
寺
で
十
七
回
忌
法
要
が
執
り
行
わ

れ
た
。
二
百
名
以
上
の
参
加
が
あ
り
、

同
地
の
致
道
博
物
館
で
は
追
悼
の
名

刀
展
も
開
催
さ
れ
た
。
当
時
の
同
館
酒

井
忠
明
館
長
（
公
益
財
団
法
人
日
本
美

術
刀
剣
保
存
協
会
酒
井
忠
久
会
長
の
父

君
）
か
ら
、
寒
山
先
生
の
思
い
出
話
な

ど
を
伺
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
昭
和
五
十
八
年
九
月
、
杉
並
区
久
我

山
に
あ
っ
た
本
間
薫
山
先
生
の
お
宅
を

訪
ね
、
鞘
書
き
を
お
願
い
し
た
折
の
こ

と
で
あ
る
。
先
生
か
ら
「
来
月
十
五
日

の
午
後
一
時
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
言

わ
れ
た
の
で
、
今
回
は
ず
い
ぶ
ん
早
く

に
頂
け
る
の
だ
な
と
思
っ
て
い
た
。
そ

の
日
時
に
伺
う
と
、
四
名
の
先
客
が
お

ら
れ
た
。

　
間
も
な
く
ド
ア
が
開
い
て
、
先
生
が

入
っ
て
こ
ら
れ
た
。
五
、
六
振
の
刀

を
お
持
ち
に
な
り
、
柄
を
は
め
た
ま

ま
銘
々
に
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
紙
も
配
ら

れ
た
。
そ
の
紙
に
調
書
を
取
っ
て
、
入

札
鑑
定
を
し
な
さ
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
、
何
も
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
私
は

正
直
、
戸
惑
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が

本
間
先
生
の
豊
城
塾
に
入
会
し
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
日
記
を
見
る
と
、「
昭
和
五
十
八
年

十
月
十
五
日
、
午
後
五
時
ま
で
み
っ
ち

り
教
わ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
二
十

九
歳
の
時
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
毎
月
、
ご
自
宅
に
伺
っ

て
ご
指
導
を
頂
い
た
。
本
間
先
生
は
平

成
三
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
が
、
私
は
平

成
元
年
ま
で
六
年
半
、
豊
城
塾
で
勉
強

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
本
間
先
生
の
す
ご
い
の
は
、
例
え
ば

鑑
定
刀
の
古
備
前
正
恒
を
解
説
す
る
際

「
こ
の
地
鉄
は
よ
く
詰
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
よ
り
も
奈
良
の
渡
辺
家
の
国
宝
太

刀
の
方
が
よ
り
詰
ん
で
い
る
」
と
か
、

「
大
阪
の
田
口
家
の
正
恒
は
こ
れ
よ
り

肌
が
立
っ
て
い
る
」
な
ど
と
、
現
存
す

る
名
品
の
姿
・
地
鉄
・
刃
文
を
空そ

ら

で
細

か
く
比
較
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
国
宝
・
重
文
・
重
美
の
指
定
と
認
定

に
長
年
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
先
生
だ
か

ら
、
そ
の
蓄
積
は
古
今
の
鑑
定
家
の
水

準
を
断
然
抜
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
国
宝
百
二
十
振
、
重
文
八
百
振
、

重
美
一
千
振
が
頭
の
中
の
引
き
出
し
に

き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
い
て
、
い
つ
で

も
取
り
出
せ
る
状
態
に
あ
る
の
だ
。

　
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
川
崎
市
梶

ケ
谷
に
あ
る
虎
の
門
病
院
分
院
に
入
院

さ
れ
た
本
間
先
生
を
お
見
舞
い
に
伺
っ

た
折
、
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
目
を
つ

む
っ
た
ま
ま
「
飯
田
君
、
最
近
何
か
い

い
刀
は
扱
っ
た
か
ね
」
と
聞
か
れ
た
。

「
は
い
、
来
国
俊
の
太
刀
を
扱
い
ま
し

た
」
と
お
答
え
す
る
と
、「
そ
の
太
刀
の

帽
子
は
ど
う
な
っ
て
い
た
」「
姿
は
」「
地

鉄
は
」「
映
り
は
あ
る
か
、
ど
ん
な
映

り
だ
」
と
次
々
に
質
問
さ
れ
た
。
お
答

え
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
品
を
例
示

し
て
特
徴
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
目
を
つ
む
っ
て
話
し
続
け
る
お
姿
を

見
な
が
ら
、
本
間
先
生
は
本
当
に
刀
が

好
き
な
方
な
の
だ
と
得
心
が
い
っ
た
。

さ
す
が
に
「
刀
剣
界
の
天
皇
」
と
言
わ

れ
た
方
は
す
ご
か
っ
た
。

飯
田
慶
久

（
飯
田
高
遠
堂
）

あ
る

の

あ
る

刀
のの

刀刀刀刀刀刀
屋
刀
屋
履

歴
書

本間薫山先生 佐藤寒山先生

　
コ
ロ
ナ
禍
で
生
活
の
流
れ
が
一
気
に

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
く
「
○
年
に

一
度
の
…
」
な
ど
と
言
う
が
、
こ
こ
ま

で
の
変
貌
を
予
想
し
た
人
が
ど
れ
だ
け

い
た
だ
ろ
う
。

　
う
つ
る
わ
け
に
も
、
う
つ
す
わ
け
に

も
い
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
を

受
け
入
れ
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
生

き
残
る
道
な
の
だ
ろ
う
。

　
国
の
緊
急
事
態
宣
言
に
続
く
東
京
都

の
休
業
要
請
に
応
じ
、
弊
社
は
休
業
し

た
。
日
々
溜
ま
っ
て
い
た
デ
ス
ク
ワ
ー

ク
、
今
後
の
準
備
に
追
わ
れ
な
が
ら
、

五
月
に
入
る
と
各
所
の
整
理
や
掃
除
に

時
間
を
費
や
す
。

　
悲
惨
な
報
道
に
包
ま
れ
る
中
、
陽
が

差
し
込
む
よ
う
な
懐
か
し
い
写
真
に
対

面
し
た
。
全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
（
以

下
「
青
年
会
」）
の
集
合
写
真
で
あ
る
。

だ
が
自
分
も
含
め
、
ど
う
も
全
員
が
超

若
い
！
（
あ
っ
、
女
性
は
変
わ
り
ま
せ

ん
）

　
ま
さ
に
二
十
八
年
前
、
青
年
会
が
杉

江
雄
治
代
表
幹
事
の
平
成
四
年
夏
、
東

京
国
立
博
物
館
元
刀
剣
室
長
・
加
島
進

先
生
を
お
迎
え
し
、
大
三
島
・
厳
島
へ

甲
冑
・
刀
剣
の
研
修
旅
行
を
行
っ
た
時

の
写
真
で
あ
る
。
私
も
交
換
会
に
足
を

踏
み
入
れ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
今
で
も

目
に
浮
か
ぶ
甲
冑
・
刀
剣
・
外
装
の
生う

ぶ

さ
は
も
ち
ろ
ん
、
前
夜
の
別
行
動
を
楽

し
そ
う
に
話
す
諸
先
輩
、
強こ

わ

面も
て

の
先
輩

か
ら
帰
路
ご
馳
走
に
な
っ
た
ビ
ー
ル
な

ど
、
格
別
な
体
験
と
な
っ
た
。

　
青
年
会
は
昭
和
四
十
七
年
に
業
界
若

手
の
研
鑽
の
場
と
し
て
設
立
さ
れ
、
後

に
毎
年
代
表
幹
事
を
選
出
し
て
諸
先
輩

方
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
運
営
さ
れ
て
き

た
が
、
こ
の
計
画
を
実
行
し
た
杉
江
さ

ん
は
東
京
美
術
倶
楽
部（
以
下「
東
美
」）

で
も
既
に
活
躍
さ
れ
て
お
り
、
東
美
方

式
の
東
京
大
会
開
催
な
ど
、
革
新
的
な

経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
さ
て
、
こ
の
写
真
を
見
て
懐
か
し
さ

