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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
依
然
猛

威
を
振
る
っ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は

ピ
ー
ク
は
過
ぎ
た
と
発
言
し
た
が
、

同
国
政
府
の
医
療
責
任
者
の
見
方
は

ま
た
異
な
り
、
第
二
波
の
感
染
ピ
ー

ク
が
襲
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｗ

Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
の
事
務
局

長
は
、
感
染
が
拡
大
傾
向
に
あ
る
こ

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
、「
ほ

と
ん
ど
の
国
は
ま
だ
流
行
の
初
期
段

階
に
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
ウ

イ
ル
ス
は
長
い
間
留
ま
り
、
収
束
す

る
ま
で
の
道
の
り
は
間
違
い
な
く
長

く
な
る
だ
ろ
う
」
と
予
測
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
感
染
者
は
増

え
続
け
、
政
府
は
四
月
七
日
と
十
六

日
、
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
し
、
密

閉
・
密
集
・
密
接
を
避
け
、
外
出
を

七
割
か
ら
八
割
削
減
す
る
よ
う
国
民

に
求
め
た
。
し
か
し
、
四
月
下
旬
の

段
階
で
は
削
減
目
標
に
は
達
し
て
お

ら
ず
、
数
値
上
で
は
感
染
拡
大
の

ピ
ー
ク
は
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
外
出

の
制
限
や
企
業
活
動
に
対
す
る
休
業

要
請
が
確
実
に
実
践
さ
れ
な
い
限

り
、
収
束
へ
の
見
通
し
を
立
て
る
に

は
ま
だ
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
『
刀
剣
界
』
が
組
合
員
の
手

元
に
届
く
こ
ろ
に
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
で
の
外
出
自
粛
の
効
果
が

表
れ
、
感
染
者
が
劇
的
に
減
少
し
て

い
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー

ク
明
け
の
収
束
は
厳
し
い
と
の
見
方

も
あ
り
、
ま
さ
に
「
長
い
道
の
り
」

と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
全
世
界
の

被
害
は
、
感
染
に
よ
る
生
命
の
危
機

に
加
え
、
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た

め
の
経
済
活
動
の
抑
制
に
よ
る
被
害

も
同
等
に
甚
大
で
あ
る
。
今
回
の
景

気
悪
化
を
世
界
恐
慌
や
バ
ブ
ル
の
崩

壊
、
リ
ー
マ
ン･

シ
ョ
ッ
ク
、
東
日

本
大
震
災
に
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
と
は
性
質

が
全
く
異
な
り
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
る
経
済
的
被
害
は
、
感
染
拡
大
を

防
ぐ
た
め
に
強
制
的
に
経
済
活
動
を

止
め
ら
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

　

新
聞
は
原
油
価
格
が
ど
う
の
、
金

利
や
株
価
が
ど
う
の
と
報
じ
、
テ
レ

ビ
は
売
り
上
げ
不
振
で
家
賃
が
払
え

な
い
飲
食
店
を
多
く
取
り
上
げ
て
い

る
が
、
経
済
的
危
機
に
直
面
し
て
い

る
我
々
小
事
業
主
の
刀
剣
商
に
と
っ

て
は
、
新
聞
が
報
じ
る
世
界
の
経
済

事
情
や
テ
レ
ビ
に
映
る
商
店
街
の
様

子
な
ど
よ
り
も
、
自
分
の
商
売
の
現

状
と
先
行
き
へ
の
不
安
が
最
大
の
関

心
事
で
あ
る
。

　

東
京
都
の
自
主
休
業
の
商
店
街
に

五
十
万
円
、
政
府
の
事
業
者
に
対
す

る
持
続
化
給
付
金
と
し
て
法
人

二
百
万
円
、
個
人
百
万
円
、
ま
た
国

民
一
人
に
つ
き
十
万
円
給
付
等
の
施

策
や
休
業
補
償
な
ど
へ
の
関
心
に
増

し
て
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
商
売
を
回

復
し
た
い
と
い
う
思
い
だ
け
で
こ
の

時
期
を
過
ご
し
て
い
る
人
が
大
半
で

あ
ろ
う
。
百
貨
店
の
売
上
が
三
三
％

の
減
少
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
の
キ
ャ
ン

セ
ル
が
相
次
い
で
い
る
と
い
う
報
道

も
、
ゼ
ロ
に
近
い
経
済
活
動
を
強
い

ら
れ
て
い
る
刀
剣
商
に
と
っ
て
は
、

特
別
同
情
す
べ
き
現
象
と
は
受
け
取

美
術
刀
剣
、
小
道
具
、
武
具
類
の

売
買
、
加
工
及
び
御
相
談
承
り
ま
す

大
阪
市
中
央
区
日
本
橋
二
–
七
–
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
六
–
六
六
三
一
–
二
二
一
○