と
同
時
に
気
に
な
っ
た
の
が
、
優
し
く

て
身
体
と
同
じ
く
線
が
細
そ
う
に
見
え

て
、
実
は
信
念
強
靭
な
杉
本
一
人
先
輩

の
様
子
で
あ
る
。

　
や
は
り
大
人
し
く
品
の
良
い
お
父
上

は
、
本
阿
弥
光
遜
門
で
人
間
国
宝
永
山

光
幹
師
の
弟
弟
子
、光
寛
の
号
を
持
つ
。

一
緒
に
写
真
を
撮
ろ
う
と
す
る
と
恥
ず

か
し
が
っ
て
茶
目
っ
気
い
っ
ぱ
い
に
逃

げ
る
姿
を
思
い
出
す
。
杉
本
先
輩
も
永

山
先
生
の
下
で
研
師
修
業
を
し
た
と
本

人
か
ら
聞
い
て
い
る
。

　
永
山
家
と
伊
波
家
は
懇
意
で
、
私
も

運
転
手
と
し
て
父
に
随
行
訪
問
し
た

が
、
そ
の
時
に
い
ら
し
た
か
は
定
か

で
な
い
。
そ
ん
な
つ
な
が
り
も
あ
っ
て

か
、
青
年
会
で
代
表
を
務
め
ら
れ
た
時

の
交
換
会
後
、
蕎
麦
を
食
べ
に
連
れ
て

い
っ
て
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話

を
伺
っ
た
。
全
国
刀
剣
会
で
は
生
品
の

出
品
で
お
世
話
に
な
っ
た
。

　
五
月
の
連
休
明
け
に
杉
本
先
輩
の
訃

報
が
入
る
。近
年
、病
後
療
養
中
で
あ
っ

た
が
、
急
に
体
調
を
崩
さ
れ
た
と
か
。

六
十
四
歳
、
若
す
ぎ
る
。
駆
け
つ
け
ら

れ
な
い
状
況
の
中
、
家
族
葬
の
意
向
を

重
ん
じ
、
出
て
き
て
く
れ
た
写
真
に
巡

り
合
わ
せ
を
感
じ
、
静
か
に
手
を
合
わ

せ
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

合
掌
。

（
伊
波
賢
一
）

平成４年、安芸の宮島にて。右端杉本一人氏

全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
の
研
修
旅
行

杉
本
先
輩
を
偲
ん
で

全
国
美
術
刀
剣
青
年
会
の
研
修
旅
行

一葉の
記憶

寒山先生17回忌法要の折、鶴岡市の禅源寺にて
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　「
新
刀
に
は
な
ぜ
美
濃
伝
系
の
刀
鍛

冶
が
多
い
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
答
え
し

ま
し
ょ
う
。

　
室
町
時
代
後
期
に
は
、
六
～
七
割
は

備
前
伝
と
美
濃
伝
が
占
め
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
新
刀
期
（
慶
長
五
年
〈
一

六
〇
〇
〉
関
ケ
原
の
戦
以
降
）
に
入
る

と
、
約
七
割
が
美
濃
伝
系
の
刀
鍛
冶
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
備
前
伝
が
大
き
く

減
少
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
、次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　①�

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
吉

井
川
大
洪
水

　②
織
田
信
長
の
楽
市
楽
座
令

　③
美
濃
刀
の
魅
力

　
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み

ま
し
ょ
う
。

◎
備
前
鍛
冶
の
壊
滅

　
吉
井
川
の
大
洪
水
は
下
流
に
あ
っ
た

備
前
長
船
村
を
壊
滅
さ
せ
、
備
前
鍛
冶

は
ほ
ぼ
全
員
溺
死
し
て
し
ま
っ
た
と
言

い
ま
す
。
そ
の
後
の
備
前
刀
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
そ
の
事
実
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
天
正
十
八
年
か
ら
新
刀
期
の
入
り
口

で
あ
る
慶
長
五
年
ま
で
は
わ
ず
か
に
十

年
し
か
な
く
、
こ
の
間
、
備
前
伝
を
継

承
す
る
刀
工
は
現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
約
六
十
年
を
経
て
、
慶
安

（
一
六
四
八
～
五
二
）
の
こ
ろ
、
備
前

伝
の
特
色
で
あ
る
丁
子
乱
れ
や
乱
れ
映

り
を
表
す
ソ
ボ
ロ
助
広
が
よ
う
や
く
出

現
す
る
の
で
す
。少
し
遅
れ
て
寛
文（
一

六
六
一
～
六
三
）
の
こ
ろ
、
石
堂
一
派

（
江
戸
・
大
坂
・
紀
州
・
福
岡
）
や
備

前
鍛
冶
の
上
野
大
掾
祐
定
ら
が
活
躍
し

ま
す
が
、
古
刀
期
の
備
前
物
の
よ
う
な

隆
盛
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

◎
美
濃
鍛
冶
の
全
国
展
開

　
戦
国
末
期
か
ら
慶
長
年
間
に
か
け

て
、
全
国
各
地
で
有
力
大
名
に
よ
る
都

市
型
の
城
造
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
折
、
城
下
に
は
武
家
屋
敷
の
ほ
か
に

職
人
町
・
商
人
町
の
区
割
り
が
な
さ
れ
、

町
の
発
展
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
大
名
た

ち
は
優
れ
た
刀
鍛
冶
を
招
致
す
る
た
め

に
鍛
冶
町
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
優

遇
措
置
を
講
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
こ
れ
を
少
し
さ
か
の
ぼ
る
天
正
四
年

（
一
五
七
六
）、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
安

土
城
下
で
楽
市
楽
座
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
諸
大
名
が
こ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を

町
づ
く
り
の
参
考
に
し
た
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
ら
に
、
信
長
の
楽
市
楽
座
令
に
よ

り
関
の
鍛
冶
座
が
崩
壊
し
、
美
濃
鍛
冶

た
ち
は
座
の
掟
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
新
天
地
を
求
め
て
自
由
に
全
国
各

地
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
時
期
に
全
国
に
展
開
し
た
関
の

刀
工
た
ち
は
図
に
示
す
通
り
で
す
が
、

そ
の
後
江
戸
時
代
を
通
し
て
何
代
も
続

き
、
さ
ら
に
枝
分
か
れ
し
て
広
が
り
を

見
せ
、
美
濃
伝
が
新
刀
期
の
七
割
を
占

め
る
要
因
と
な
る
の
で
す
。

◎
美
濃
刀
の
特
徴

　
当
時
、
美
濃
刀
は
切
れ
味
が
優
れ
て

い
る
こ
と
や
、
折
れ
ず
曲
が
ら
ず
実
用

刀
と
し
て
大
い
に
定
評
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
だ
ま
だ
戦
乱
の
収
ま
ら
な
い
時

期
で
あ
り
、
諸
大
名
は
関
鍛
冶
を
高
く

評
価
し
、
城
下
に
優
れ
た
刀
工
を
受
け

入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
室
町
期
の
関
鍛
冶
の
作
風
の
特
徴
は
、