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
○
六
–
六
六
四
四
–
五
四
六
四

刀
剣
古
美
術

三
峯
美
術
店

埼
玉
県
秩
父
市
野
坂
町
一
–
十
六
–
二

西
武
秩
父
駅
連
絡
通
路 

町
久
ビ
ル
内

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
四
九
四
–
二
三
–
三
○
六
七

Ｆ
Ａ
Ｘ 町
田 

久
雄

土肥豊久・土肥富康

〒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

連絡先 090-8845-2222

www.premi.co.jp

代表者　髙 島 吉 童

古名刀から現代刀、御刀のことならお任せください！

東京都北区滝野川７-16-６
TEL 03-5394-1118
FAX 03-5394-1116

〒104-0061 東京都中央区銀座６-７-16
　　　　　岩月ビル２階

㈱銀座泰文堂 　代表  川 島 貴 敏

TEL 03-3289-1366
FAX 03-3289-1367

http://www.taibundo.com

泰文堂
銀座日本刀ミュージアム

第53号編集担当　　　　赤荻　稔　　飯田 慶雄
伊波 賢一　大平 岳子　大平 将広　嶋田 伸夫　
清水 儀孝　生野　正　　瀬下　明　　土子 民夫　
綱取 譲一　土肥 富康　服部 暁治　深海 信彦　
松本 義行　冥賀 吉也　持田 具宏

す
る
等
、
感
染
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す

方
法
が
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、

感
染
拡
大
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
か
否
か
の
瀬
戸
際
に
あ
る
と
さ

れ
る
今
の
状
況
で
は
、
い
ず
れ
も
ベ

ス
ト
な
方
法
と
は
な
り
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
大
き
な
要
因

に
よ
っ
て
我
々
の
経
済
活
動
は
停
滞

し
て
い
る
が
、
こ
の
渦
中
で
悲
壮
感

不
満
感
に
苛
ま
れ
、
商
売
の
行
き
詰

ま
り
を
案
じ
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
を

費
や
し
た
三
月
・
四
月
を
経
て
、
今

我
々
の
心
は
次
第
に
事
業
の
維
持
よ

り
も
、
生
命
の
維
持
に
比
重
が
増
し

て
い
く
こ
と
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。
万
事
、
命
あ
っ
て
の
も
の
だ
ね

な
の
で
あ
る
。

　

刀
剣
商
と
し
て
今
日
あ
る
前
に
、

過
去
に
大
変
な
辛
苦
を
味
わ
っ
た
人

も
あ
ろ
う
が
、
生
命
の
危
機
に
晒
さ

れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
た
と
え
大
き
な
失
敗
を
し

て
も
命
ま
で
は
取
ら
れ
な
か
っ
た
か

ら
、
今
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
禍

は
世
の
中
す
べ
て
の
人
々
に
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
我
々
の

身
の
上
に
だ
け
降
り
か
か
っ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
故
に
、
今
は
、
命
を

大
切
に
い
か
に
耐
え
る
か
の
時
期
で

あ
り
、
健
康
を
維
持
し
て
こ
の
苦
境

を
乗
り
切
れ
ば
、
商
売
の
遅
れ
は
い

く
ら
で
も
取
り
返
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
未
曽
有
の
禍
に
直
面
し
て
い

る
す
べ
て
の
業
種
の
中
で
、
我
々
刀

剣
商
は
終
息
後
の
回
復
が
最
も
早
く

望
め
る
業
界
で
あ
る
と
言
え
る
。
何

故
な
ら
ば
、
業
界
の
イ
ン
フ
ラ
に
は

い
さ
さ
か
の
揺
ら
ぎ
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。
す
べ
て
今
ま
で
通
り
の
も
の

が
存
在
し
、
何
も
損
な
っ
て
は
い
な

い
。
刀
が
な
く
な
り
、
愛
好
家
が
い

な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
刀
に

も
鐔
に
も
何
の
変
わ
り
も
な
い
。
こ

の
禍
の
中
で
、
愛
好
家
は
刀
を
見
に

行
く
こ
と
が
叶
わ
ず
、
刀
剣
商
は
商

売
に
出
掛
け
る
こ
と
や
、
交
換
会
に

出
る
こ
と
を
著
し
く
規
制
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
刀
剣
業
界
は
決
し

て
不
景
気
で
は
な
い
し
、
不
況
で
も

な
い
。
景
気
を
抑
制
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

　