　
①�

姿
…
切
れ
味
重
視
の
た
め
、
重
ね

は
や
や
薄
く
、
平
肉
の
乏
し
い
も

の
が
多
い
。

　
②�

地
鉄
…
板
目
が
流
れ
柾
が
か
る
も

の
も
あ
っ
て
、
総
じ
て
白
け
て
い

る
（
た
だ
し
、
新
刀
期
の
美
濃
伝

に
は
白
け
る
も
の
は
な
い
）。

　
③�

刃
文
…
互
の
目
が
主
体
で
尖
り
刃

が
目
立
ち
、
中
に
は
三
本
杉
と
称

さ
れ
る
独
特
な
刃
文
や
、
頭
の
丸

い
兼
房
乱
れ
、
箱
が
か
っ
た
湾
れ

刃
な
ど
も
あ
り
、
表
裏
の
刃
が
揃

う
傾
向
が
あ
る
。

　
④�

帽
子
…
乱
れ
込
み
、
や
や
倒
れ
て

地
蔵
風
に
な
る
も
の
が
多
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
新
刀
期
の
美
濃
伝

は
、
古
刀
期
の
作
風
を
完
全
な
ま
で
に

踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
各
自
、
各
時

代
に
お
い
て
、
美
濃
伝
を
部
分
的
に
取

り
入
れ
な
が
ら
創
意
工
夫
を
重
ね
、
発

展
を
続
け
ま
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か

ら
、
新
刀
期
に
は
美
濃
伝
系
の
刀
鍛
冶

が
多
い
の
で
す
。

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
七
回
・

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？

新
刀

　
日
本
で
は
今
年
の
二
月
中
下
旬
か
ら

始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
流
行
に
伴
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響

が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
原
稿
を
執
筆
し

て
い
る
六
月
初
旬
の
段
階
で
も
、
特
に

首
都
圏
で
は
感
染
者
の
増
加
数
が
一
日

当
た
り
二
桁
の
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
興
味
深
か
っ
た
の
は
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
拡
散
し
た「
ア
マ
ビ
エ
」

な
ど
、
古
の
伝
説
・
妖
怪
を
モ
チ
ー
フ

に
し
て
疫
病
退
散
を
祈
願
す
る
ブ
ー
ム

で
し
ょ
う
か
。「
ア
マ
ビ
エ
」
は
本
来

的
に
は
疫
病
退
散
を
祈
願
す
る
も
の
で

は
な
い
よ
う
で
す
が
…
。

　
古
来
よ
り
疫
病
退
散
を
祈
願
す
る
行

為
は
日
本
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す

が
、
今
回
は
京
都
の
祇ぎ

園お
ん

祭
（
祇
園
御ご

霊り
よ
う

会え

）
注
１
に
つ
い
て
少
し
だ
け
触
れ

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
祭
礼
は
貞

じ
よ
う

観が
ん

年
間
（
八
五
九
～

八
七
七
）
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

古
く
か
ら
御
霊
信
仰
を
背
景
に
疫
病
退

散
・
平
癒
を
祈
願
し
て
催
さ
れ
た
も
の

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
は
日
本
の

文
化
的
政
治
的
中
心
地
で
あ
り
、
人
口

も
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
よ
り

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
状
況
も
悪
く
衛
生
環

境
も
良
く
な
か
っ
た
た
め
、
た
び
た
び

疫
病
の
流
行
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
現
代
で
も
、
状
況
は
違
え
ど
人
が
集

ま
る
と
疫
病
が
拡
散
し
や
す
い
の
は
同

じ
で
す
。

　
祇
園
御
霊
会
が
今
日
見
ら
れ
る
よ
う

な
形
態
に
な
っ
た
の
は
、
お
お
む
ね
室

町
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
室
町
時
代
以
降
に
成

立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
祇
園
御
霊
会
の

様
子
を
描
い
た
絵
画
資
料
を
見
る
と
、

そ
こ
に
は
鎧
武
者
の
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。

〈
参
考
〉「
京
洛
月
次
風
俗
扇
面
流
図
」
円

光
寺
所
蔵
／
「
町
田
家
本
洛
中
洛
外
図
屛

風
」国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
／
「
上

杉
本
洛
中
洛
外
図
屛
風
」上
杉
博
物
館
所

蔵
／
「
祇
園
山
王
祭
礼
図
屛
風
」
サ
ン
ト

リ
ー
美
術
館
所
蔵
／
「
祇
園
祭
礼
図
屛
風
」

出
光
美
術
館
所
蔵
等

　
こ
こ
で
鎧
を
着
て
い
る
人
た
ち
は
い

わ
ゆ
る
「
町
衆
」
や
「
犬い

ぬ

神じ

人に
ん

」
注
２

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
で
言
う
と
こ
ろ

の「
コ
ス
プ
レ
」を
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
実
は
日
本
甲
冑
は
、
中
世
の
こ

ろ
か
ら
既
に
祭
り
を
華
や
い
だ
も
の
に

演
出
す
る
た
め
の
「
小
道
具
」
と
し
て

の
役
割
も
あ
り
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、
祇
園
祭
に
出
さ
れ
る
山
の

一
つ
「
浄
妙
山
」
の
筒
井
浄
妙
坊
の
人

形
（
御
神
体
）
が
着
る
衣
装
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
室
町
期
の
作
と
思
わ
れ

る「
黒
韋
威
肩
白
胴
丸
」（
重
要
文
化
財
）

な
ど
、
中
世
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
祭
礼
用
の
甲
冑
が
現
在
ま
で
残
っ

て
い
る
例
が
一
部
の
地
域
で
時
々
見
ら

れ
ま
す
。た
だ
、祭
礼
用
の
甲
冑
と
言
っ

て
も
当
時
の
も
の
は
実
戦
で
使
用
さ
れ

て
い
た
も
の
と
全
く
同
じ
で
す
。

　
絵
画
資
料
に
描
か
れ
て
い
る
鎧
武
者

た
ち
の
着
て
い
る
甲
冑
に
目
を
向
け
る

と
、
屛
風
絵
な
ど
は
ど
う
し
て
も
小
さ

く
描
か
れ
て
い
る
た
め
そ
の
描
写
が
何

を
表
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
こ

と
も
多
い
の
で
す
が
、
細
か
い
所
に
そ

の
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
描
写
が

あ
り
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
や
出
光

美
術
館
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
屛
風
絵
で

は
一
人
一
人
の
人
物
の
描
写
も
大
き
い

た
め
、
写
実
的
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
が

あ
り
、
祭
り
の
中
で
の
こ
と
と
は
い
え

当
時
の
甲
冑
の
着
用
の
仕
方
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
の
一
つ

と
言
え
ま
す
。

　
実
は
近
世
に
入
っ
て
以
降
、
祇
園
御

霊
会
に
甲
冑
武
者
が
参
加
す
る
割
合
は

徐
々
に
減
少
し
、
今
日
の
祇
園
祭
で
は

そ
の
行
列
の
中
に
甲
冑
武
者
の
姿
を
見

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
正
体
の
判
然
と
し
な
い
恐
怖
が
眼
前

に
あ
っ
た
時
、
人
は
何
か
に
す
が
り
、

祈
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
。
か
つ
て
そ
う
い
っ
た
祈
り
の
場
に

も
日
本
の
鎧
が
あ
っ
た
こ
と
を
何
と
な

く
頭
の
片
隅
に
置
い
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

　
鎧
の
こ
と
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
祇
園
祭

に
出
て
い
る
山
鉾
や
そ
の
文
化
的
背
景

は
日
本
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
も
非
常

に
貴
重
な
資
料
で
す
。

　
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
今
年
の
祇
園
祭

は
中
止
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
コ

ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
い
た
ら
、
一
度
ぜ
ひ

ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

注
１�

明
治
維
新
後
、
祇
園
御
霊
会
は
祇
園

祭
と
改
称
さ
れ
た
。

注
２�

中
世
、
京
都
八
坂
神
社
に
隷
属
し
た

賤
民
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
評
議
員
・
佐
々
木
亮
）

甲
冑
の
話
題
─
─
─
❽

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

　
令
和
二
年
四
月
七
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
感
染
者
が
多

い
七
都
道
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
。
追
っ

て
、
四
月
十
六
日
に
は
全
国
に
拡
大
さ
れ
た
。

　
わ
が
家
は
既
に
戒
厳
令
下
に
あ
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、

自
粛
、
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
い
た
。
こ
の
二
カ
月
弱

の
間
、
流
行
り
物
に
は
い
ろ
い
ろ
と
手
を
出
し
た
。
断
捨

離
、
保
育
園
を
休
ん
で
暇
を
持
て
余
す
息
子
と
ボ
ー
ド
ゲ
ー

ム
に
パ
ン
作
り
、
マ
ス
ク
を
し
て
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
会
え

な
い
仲
間
と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
会
に
、
居
酒
屋
の
テ
イ

ク
ア
ウ
ト
弁
当
…
…
。
前
代
未
聞
の
事
態
に
、
私
は
し
ば

ら
く
思
考
停
止
に
陥
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
人
と
は
案
外
上
手
く
で
き
て
い
る
も
の
で
、

悪
い
状
況
に
も
い
ず
れ
慣
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
す

ら
楽
し
い
こ
と
を
探
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
よ
う
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
に
仕
事
を
し
な
か
っ
た
の
は
何

年
ぶ
り
だ
ろ
う
。

　
息
子
の
保
育
園
入
園
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
全
刀
商
に

入
会
し
た
。
そ
れ
以
降
、全
力
で
走
り
続
け
て
き
た
と
思
う
。

そ
の
足
元
を
力
い
っ
ぱ
い
す
く
わ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
は
も

う
、
見
事
に
コ
ケ
た
。
一
生
懸
命
に
向
か
う
も
の
が
な
く

な
る
と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
に
心
が
擦
り
減
る
の
か
と
心

底
情
け
な
か
っ
た
。「
あ
あ
、
普
通
に
仕
事
が
し
た
い
」
―

そ
ん
な
言
葉
を
日
々
漏
ら
し
て
い
た
。

　
日
々
「
人
と
の
接
触
を
八
割
減
ら
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
テ

レ
ビ
で
耳
に
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
私
は
、
そ
う
な
っ
て
い

た
だ
ろ
う
。
仕
事
関
係
、
保
育
園
の
マ
マ
友
、
趣
味
の
仲
間
。

誰
に
も
会
わ
な
い
。
ま
る
で
、
箱
の
中
に
籠
も
っ
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
消
息
を
確
認
し
た
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

飲
み
会
を
し
て
い
た
が
、
や
は
り
同
じ
場
所
で
同
じ
空
気
感

を
味
わ
え
な
い
の
は
物
足
り
な
い
。ど
こ
か
空
虚
だ
。寂
し
い
。

　
六
月
一
日
か
ら
保
育
園
が
再
開
し
、
と
り
あ
え
ず
日
常

に
戻
っ
た
。
全
刀
商
の
交
換
会
も
六
月
十
七
日
か
ら
再
開

さ
れ
る
。
素
直
に
嬉
し
い
。
ま
た
、
奈
良
か
ら
東
京
へ
の

日
帰
り
出
張
が
始
ま
る
。
帰
り
の
東
京
駅
の
カ
フ
ェ
で
飲

む
一
杯
の
ビ
ー
ル
の
美
味
し
い
こ
と
！�

ど
れ
ほ
ど
疲
れ
て

も
眠
く
て
も
、
や
は
り
仕
事
が
好
き
な
の
だ
。
そ
し
て
、

何
と
い
っ
て
も
一
生
懸
命
に
な
り
た
い
の
だ
。

　
こ
の
病
気
は
い
ま
だ
に
決
し
て
終
息
し
て
い
な
い
。
そ

れ
を
念
頭
に
浮
か
れ
る
こ
と
な
く
、
再
ス
タ
ー
ト
を
切
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

コロナの日 を々振り返る
石井理子（美術刀装具 石井）

慶長ごろ各地に移動した主な関鍛冶

関出身の代表刀工の刃文

越後国 …兼光・兼先

越前国 …兼継・肥後大掾兼法・兼則
加賀国 …兼若・兼巻

丹後国 …大道（丹州田辺住）
因幡国 …兼先

岩代国 …兼定

武蔵国 …康継

駿河国 …兼法・兼明

美濃国 …陸奥守大道

尾張国 …氏房・政常・氏貞・信高

山城国 …兼道・金道・吉道・正俊

美作国 …兼先（津山住）

安芸国 …肥後守輝広

薩摩国 …丸田備前守氏房

賀州兼若 越中守正俊 越前康継
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前
古
未
曾
有
の
今
回
の
震
災
は
ほ
と

ん
ど
東
京
市
の
三
分
の
二
を
灰
燼
に
し

た
。
刀
剣
界
の
被
害
も
ま
た
決
し
て
少

な
く
な
い
。
就な

か
ん
ず
く中

刀
剣
商
は
今
回
火
災

の
危
に
遭
っ
た
下
町
に
多
か
っ
た
た
め
、

全
滅
と
言
っ
て
よ
い
。
山
の
手
に
い
た

二
、
三
の
他
は
刀
剣
・
小
道
具
一
物
も

出
す
事
な
く
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
今

記
者
の
知
っ
て
い
る
中
で
罹
災
の
人
々

を
挙
げ
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
杉
山
茂
丸
氏
（
愛
剣
家
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
数
百
振
焼
失

　
杉
原
祥
造
氏
（
愛
剣
家
）

　
　
別
邸
全
焼

　
被
害
程
度
不
明

　
本
阿
彌
琳
雅
氏
（
鑑
定
家
）

　
　
全
焼

　
留
帳
全
部
焼
失

　
本
阿
彌
光
遜
氏
（
鑑
定
家
）

　
　
全
焼

　
台
帳
全
部
焼
失

　
小
倉
惣
右
衛
門
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
名
刀
数
百
振
焼
失

　
橋
本
元
佑
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
焼
失

　
湯
川
芳
之
助
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
焼
失

　
田
口
清
治
郎
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
無
事

　
笹
田
傳
治
郎
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
類
少
し
く
持
ち
出
す

　
佐
々
木
照
則
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
被
害
程
度
不
明

　
飯
田

　
亘
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
被
害
程
度
不
明

　
古
川
銓
吉
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
日
野
雄
太
郎
氏
（
刀
剣
商
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
平
井
千
葉
氏
（
研
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
小
松
邦
芳
氏
（
鞘
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
石
川
周
八
氏
（
研
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
藤
代
福
太
郎
氏
（
研
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
土
屋
恒
次
郎
氏
（
研
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
山
堀
正
治
氏
（
鞘
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
岡
安
清
八
氏
（
研
師
）