今
、
こ
の
よ
う
に
外
出
す
る
こ
と

を
制
限
さ
れ
て
い
る
時
で
も
、
刀
剣

関
係
職
方
は
日
々
変
わ
り
な
く
稼
働

し
て
い
る
。
日
頃
は
忙
し
く
動
か
し

て
い
る
刀
剣
な
ど
の
、
鎺
・
白
鞘
・

研
磨
・
拵
製
作
等
の
工
作
に
出
す

チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。
手
を
こ
ま
ね

い
て
嘆
く
だ
け
で
は
何
も
生
か
さ
れ

な
い
。
こ
の
禍
が
治
ま
っ
た
後
に
い

ち
早
く
復
興
を
遂
げ
る
た
め
に
、
今

す
べ
き
こ
と
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

す
ぐ
に
元
通
り
の
商
売
に
取
り
か

か
れ
る
の
は
、
我
々
の
商
売
の
強
み

で
あ
る
。
今
は
命
を
最
優
先
に
考

え
、
我
々
自
身
と
、
我
々
の
業
界
の

可
能
性
を
信
じ
、
一
日
も
早
い
回
復

を
目
指
そ
う
。

〈
編
集
部
注
〉
本
編
は
四
月
二
十
五
日
に

入
稿
さ
れ
た
も
の
で
す
。

れ
な
い
し
、｢

オ
ン
ラ
イ
ン
」
や
「
テ

レ
ワ
ー
ク｣

の
業
務
形
態
を
採
れ
る

者
も
多
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
、
わ
れ
わ

れ
刀
剣
商
の
活
動
を
阻
害
し
、
切
迫

し
た
状
況
に
ま
で
追
い
込
ん
だ
要
因

と
し
て
は
、二
つ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

店
舗
が
休
業
要
請
の
対
象
と
な
り
、

来
客
の
応
対
は
も
ち
ろ
ん
、
出
勤
さ

え
ま
ま
な
ら
な
い
実
質
休
業
状
態
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

営
業
不
振
。
二
つ
目
は
、
店
舗
に
よ

る
対
面
営
業
と
は
別
の
、
刀
剣
商
に

と
っ
て
一
方
の
商
売
の
要
で
あ
る
業

者
間
の
交
換
会
の
休
止
で
あ
ろ
う
。

　

交
換
会
は
多
く
の
人
が
集
ま
る
場

所
が
必
要
で
あ
る
が
、
貸
会
場
が
封

鎖
さ
れ
て
お
り
、
会
場
に
足
を
運
ぶ

外
出
も
制
限
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
交
換
会
こ
そ
密
集
・
密
接
と
な

る
た
め
感
染
リ
ス
ク
も
あ
る
。
と
い

う
わ
け
で
、
個
々
の
業
態
に
よ
っ
て

は
死
活
問
題
で
も
あ
る
交
換
会
の
休

止
は
、
お
そ
ら
く
幕
末
・
明
治
以
来

の
刀
剣
商
の
商
売
の
歴
史
の
中
で
か

つ
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
負
の
出
来

事
で
あ
る
。
交
換
会
を
、
例
え
ば
マ

ス
ク
を
着
用
し
競
り
売
り
を
入
札
に

変
更
す
る
、
欧
米
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

の
よ
う
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ニ
ア
一
人
の

み
が
発
声
し
買
い
手
は
無
言
で
挙
手

こ
の
苦
境
に
打
ち
克
つ理事長

　
深 

海  

信 

彦

　

全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
行
事

等
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
変
更
し
ま
し
た
。
な
お
、
今
後
の
予
定
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
た
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
四
月
・
五
月
の
組
合
交
換
会
は
中
止
と
し
ま
し
た
。
四
月
十
七
日
に
実
施
を
予
定

し
て
い
た
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
第
三
回
認
定
試
験
は
順
延
と
し
ま
し
た
。

■�

第
三
十
三
回
通
常
総
会
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使

を
採
用
す
る
こ
と
と
し
、
実
施
し
ま
し
た
。

お
知
ら
せ
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「
そ
の
登
録
証
は
無
効
で
す
」

　

昭
和
二
十
六
年
の
東
京
都
の
登
録
証

は
、
一
目
で
い
い
登
録
証
だ
っ
た
。
だ

が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ま
さ
か
の
事
実

が
判
明
し
た
。

　

担
当
者
「
そ
の
登
録
証
は
無
効
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

私
「
は
あ
？
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
？
」

　

担
当
者
「
紛
失
し
て
再
交
付
さ
れ
て

い
ま
す
よ
。
昭
和
四
十
七
年
に
⋮
」

　

つ
ま
り
、
昭
和
四
十
七
年
に
あ
る
人

物
が
登
録
証
を
紛
失
し
、
所
定
の
手
続

き
を
経
て
再
交
付
し
て
も
ら
っ
て
お

り
、
今
付
い
て
い
る
登
録
証
は
無
効
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
物
確
認
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

会
場
に
行
っ
て
み
る
と
、
ガ
ラ
ー
ン

と
し
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
誰
も
い
な
い
。

す
ぐ
に
名
前
が
呼
ば
れ
た
。
審
査
台
は

三
つ
。
内
二
つ
が
開
い
て
い
る
の
で
、

刀
剣
四
振
の
審
査
を
二
カ
所
で
同
時
に

行
い
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
に
。
い

い
考
え
で
あ
る
。時
間
が
短
縮
で
き
る
。

　