　
　
全
焼

　
刀
剣
・
小
道
具
類
少
し
く

持
ち
出
す

　
杉
山
氏
の
刀
剣
類
は
全
て
網
屋
の
倉

庫
に
保
管
し
て
あ
っ
た
が
、
網
屋
の
蔵

が
落
ち
た
の
で
全
部
烏う

有ゆ
う

に
帰
し
た
。

し
か
し
、
築
地
の
住
宅
・
台
華
社
共
に

焼
失
し
た
か
ら
、
杉
山
氏
の
刀
は
ど
こ

へ
置
い
て
も
駄
目
だ
っ
た
。

　
琳
雅
老
は
家
財
の
幾
分
は
持
ち
出
し

た
が
、
そ
の
持
ち
出
し
先
で
焼
失
し
て

し
ま
っ
た
。
幸
い
に
金
庫
が
無
事
だ
っ

た
の
で
、
刀
剣
類
そ
の
他
貴
重
品
は
全

部
無
事
だ
っ
た
の
は
不
幸
中
の
幸
い
で

あ
る
。
だ
が
留
帳
三
百
冊
は
灰
燼
と

な
っ
た
。
こ
の
国
宝
と
も
言
う
べ
き
唯

一
の
名
刀
戸
籍
原
簿
は
再
び
得
ら
れ
な

い
。
本
誌
へ
そ
の
百
分
の
一
位
連
載
し

た
も
の
が
永
遠
の
記
念
と
な
っ
た
。
返

す
返
す
も
痛
惜
す
べ
き
事
で
あ
る
。

　
光
遜
氏
は
下
座
敷
に
あ
っ
た
品
は
取

り
出
し
た
が
、
二
階
ま
で
手
が
回
り
か

ね
て
台
帳
全
部
焼
失
し
た
。
た
だ
研
ぎ

を
引
き
受
け
て
あ
っ
た
刀
剣
そ
の
他
預

か
り
の
刀
剣
は
こ
と
ご
と
く
無
事
に
取

り
出
し
た
。

　
網
屋
小
倉
氏
は
平
生
か
ら
刀
剣
を
営

業
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
深
き
趣
味
を

持
っ
て
い
て
、
名
刀
が
手
に
入
れ
ば
ま

ず
種
々
の
拵
を
し
て
楽
し
ん
で
い
た
。

故
に
同
氏
の
倉
庫
中
に
は
名
刀
数
百

振
、
こ
れ
を
時
価
に
見
積
も
れ
ば
優
に

百
万
円
と
噂
さ
れ
て
い
た
が
、
蔵
も
ろ

と
も
に
灰
燼
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
本
阿

彌
家
留
帳
と
共
に
今
回
の
災
害
中
、
刀

剣
界
の
受
け
た
最
大
の
被
害
で
あ
る
。

　
橋
本
元
佑
氏
は
金
庫
の
中
か
ら
わ
ざ

わ
ざ
貴
重
品
を
持
ち
出
し
て
籾
山
半
三

郎
氏
の
別
邸
へ
避
難
し
た
が
、
そ
こ
で

焼
い
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
刀
剣

も
小
道
具
も
あ
っ
た
が
、
貴
金
属
の
方

が
多
く
、
こ
れ
も
損
害
高
は
十
数
万
円

に
上
る
そ
う
で
あ
る
。

　
田
口
氏
は
大
き
な
金
庫
が
安
全
だ
っ

た
の
で
、
全
部
助
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
倉
庫
が
役
に
立
た
ぬ
代
わ
り

に
金
庫
が
役
に
立
つ
こ
と
を
今
回
は
有

力
に
証
拠
立
て
た
。

　
九
段
の
遊
就
館
は
大
破
し
て
ほ
と
ん

ど
使
用
で
き
ず
、
当
日
の
観
覧
に
も
看

守
に
も
死
傷
者
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、

火
を
発
し
な
か
っ
た
た
め
陳
列
品
は
無

事
ら
し
い
。

　
旧
大
名
家
で
は
、
駿
河
台
の
戸
田
家

は
焼
失
し
た
が
、
有
名
な
古
備
前
正
恒

そ
の
他
は
安
全
な
り
し
や
否
や
不
明
で

あ
る
。
秋
元
子
爵
家
で
は
井
戸
の
中
へ

投
げ
込
ん
で
逃
げ
た
た
め
焼
失
は
免
れ

た
が
、
錆
が
甚
だ
し
か
ろ
う
。

　
谷
森
氏
の
蔵
品
は
ど
う
な
っ
た
か
、

浅
草
の
松
浦
家
は
無
事
だ
っ
た
が
、
有

馬
家
の
名
刀
は
ど
う
な
っ
た
か
、
本
所

の
藤
堂
家
そ
の
他
華
族
の
蔵
品
が
無
事

だ
っ
た
か
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

　
安
田
善
雄
氏
の
焼
死
は
惜
し
い
事
で

あ
る
。氏
は
刀
剣
は
集
め
な
か
っ
た
が
、

珍
書
蒐
集
家
だ
け
に
刀
剣
に
関
す
る
書

籍
が
大
分
あ
っ
た
が
、
無
論
そ
れ
は
松

の
屋
文
庫
数
十
万
冊
の
貴
書
と
共
に
烏

有
に
帰
し
た
。

　
し
か
し
、
愛
剣
家
が
刀
剣
界
の
人
々

の
中
で
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
人
の
一
人

も
い
な
か
っ
た
の
は
何
と
い
う
仕
合
わ

せ
な
事
で
あ
ろ
う
。
我
々
を
は
じ
め
と

し
て
、
今
回
の
震
災
の
た
め
に
営
業
は

休
止
と
な
り
、
家
財
な
く
生
活
上
の
不

安
に
襲
わ
れ
る
人
々
も
決
し
て
少
な
く

は
な
い
。
け
れ
ど
も
吾
人
は
健
康
な
る

体
軀
の
存
す
る
限
り
、
万
難
を
排
し
て

斯
道
の
た
め
に
猛
進
す
る
覚
悟
で
あ

る
。地
方
の
読
者
諸
君
も
こ
の
際
、奮
っ

て
声
援
あ
ら
ん
事
を
望
む
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
南
人
社
の
助
か
っ

た
の
は
奇
跡
の
一
つ
で
あ
る
。
吾
人
は

到
底
駄
目
と
覚
悟
し
て
、
四
日
三
晩
家

を
捨
て
露
営
し
た
。
老
母
と
子
供
を
連

れ
て
い
る
か
ら
何
一
物
持
っ
て
は
い
な

い
。
焼
け
れ
ば
文
字
通
り
の
赤
裸
で
、

焼
け
な
か
っ
た
ら
全
部
残
る
と
い
う

賭
博
の
よ
う
な
覚
悟
だ
っ
た
。
そ
れ
で

も
盗
人
が
来
て
ち
ょ
い
ち
ょ
い
持
っ
て

い
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
ん
な
事
は
何
と

も
思
わ
な
い
。

　﹃
日
本
刀
﹄
の
紙
型
が
全
部
印
刷
所

に
預
け
て
あ
っ
た
た
め
に
焼
失
し
た
か

ら
、
今
後
の
再
刊
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
ほ
と
ん
ど
出
来
上
が
り
か
け
て

い
た
﹃
縮
刷
刀
工
総
覧
﹄
も
焼
失
し
た
。

本
誌
九
月
号
も
一
日
に
出
来
て
く
る
と

こ
ろ
を
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
他

印
刷
所
に
預
け
て
あ
っ
た
書
籍
紙
型
約

十
八
個
全
部
祝し

ゅ
く

融ゆ
う

氏
（
祝
融
と
は
中
国

の
「
火
を
司
る
神
」）
の
手
に
帰
し
た
。

　
損
害
高
も
か
な
り
大
き
い
が
、
一
家

の
無
事
だ
っ
た
事
が
何
よ
り
で
あ
る
。

東
京
の
印
刷
所
は
ほ
と
ん
ど
全
滅
で
、

こ
の
際
本
紙
を
活
字
版
で
発
行
す
る
事

は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
当

分
謄
写
版
で
発
行
す
る
。
九
月
号
は
休

刊
に
し
て
十
月
号
か
ら
発
行
す
る
が
、

い
ず
れ
年
内
に
四
冊
発
行
し
て
回
復
す

る
覚
悟
で
あ
る
。

　
謄
写
版
刷
り
と
す
る
と
、
第
一
に
口

絵
が
付
け
ら
れ
な
い
。し
か
し
こ
れ
は
、

口
絵
だ
け
刷
る
所
が
出
来
次
第
付
け
る

考
え
で
あ
る
。
第
二
に
本
文
中
に
写
真

版
の
挿
入
木
版
そ
の
他
を
入
れ
る
事
が

で
き
な
い
。
第
三
に
内
容
が
幾
分
減
ず

る
事
で
あ
る
。し
か
し
、こ
れ
ら
は
追
々

に
復
旧
す
る
覚
悟
で
あ
る
。
印
刷
所
が

復
活
す
れ
ば
、
直
ち
に
活
字
の
雑
誌
を

発
行
す
る
。

　
吾
人
は
こ
う
い
う
際
に
決
し
て
挫
折

は
し
な
い
。
艱
難
来
れ
ば
来
る
ほ
ど
勇

気
を
奮
い
起
こ
す
。

　
最
後
に
臨
み
、
諸
君
の
深
き
同
情
の

御
見
舞
い
を
感
謝
し
ま
す
。

　
九
月
廿
九
日
朝

川
口
生

　

※
本
文
は
大
正
十
二
年
十
月
発
行
の
﹃
刀

の
研
究
﹄
所
載
。
震
災
か
ら
間
も
な
く
に

書
か
れ
、
緊
急
に
孔
版
印
刷
で
制
作
さ
れ

て
い
る
。
川
口
は
明
治
十
六
年
、
高
知
県

生
ま
れ
。昭
和
三
十
九
年
没
。﹃
刀
工
総
覧
﹄

﹃
日
本
刀
雑
話
﹄
な
ど
著
書
多
数
。
室
津

鯨
太
郎
の
筆
名
で
の
執
筆
も
あ
る
。

　
関
東
大
震
災
で
被
災
し
た
刀
剣
で
は
水

戸
徳
川
家
の
「
児
手
柏
」
や
「
燭
台
切
光

忠
」
以
外
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

内
務
省
社
会
局
編
﹃
大
正
震
災
志
﹄（
大

正
十
五
年
）
と
国
華
倶
楽
部
編
﹃
罹
災
美

術
品
目
録
﹄（
昭
和
八
年
）
に
は
芸
術
品
・

史
的
古
物
・
古
典
籍
の
損
害
が
個
人
別
に

報
告
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
杉
山
茂
丸
・

本
阿
彌
琳
雅
・
本
阿
弥
光
遜
・
小
倉
惣
右

衛
門
・
橋
本
元
佑
各
氏
の
蔵
刀
の
ほ
か
、

膨
大
な
数
の
刀
剣
・
刀
装
具
・
武
具
等
の

被
害
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
現
下
の
コ
ロ
ナ
禍
も
災
害
で
は
あ
る

が
、
幸
い
、
刀
剣
に
直
接
の
被
害
は
及
ん

で
い
な
い
。
過
去
に
刀
剣
の
先
達
が
味

わ
っ
た
過
酷
な
体
験
を
今
後
の
教
訓
と
す

べ
く
、
紹
介
し
た
。

（
Ｔ
）

関
東
大
震
災
と
刀
剣
界
川
口

　陟

資料
発掘

　
こ
の
手
法
は
初
め
て
見
た
。
特
に

著
名
な
金
工
の
作
で
は
な
い
。

　
い
ず
れ
も
縦
二･

一
㎝
×
横
一･

四
㎝
。

裏
目
貫
は
朧
銀
地
に
両
面
彫
り
を
基
台

に
蛍
を
赤
銅
・
金
色
絵
・
夜
光
貝
象
嵌

で
表
現
す
る
。
表
目
貫
は
朧
銀
地
の
両

面
彫
り
を
基
台
に
、
蝸
牛
を
金
銀
摺
剥

が
し
で
表
現
す
る
。

　
図
を
返
す
と
、
葉
脈
を
立
体
的
に
彫

り
上
げ
、
ま
た
深
く
毛
彫
り
を
加
え
、

そ
こ
に
柱
状
の
根
足
を
据
え
裏
で
あ
る

こ
と
が
知
れ
る
。

　
地
板
を
裏
表
と
も
に
立
体
的
に
掘
り

出
し
た
両
面
彫
り
に
気
づ
き
驚
く
。
銘

は
際
端
に
「
英
随
」
と
あ
り
、
決
し
て

著
名
な
金
工
で
は
な
い
が
、
克
明
で
入

念
な
作
り
込
み
が
感
じ
ら
れ
た
。
通
常

の
目
貫
で
あ
れ
ば
容
彫
り
で
足
り
、
や

や
特
殊
な
摺
掻
で
あ
れ
ば
裏
を
擦
っ
て

金
工
銘
を
入
れ
て
足
り
る
。

　
な
ぜ
隠
れ
て
し
ま
う
裏
ま
で
克
明
に

彫
り
上
げ
、
柄
に
巻
か
せ
使
用
し
た
の

か
。
こ
の
不
思
議
な
疑
問
を
漂
わ
せ
な

が
ら
、
蝸
牛
は
早
朝
に
桑
の
葉
の
裏
側

に
張
り
付
き
触
角
を
伸
ば
し
て
動
き
、

夕
べ
に
は
蛍
は
葉
の
表
の
露
を
喜
び
現

れ
、
怪
し
く
光
る
。
思
う
に
、
主
題
の

生
態
の
昼
夜
を
強
調
す
る
た
め
に
葉
の

表
裏
の
葉
脈
を
克
明
に
彫
り
上
げ
る
表

現
を
し
た
と
考
え
た
。

　
そ
の
時
突
然
、
蛍
は
ピ
カ
ピ
カ
と

光
っ
た
。
よ
く
見
る
と
尻
尾
に
夜
光
貝

が
嵌
め
ら
れ
輝
く
工
夫
が
施
さ
れ
て
い

た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
に

よ
く
で
き
て
い
る
。
こ
ん
な
発
見
を
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
る
の
も
刀
装
小
道
具