審
査
台
Ａ
と
Ｂ
で
ほ
ぼ
同
時
に
鑑
定

が
始
ま
っ
た
。
審
査
員
は
四
人
。
ミ
ス

し
な
け
れ
ば
い
い
が
、こ
こ
何
カ
月
か
、

審
査
の
度
に
思
い
も
よ
ら
な
い
読
み
間

違
い
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。

東
京
都
は
茎
の
写
真
を
撮
ら
な
い
。
だ

か
ら
、
審
査
員
の
間
違
い
を
後
で
立
証

で
き
な
い
。
審
査
員
の
機
嫌
を
損
ね
な

い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
長
さ
、
反
り
、

目
釘
穴
の
数
、
そ
し
て
銘
文
を
手
持
ち

の
メ
モ
と
照
合
し
な
が
ら
、
目
を
光
ら

せ
て
い
た
。

　
「
大
丈
夫
だ
な
」と
思
っ
た
瞬
間
、「
こ

れ
、
違
う
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
、
大
丈

夫
？
」
と
い
う
声
が
。
審
査
員
が
刀
剣

の
銘
文
の「
光
」と
い
う
文
字
を「
美
⋮
」

と
書
き
、
も
う
一
人
の
審
査
員
に
注
意

さ
れ
て
い
る
。
や
れ
や
れ
、
危
な
か
っ

た
。
注
意
を
し
た
審
査
員
は
研
磨
と
鑑

定
の
第
一
人
者
の
一
人
。
刀
の
本
質
を

理
解
し
て
お
り
、
そ
の
作
が
ど
の
時
代

か
、
作
者
は
誰
か
、
い
か
な
る
美
術
的
・

歴
史
的
価
値
を
有
し
て
い
る
か
を
、
瞬

時
に
判
断
で
き
る
刀
界
屈
指
と
も
い
う

べ
き
逸
材
。
審
査
台
を
通
し
て
の
会
話

も
楽
し
い
。
お
か
げ
で
助
か
っ
た
。

　

問
題
の
登
録
証
に
つ
い
て
、
登
録
担

当
者
は
「
再
交
付
の
後
、
登
録
証
が
出

て
き
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
い
う
。
そ
う

と
ば
か
り
は
言
え
な
い
、
と
筆
者
は
考

え
る
。
な
ぜ
か
。
こ
れ
ま
で
熱
心
に
本

欄
を
お
読
み
の
方
な
ら
、
ピ
ン
と
来
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
！
紛
失

し
て
い
な
い
の
に
紛
失
を
申
し
出
て
再

交
付
後
、
本
作
お
よ
び
そ
れ
と
ほ
ぼ
同

作
の
刀
剣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
登
録
証
と

新
登
録
証
を
付
し
て
売
買
し
た
輩
が
い

る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
し
そ
う
な
ら
、
今
回
、
登
録
証
が

再
交
付
さ
れ
た
瞬
間
、
昭
和
四
十
七
年

に
再
交
付
さ
れ
た
登
録
証
は
無
効
と
な

り
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
持
ち
主
が
紛
失

再
交
付
を
願
い
出
て
再
交
付
さ
れ
る
と
、

そ
の
瞬
間
、
今
回
の
登
録
証
は
無
効
に

な
る
。

　
「
そ
の
恐
れ
は
な
い
で
す
か
？
」
と

尋
ね
る
と
、
担
当
者
は
「
大
丈
夫
じ
ゃ

な
い
で
す
か
」
と
言
う
の
だ
が
⋮
。

　

警
察
に
遺
失
届
を
、
と
い
う
登
録
担

当
者
の
指
示
で
、
後
日
、
警
察
に
行
っ

た
（
そ
も
そ
も
紛
失
し
た
の
は
筆
者
た

ち
じ
ゃ
な
い
、
別
の
誰
か
な
ん
で
す
が

ね
）。
手
続
き
完
了
し
て
ほ
っ
と
し
て

い
る
と
、
翌
々
日
の
早
朝
、
警
察
保
安

課
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。「
登
録
証
を

紛
失
し
た
人
の
連
絡
先
の
ご
住
所
を
教

え
て
く
だ
さ
い
」
と
、
窓
口
で
書
い
た

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
。
尋
問

口
調
で
は
な
い
に
せ
よ
気
持
ち
は
よ
く

な
い
。
銃
砲
刀
剣
、
即
、
犯
罪
み
た
い

な
認
識
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

登
録
担
当
者
は
「
登
録
の
関
係
で
都

庁
に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
言
え
ば

通
じ
る
と
の
認
識
だ
が
、
実
際
は
物
々

し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
当
に

い
や
だ
。『
や
さ
し
い
か
た
な
』
で
も

進
呈
し
て
み
る
か
。

（
登
録
証
問
題
研
究
会
）

事
例
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『
や
さ
し
い
か
た
な
』
の
在
庫
が
底

を
つ
き
、
増
刷
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

改
訂
第
三
版
の
制
作
か
ら
七
年
近
く
経

過
す
る
の
で
、
内
容
を
全
面
的
に
見
直

し
て
は
い
か
が
か
と
の
声
も
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
冊
子
の
意
義
と
歴
史
を
あ

ら
た
め
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　

刀
剣
類
が
発
見
・
届
出
・
登
録
を
経

て
世
に
出
る
ま
で
の
煩
雑
な
手
続
き
を

わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
ほ
し
い
と
い

う
声
は
、
当
組
合
の
発
足
早
々
か
ら
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て

深
海
信
彦
理
事
（
現
理
事
長
）
の
周
り

で
は
冊
子
に
し
て
広
く
配
布
し
よ
う
と

の
構
想
が
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

平
成
三
年
、
専
務
理
事
に
就
任
し
た

氏
は
出
来
上
が
り
つ
つ
あ
っ
た
初
版
の

草
案
を
持
っ
て
警
察
庁
を
訪
ね
て
い

る
。
防
犯
行
政
に
も
大
い
に
寄
与
す
る

ツ
ー
ル
を
作
る
の
で
、内
容
を
精
査
し
、

監
修
し
て
ほ
し
い
旨
を
伝
え
る
。
が
、

同
庁
生
活
安
全
局
企
画
課
課
長
補
佐
の

回
答
は
Ｎ
Ｏ
で
あ
っ
た
。
理
由
は
、「
部

で
あ
ろ
う
と
課
で
あ
ろ
う
と
、
書
籍
類

の
監
修
は
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

　

周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
で
へ
こ
む

氏
で
は
な
く
、
粘
り
に
粘
り
、
譲
歩
と

い
う
取
引
技
術
を
駆
使
し
、「
編
集
協

力
」
を
取
り
付
け
た
。「
編
集
協
力
／

警
察
庁
」
と
い
う
文
字
が
表
紙
に
踊
っ

た
の
は
、
緑
の
装
丁
の
初
版
第
二
刷
・

平
成
六
年
発
行
の
も
の
だ
。

　

そ
の
骨
格
は
序
文
、
豆
知
識
、
発
見

か
ら
登
録
、刀
剣
の
真
偽
と
価
格
評
価
、

売
買
と
譲
渡
と
相
続
、
そ
し
て
法
律
、

銃
刀
法
抜
粋
、
登
録
規
制
抜
粋
、
発
見

届
取
扱
要
点
、
罰
則
、
あ
と
が
き
と
な

る
。
登
録
と
刀
剣
全
般
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｑ

＆
Ａ
が
あ
る
が
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
に
た

ど
り
着
く
ま
で
の
苦
労
を
思
い
出
す
。

こ
れ
は
後
半
で
綴
る
生
み
の
苦
し
み
の

ス
ト
ー
リ
ー
の
一
つ
だ
。

　

そ
の
後
も
紆
余
曲
折
あ
り
、
灰
色
の

装
丁
の
平
成
十
八
年
・
第
二
版
で
は
当

時
の
朝
倉
万
幸
理
事
長
が
刀
剣
の
手
入

れ
の
手
順
を
写
真
入
り
で
解
説
。「
大

刀
剣
市
」
に
も
言
及
し
、
結
果
、
第
三

版
で
は
法
律
面
の
内
容
な
ど
精
査
を
重

ね
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
編
集
協
力
／

警
察
庁
」
は
裏
表
紙
に
小
さ
く
存
在
す

る
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

苦
労
話
を
す
る
に
際
し
て
は
、
本
書

に
関
わ
っ
た
人
た
ち
の
名
前
を
正
確
に

記
す
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
、
廃
業
で

去
っ
て
し
ま
わ
れ
た
方
、
ま
た
故
人
も

い
る
。
一
部
に
は
わ
が
業
界
に
迷
惑
を

か
け
る
よ
う
な
形
で
去
っ
た
人
も
お
り
、

そ
こ
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
記
し
て
い
く
。

　

表
紙
と
言
え
ば
、
こ
の
冊
子
の
顔
で

あ
る
。
こ
こ
を
飾
っ
た
イ
ラ
ス
ト
に
つ

い
て
も
語
っ
て
お
く
。
当
時
若
手
だ
っ

た
Ｙ
Ｋ
さ
ん
の
、
か
つ
て
漫
画
家
志
望

だ
っ
た
お
姉
さ
ま
に
依
頼
し
、
大
鎧

（
ら
し
き
も
の
）
を
着
て
刀
を
振
り
か

ざ
す
少
年
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
っ
て
も

ら
う
。
草
案
で
は
こ
の
少
年
は
表
紙
だ

け
で
、
豆
知
識
の
中
の
太
刀
を
佩
い
た

騎
乗
武
者
を
解
説
す
る
人
物
、
鍛
刀
場

で
槌
を
振
る
う
刀
匠
二
名
、
交
番
で
署

に
行
く
よ
う
に
巡
査
が
諭
し
て
い
る
鳥

瞰
図
は
ど
な
た
か
を
知
る
す
べ
も
な
い

が
、
外
注
と
思
わ
れ
る
。

　