に
遊
ぶ
楽
し
み
で
あ
り
、
そ
ん
な
場
面

を
提
供
し
て
く
だ
さ
る
﹃
刀
剣
界
﹄
の

啓
蒙
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
。

拵
志
郎
（
愛
刀
家
）

不
思
議
で
入
念
な
目
貫

　
大
覚
寺
（
京
都
市
右
京
区
）
所
蔵
の

太
刀
「
薄
緑
」（
膝
丸
、
重
要
文
化
財
）

は
、
北
野
天
満
宮
所
蔵
の
「
髭
切
」
と

並
ん
で
源
氏
の
重
宝
と
さ
れ
る
。

　
一
昨
年
、
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催

さ
れ
た
特
別
展
「
京
の

か
た
な
」
を
機
に
あ
ら

た
め
て
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
菊
と
桐
の
飾
り
金

具
が
付
い
た
長
さ
約
一

六
〇
㎝
の
刀
箱
は
、
同

寺
に
伝
わ
る
別
の
刀
の

た
め
に
作
ら
れ
た
箱
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
経
年
劣
化

で
鞘
も
割
れ
て
き
て
い

る
た
め
、
刀
箱
や
鎺
と

合
わ
せ
て
新
調
す
る
こ

と
を
決
め
た
。
膝
丸
は
連
合
国
軍
総
司

令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
接
収
さ
れ
た
た
め
、

白
鞘
に
は
英
文
で
書
か
れ
た
貼
り
紙
が

そ
の
ま
ま
残
る
。

　
新
た
な
箱
は
漆
塗
り
の
外
箱
と
桐
材

の
内
箱
の
二
重
箱
と
な
る
。
内
箱
に
は

膝
丸
を
収
め
る
新
し
い
白
鞘
と
貼
り
紙

が
残
る
古
鞘
、「
薄
緑
太
刀
伝
来
記
」

や
寄
進
者
の
名
前
を
記
し
た
巻
子
を
収

納
す
る
。
大
覚
寺
で
は
新
調
に
か
か
る

浄
財
を
募
る
「
薄
緑
（
膝
丸
）
結
縁
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
立
ち
上
げ
た
と
こ
ろ
、

短
期
間
に
当
初
の
金
額
目
標
を
達
成
で

き
る
見
通
し
と
な
っ
た
。

　
寺
で
は
「
刀
を
未
来
に
残
す
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
多
く
の
人
が
仏
縁

を
結
ぶ
機
会
に
な
れ
ば
あ
り
が
た
い
」

と
し
て
い
る
。

源
氏
の
重
宝「
膝
丸
」の
刀
箱
を

浄
財
で
新
調

関東大震災における東京市の区別焼失面積
区　名 全面積（㎡）焼失面積（㎡）焼失割合（％）
麹　町 8,159,015 1,810,714 22.19
神　田 3,073,898 2,885,732 93.88
日本橋 2,964,390 2,964,390 100.00
京　橋 4,545,296 3,905,223 85.92
芝 9,389,808 2,236,403 23.82
麻　布 3,971,544 1,544 0.04
赤　坂 4,226,030 305,385 7.23
四　谷 2,771,597 60,152 2.17
牛　込 5,211,590 3,084 0.06
小石川 6,494,823 265,283 4.08
本　郷 4,827,547 851,375 17.64
下　谷 5,045,018 2,406,063 47.69
浅　草 4,807,498 4,613,160 95.96
本　所 6,076,846 5,759,124 94.77
深　川 7,933,421 6,596,618 83.15
計 79,498,321 34,664,251 43.60

内閣府「災害教訓の継承に関する専門調査会」
報告書（1923関東H大震災）」平成18年
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「刀剣評価鑑定士」認定試験問題の監修結果②
　既報の通り、「刀剣評価鑑定士」認定試験問題
については、該当する事項を警察庁の担当部署に
て監修願えないか依頼し、承諾を頂いていたが、
このほど作業を終えて回答を得た。そこで、「警
察庁における修正意見」を加えた試験問題例を紹
介する（二重線、太字は修正箇所）。
■銃砲刀剣類所持等取締法などに関する問題

［問題］　登録済みのを受けた刀剣類を第三者に単
に貸し付けたり、保管委託をした場合、所有者を
変更する等の届け出は届はする必要がない。○か
×か。� 正解　○×

［問題］　刀剣類の登録証について、現物ではなく
写しを付帯して研磨まを依頼したが、問題はない
か。正しいものを下から選びなさい。
　①�現物紛失の恐れがあるので、写しでやむを得

ない
　②�登録証は刀剣類とともに移動しなければなら

ない� 正解　②
［問題］　登録を受けた銃砲または又は刀剣類を移
動・運搬・保管委託する場合は、常に登録証を付
随しなければならない。○か×か。� 正解　○

［問題］　銃砲または又は刀剣類を自宅において発見
した際は、速やかに所轄最寄りの警察署に連絡し、
発見したことを報告するが、その際に銃砲または刀
剣類を移動させずに電話することが重要である。届
け出なければならない。○か×か。� 正解　○

［問題］　何人も、業務その他正当な理由による場
合を除いて、模造刀剣類（金属で作られ、かつ、
刀剣類に著しく類似する形態を有するもの）を携
帯してはならない。○か×か。� 正解　○

［問題］　「銃砲刀剣類登録証」を万一紛失した場
合は、速やかに発行元の登録の事務を行った都道
府県教育委員会に届け出てその再交付を受けなけ
れば、その指示に従わなくてはならない。○か×
か。� 正解　○

［問題］　登録を受けた銃砲又は刀剣類の名義変更
は、前所有者と現所有者のどちらが行わなくては
ならないか。
　①前所有者　②現所有者� 正解　②

［問題］　次のうち、いずれが正しいか。
　①�「模造刀剣類」は刀剣類に「著しく類似する」

形態を有するもの物」と規定されている。「著
しく類以する形態を有する」とは、普通の人
が見ても通常人の注意力をもってしては、本
物の刀剣類と見分けがつかない程度に外観上
の類似性があるものである。

　②�「模造刀剣類」は刀剣類に「著しく類似する」
形態を有するもの物」と規定されている。「著
しく類以する有するを形態」とは、警察官が
見て判断する。� 正解　①

［問題］　登録を受けた刀を入手した際、入手した
日から何日以内に所有者変更届をしなければなら
ないか。
　①２週間　② 20 日� 正解　②

［問題］　登録済みの刀剣類を試験研究、・研磨ま
もしくは若しくは修理のため、または又は公衆の
観覧に供するため、貸し付けまたは又は保管の委
託をした場合に限っておいては、所有者を変更す
る等の届け出届はしなくてよい。○か×か。
� 正解　○

［問題］　登録を受けた刀剣類を運搬する際、刀剣
登録証を紛失しないようカラーコピーをして刀剣
に付け、原本は金庫にしまって保管した。○か×か。
� 正解　×

［問題］　登録証不要な業務その他正当な理由がな
く模造刀を腰に差携帯して、街を歩いた。○か×か。
� 正解　×

［問題］　家の建て替えで無登録の刀剣類を発見し
た場合、最初にどこに届け出ればよいか、正しい
ものを次の中から選びなさい。
　①登録の事務を行った教育委員会
　②最寄りの警察署� 正解　②

［問題］　登録証を紛失したので再交付をしてもらっ
たが、後で旧登録証が見つかった。旧登録証の扱
いについて、次の中から正しいものを選びなさい。
　①�旧登録証は無効であるのでを、発見者の住所
の所在する都道府県の教育委員会へ返納する

　②�旧登録証は有効なので、再交付を受けた登録
証を登録の事務を行った都道府県の教育委員
会へ返納する� 正解　①

［問題］　終戦直後、日本刀は連合国側から武器と
見なされ、多くが接収された。その後、美術品と
して価値のあるで善意の一般市民の所有する日本
刀に限りついては、公安委員会の許可を受けて所

持できることになり、「所持許可証」が発行された。
現在もその所持許可証は有効で、それが付いてい
る日本刀を所持することは違法ではない。○か×か。
� 正解　×

［問題］　登録証の原本は紛失したががなく、登録
証のコピーが付随する刀剣類を知り合いから購入
したので、名義を変えるため、登録の事務を行っ
た教育委員会へ所有者変更届出書を出そうと思
う。○か×か。� 正解　×