山
吹
色
の
装
丁
の
初
版
で
は
、
こ
れ

ら
も
す
べ
て
Ｙ
Ｋ
さ
ん
の
お
姉
さ
ま
に

任
せ
た
。
プ
ロ
の
夢
を
挫
折
し
た
方
の

イ
ラ
ス
ト
な
が
ら
、
チ
ャ
ン
バ
ラ
が
好

き
な
少
年
の
無
垢
さ
の
伝
わ
る
も
の

で
、当
時
の
編
集
協
力
者
ら
か
ら「
カ
ッ

ク
ン
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ネ
ー
ム
を
頂

戴
し
た
。

　

余
談
で
は
あ
る
が
、
初
期
の
Ｑ
＆
Ａ

で
は
、
カ
ッ
ク
ン
の
肩
に
手
を
回
す
初

老
の
刀
剣
店
主
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
山
崎
昭
氏
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

ク
リ
ー
ム
色
の
装
丁
の
第
三
版
で
は

カ
ッ
ク
ン
？
は
大
鎧
を
着
た
ま
ま
、
少

し
大
人
に
な
っ
て
再
登
場
。
そ
し
て
、

野
々
垣
有
紀
さ
ん
と
い
う
イ
ラ
ス
ト

レ
ー
タ
ー
に
よ
り
作
ら
れ
た
十
二
単

ひ
と
え

を
着
た
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
を
伴
っ
て
い

る
。
豆
菓
子
屋
さ
ん
の
豆
を
食
べ
て
い

る
子
熊
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
出
す
ま
で

も
な
く
、
少
年
一
人
と
い
う
の
は
、
女

性
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
と
っ
て
も
や

は
り
寂
し
い
の
だ
。
し
か
し
、
野
々

垣
さ
ん
の
タ
ッ
チ
は
申
し
訳
な
い
が
、

少
々
拙
い
。今
後
に
期
待
を
寄
せ
た
い
。

　

深
海
専
務
理
事
に
は
、
当
時
有
楽
町

に
あ
っ
た
自
社
を
閉
店
後
に
編
集
作
業

の
た
め
に
開
放
し
て
も
ら
い
、
首
都
高

Ｋ
Ｋ
線
や
Ｉ
Ｎ
Ｚ
の
灯
り
を
見
な
が
ら

夜
な
夜
な
遅
く
ま
で
の
作
業
と
な
っ
た
。

理
事
の
Ｋ
Ｍ
さ
ん
も
そ
の
中
に
い
て
、

濃
や
か
な
気
づ
か
い
で
文
章
を
練
っ
て

く
れ
た
が
、
そ
の
通
り
を
筆
記
し
て
い

く
と
受
動
態
と
能
動
態
が
混
在
す
る
結

果
と
な
り
、
Ｙ
Ｙ
さ
ん
を
中
心
に
そ
れ

を
直
し
て
い
く
と
、
深
更
に
及
ん
だ
。

　

よ
う
や
く
出
来
上
が
っ
た
草
案
は
、

非
公
式
な
が
ら
右
ホ
チ
キ
ス
止
め
の
冊

子
と
な
り
、
再
構
成
を
待
つ
こ
と
に
な

る
。
深
海
専
務
理
事
が
警
察
庁
に
持
ち

込
ん
だ
の
が
こ
れ
だ
。
し
か
し
、
こ
れ

も
ま
た
縦
書
き
・
横
書
き
が
混
在
し
、

目
で
追
う
も
混
乱
し
や
す
い
。早
い
話
、

兎
に
も
角
に
も
形
に
す
る
こ
と
を
急
い

だ
痕
跡
を
そ
こ
に
見
る
。

　

夜
の
編
集
作
業
も
一
段
落
す
る
と
、

中
西
某
氏
と
藤
岡
弘
之
氏
は
大
衆
居
酒

屋
に
、
山
田
均
氏
と
相
馬
某
氏
は
新
宿

へ
と
消
え
た
。

　