［問題］　刀登録を受けた刀剣類を宅配便で送ると
きは、登録証のコピーを添付し、本証は別便で送
る。○か×か。� 正解　×
■古物営業法などに関する問題

［問題］　重要品触れの保存期間中に誤って当該品
触れに係る古物を受け取った場合、買い主である
古物商はどのようにしなくてはならないか。次の
中から正しいものを選びなさい。
　①無条件で返却する　②代金引換で返却する
� 正解　①
　正解　直ちに警察官に届け出る

［問題］　刀剣商を業とする者が最初に取得し、行
商や競り売りの際、常に携帯しなければならない
ものは何か。次の中から正しいものを選びなさい。
　①古物商許可証　②運転免許証� 正解　①

［問題］　売買もしくは若しくは交換のため、または
又は売買もしくは若しくは交換の委託により、古物
を受け取り、または又は引き渡したときは、その都
度、帳簿等に内容の記載をし、または又は電磁的
方法により記録をしておかなければならない事柄
は何か。次の中から正しいものを選びなさい。
　①相手方の住所、氏名、職業および年齢
　②相手方の住所、氏名、職業および電話番号
� 正解　①
　正解　�取引の年月日、古物の品目及び数量、古

物の特徴、相手方の住所、氏名、職業及
び年齢、相手方を確認する際にとった措
置の区分等

［問題］　古物商が品触れを受けたときは、当該品
触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日か
らこれを保存しなければならないが、その期間は
どれだけか。次の中から正しいものを選びなさい。
　①６カ月間　②１カ月間� 正解　①

［問題］　同一の都道府県に複数の店舗を有してい
る、営業所の名称が異なる場合であってもは、異
なる地域営業所ごとに古物商許可を取得しなけれ
ばならない。○か×か。� 正解　×

［問題］　古物を一般の方から買い受ける場合（仮
設店舗において古物営業を営む場合において、あ
らかじめ、その日時及び場所をその場所を管轄す
る公安委員会に届け出たときを除く。）は、「自身
の営業所」「相手方の住所または又は居所」以外
での買受けは、古物営業法違反となる。○か×か。
� 正解　○

［問題］　インターネット利用やＦＡＸ、電話によ
る受付など、取引相手と対面しないで古物の買受
け等（非対面取引）を行う場合、運転免許証のコ
ピーを送ってもらえば違法な買い取りとならな
い。○か×か。� 正解　×

［問題］　古物商が取引相手と対面で古物の買受け
等をする際の相手方の真偽の確認方法には、相手
方の自動車運転免許証等の身元を確かめるに足り
る資料身分証の提示を受けて確認する方法があ
る。○か×か。� 正解　○

［問題］　古物台帳古物商が、古物を買い受け、若
しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受
けるに当たり、帳簿等には、相手方の職業・年齢
は記載しなくてよい場合がある。○か×か。
� 正解　○×
※�法第 15条第２項及び法第 16条ただし書で、帳
簿に記載しなくてもよい場合がある。

［問題］　他の都道府県に営業所を移して古物営業
を行う場合は、その都道府県で新たに許可を受け
る必要がある。○か×か。� 正解　○

［問題］　営業所として認められていないデパート
やホテルなどでもの古物の買受けはもできる（仮
設店舗において古物営業を営む場合において、あ
らかじめ、その日時及び場所をその場所を管轄す
る公安委員会に届け出たときを除く。）。○か×か。
� 正解　×

［問題］　ホームページを利用して古物の取引を行
う古物商は、そのホームページのトップページに
はに、「古物商の氏名又はまたは法人の名称」「許
可をした公安委員会の名称」「許可証の番号」の
３点を、その取り扱う古物を掲載している個々の

ページに表示しなければならない。○か×か。
� 正解　○
※�「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示
しなければならないため、取り扱う古物を掲載
している個々のページに表示するのを原則とし
ている。

［問題］　古物商の許可は、以下のいずれから受け
るのが正しいか。
　①都道府県の教育委員会
　②都道府県の公安委員会� 正解　②

［問題］　古物商の欠格事由で、正しいのはいずれか。
　①�古物営業法第 24 条の規定により古物営業の

許可を取り消されてから、当該取消しの日か
ら起算して５年を経過しない者

　②�古物営業法第 24 条の規定により古物営業の
許可を取り消されてから、当該取消しの日か
ら起算して３年を経過しない者� 正解　①

　　※�改正法の施行日からは、「第 24条」が「第
24条第１項」となる。

［問題］　古物営業法において、いわゆる古物商の
防犯三大義務と呼ばれるのは、「取引相手の確認
義務」「不正品の申告義務」と、あと一つは次の
いずれか。
　①�帳簿等への記載等及びその保存記録義務
　②�コンピュータへの記録義務� 正解　①②
　※�取引の記録義務として「帳簿への記載」「電
磁的方法による記録」の両方が認められてい
るため、設問は①②の両方が正解となる。

　※�古物営業法で古物商・古物市場主に課してい
る様々な義務のうち、「取引相手の確認義務」
「不正品の申告義務」「帳簿等への記載等及び
その保存義務」の義務を「古物商の防犯三大
義務」として、過去に通達で示している。

［問題］　古物商が古物を買い受ける取るときのう
ち場合、国家公安委員会規則で定める古物に係る
取引を除き、相手方の真偽の確認と帳簿等への記
載等記録の義務が免除される場合としてで、正し
いのはいずれか。
　①�対価の総額が３万円未満で買受けい取りする

場合
　②�対価の総額が１万円未満で買受けい取りする

場合� 正解　②
　※�買い受ける物品が、バイク、ゲームソフト、
書籍、ＣＤ・ＤＶＤである場合は、対価の総
額が１万円未満であっても、この義務は免除
されない。

［問題］　古物営業において、営業内容変更の届出
を要するもので正しいのは、次のいずれか。
　①管理者の居所が変更になったとき
　②管理者の住所が変更になったとき。�正解　②
　※�変更の届出をするときは、法５条第１項の規
定により公安委員会に提出した許可申請書の
記載内容に変更があったときである。

［問題］　古物商が行うホームページを利用した古
物取引において、正しいのは次のいずれか。
　①�ホームページを利用してで古物を売るだけな

らＵＲＬの届け出は不要
　②�ホームページを利用してで古物を売るだけで

もＵＲＬの届け出は必要� 正解　②
［問題］　古物商が一般人から買い受けた入手した
古物が盗品又は遺失物であった場合、被害者又は
遺失者等が無償でその古物の返還を請求できる期
間で正しいのは、次のいずれか。
　①�その盗難又は遺失のときから１年間
　②�その盗難又は遺失のときから２年間
� 正解　②

［問題］　古物の買受けい取りを行わず、古物を売
却すること又は、または自己が売却した物品を当
該売却の相手方から買い受けることのみを行う営
業ものは、古物営業商に該当するか否か。
　①該当する　②該当しない� 正解　②

［問題］　古物の買受け買入及び売却の記録（帳簿、
伝票等）を営業所等に保存しておかなければなら
ない期間で正しいのは、次のいずれか。
　①最終記録日から３年間
　②最終記録日から５年間� 正解　①

［問題］　古物営業の許可についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�わが国では古物を扱う営業を許可制とし、警

察署の許可を受けた者ものだけに古物営業が
認められている。

　②�わが国では古物を扱う営業を許可制とし、古
物営業は、公安委員会の許可を受けた者もの
だけに古物営業が認められている。�正解　②