終
電
が
怪
し
く
な
っ
た
私
を
、
車
で

送
っ
て
く
れ
た
の
は
服
部
暁
治
氏
だ
。

当
時
、
全
国
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
を
東
奔

西
走
す
る
服
部
美
術
刀
剣
店
の
社
有
車

は
、
大
き
な
ハ
ッ
チ
バ
ッ
ク
の
リ
ア

ゲ
ー
ト
を
持
ち
、
後
部
座
席
を
倒
す
こ

と
で
長
い
も
の
を
た
く
さ
ん
収
納
で
き

る
車
で
あ
っ
た
。
冥
賀
吉
也
氏
の
駆
る

日
産
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
と
セ
ー
ル
ス
を
二

分
し
た
こ
の
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い

大
衆
車
は
今
、
世
界
中
を
震
撼
さ
せ
て

い
る
ウ
ィ
ル
ス
と
同
じ
名
前
、
コ
ロ
ナ

（
ト
ヨ
タ
）
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
ス
タ
イ
ル
は
平
成
・
令
和
の
国
民

車
プ
リ
ウ
ス
に
受
け
継
が
れ
、
コ
ロ
ナ

が
消
え
た
今
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
。

　

こ
れ
ら
の
思
い
出
の
後
、
よ
う
や
く

山
吹
色
の
装
丁
の
初
版
を
平
成
三
年
の

十
一
月
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
編
集

／
全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
編
集
委
員

会
、発
行
／
全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
、

発
行
人
／
荒
勢
英
一
、
印
刷
／
㈱
メ
ガ

と
記
し
て
お
く
。

　

今
回
、
編
集
委
員
会
か
ら「『
や
さ
し

い
か
た
な
』
の
誕
生
か
ら
今
ま
で
を
振

り
返
っ
て
く
れ
」
と
頼
ま
れ
た
が
、
楽

し
い
思
い
出
よ
り
辛
い
思
い
出
の
方
が

多
か
っ
た
た
め
、
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
を
打
つ
指

は
何
度
も
止
ま
っ
た
。
し
か
し
、
再
版

を
重
ね
て
き
た
こ
の
小
さ
な
冊
子
は
、

組
合
員
た
ち
の
小
さ
い
な
が
ら
も
確
か

な
力
に
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

殊
に
刀
剣
の
所
有
者
変
更
届
の
徹
底

は
当
組
合
が
率
先
躬
行
し
て
き
た
テ
ー

マ
だ
が
、
今
で
は
そ
れ
が
当
然
の
こ
と

と
な
り
、
文
字
通
り
防
犯
に
寄
与
す
る

結
果
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
果
た
し

た
『
や
さ
し
い
か
た
な
』
の
役
割
が
い

か
に
大
き
い
こ
と
か
。

　

記
憶
の
時
系
列
を
整
理
さ
せ
て
も
ら

う
い
い
機
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
冊
子
に

関
わ
っ
た
人
た
ち
の
中
の
、
交
換
会
な

ど
で
会
う
顔
は
限
り
な
く
少
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
今
は
亡
き
人
た
ち
の

思
い
も
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
感
じ
て
い

た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

　

組
合
黎
明
期
に
は
求
め
る
組
合
員
に

は
無
償
で
届
け
た
が
、
現
在
は
そ
う
も

い
か
ず
、
実
費
程
度
の
頒
価
を
頂
い
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
皆
さ
ん
に

有
効
活
用
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

（
綱
取
譲
一
）

﹃
や
さ
し
い
か
た
な
﹄の
思
い
出

右から初版・第２版・第３版の『やさしいかたな』

　

五
月
二
十
七
日
（
水
）
か
ら
六
月
二
日
（
火
）
ま
で
、
東
京
・
日
本
橋
髙
島
屋
Ｓ
Ｃ
六
階
美
術
画
廊
で
「
百
錬
精

鐡
︱
刀
匠
月
山
貞
利
展
」
が
開
催
さ
れ
る
。

　

月
山
刀
匠
の
個
展
は
三
年
に
一
度
の
恒
例
に
な
り
、
人
間
国
宝
貞
一
刀
匠
と
の
親
子
展
以
来
九
回
を
数
え
、
三
十

年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
。

　

昨
年
は
「
平
成
の
名
刀
・
名
工
展
」
で
大
賞
を
受
賞
。
円
熟
味
を
増
し
た
伝
統
の
綾
杉
肌
と
迫
力
あ
る
龍
彫
り
の

最
新
作
約
三
十
点
が
展
観
さ
れ
る
。
同
時
に
、
若
手
で
進
境
著
し
い
後
継
者
、
月
山
貞
伸
刀
匠
の
作
品
数
点
も
併
せ

て
展
示
販
売
さ
れ
る
。

　

通
常
の
開
催
時
間
は
十
時
三
十
分
～
十
九

時
三
十
分
で
あ
る
が
、
昨
今
の
状
況
か
ら
事

前
に
確
認
し
て
お
出
か
け
い
た
だ
き
た
い
。

☎
〇
三-

三
二
一
一-

四
一
一
一

★
本
年
秋
開
催
予
定
で
延
期
と
な
り
ま
し
た
。

日本橋髙島屋で
月山貞利刀匠展を開催
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小
暮  

曻
一

店
主

日
本
刀
の

名
品
・
名
刀
を
販
売

『産経新聞』令和2年5月1日 ブック・レビュー　BOOK REVIEW
　
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
く
ら

し
、
硯
に
む
か
ひ
て
、
心
に
移
り
ゆ

く
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ
は
か
と
な

く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ

も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」

　

ご
存
じ
吉
田
兼
好
『
徒
然
草
』
の
序

文
で
あ
る
。
ク
イ
ズ
番
組
の
早
押
し

問
題
で
「
随
筆
『
徒
然
草
』
を
著
し

た
人
物
と
言
え
ば
、そ
れ
は
⋮
」（
ポ
ー

ン
）「
吉
田
兼
好
」「
正
解
！
」
と
さ

れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
後
、
こ
れ
で
は
正
解

に
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
出
て
き
た
。

こ
の
著
書
の
帯
に
あ
る
よ
う
に
「
今

か
ら
五
百
年
前
、『
吉
田
兼
好
』
は
捏

造
さ
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

　

筆
者
の
自
宅
の
書
棚
に
は
、
高
校

生
の
こ
ろ
、
国
語
の
副
教
材
と
し
て

配
布
さ
れ
た
『
新
総
合
国
語
便
覧
』（
第

一
学
習
社
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
吉

田
兼
好
。
本
姓
は
卜う

ら

部べ

。
京
都
吉
田
神

社
の
神
官
の
家
系
に
生
ま
れ
た
。
父
は

卜
部
兼
顕
。
後
宇
多
上
皇
の
時
代
に
北

面
の
武
士
と
し
て
左
兵
衛
佐
に
至
る

が
、
三
十
歳
前
後
で
出
家
」
と
あ
り
、

年
譜
に
は
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
後

二
条
天
皇
の
蔵
人
に
召
さ
れ
、
徳
治
二

年
（
一
三
〇
七
）
従
五
位
左
兵
衛
佐
に

任
ぜ
ら
れ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
系
譜
と
来
歴
は
『
尊
卑
分
脈
』
の
卜

部
氏
系
図
に
基
づ
い
て
長
ら
く
定
説
と
さ

れ
、『
徒
然
草
』
各
段
の
解
釈
や
考
察
に

決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
系
図
は
室
町
時
代
の

神
道
家
吉
田
兼
倶
に
よ
る
捏ね

つ

造ぞ
う

な
の
だ
と

い
う
。
彼
は
歴
史
上
の
著
名
な
人
物
を
、

吉
田
家
の
門
弟
で
あ
る
と
か
、
影
響
を
受

け
た
人
物
だ
と
か
主
張
し
て
系
図
を
作
成

し
た
。
す
べ
て
は
立
身
と
家
運
繁
栄
の
た

め
。
数
寄
者
に
よ
り
発
掘
さ
れ
て
評
価
さ

れ
た
没
後
七
十
年
の
兼
好
を
一
門
と
し
て

取
り
込
ん
だ
の
も
そ
の
た
め
で
、
以
後
、

五
百
年
間
、
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
が
欺
か

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
系
図
は
、
や
は
り

目
的
を
も
っ
て
創
作
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
で
は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝

前
期
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の
あ
り
様
が
、

兼
好
法
師
の
生
涯
と
と
も
に
生
き
生
き
と

記
さ
れ
て
い
る
。
金
沢
文
庫
古
文
書
の
経

文
の
紙
背
文
書
を
丹
念
に
解
析
し
、
先
行

研
究
を
検
討
し
て
、
兼
好
法
師
が
生
き
た

時
代
を
明
ら
か
に
し
た
著
者
の
手
法
は
見

事
と
い
う
他
な
い
。

　
「
第
五
章
貴
顕
と
交
わ
る
右
筆
南
北

朝
内
乱
時
の
兼
好
」
は
足
利
尊
氏
や
高
師

直
、
佐
々
木
道
誉
ら
の
武
士
の
実
像
が
垣

間
見
え
、
特
に
面
白
か
っ
た
。『
太
平
記
』

は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
教
科
書
に

す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
指
摘
に
は
び
っ
く

り
し
た
。
で
あ
る
な
ら
武
器
武
具
、
戦
闘

の
様
子
も
、
教
科
書
と
し
て
そ
の
本
質
が

記
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
あ
、

な
ど
と
思
い
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
る
う

ち
に
、
ふ
つ
ふ
つ
と
『
徒
然
草
』
を
再
読

し
た
く
な
っ
て
き
た
。

　

す
る
と
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

結
び
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
都
市
の
う
ち
に
生
活
し
、
法
律
や
経

済
と
も
積
極
的
な
係
わ
り
を
持
つ
、
新
し

い
タ
イ
プ
の
人
間
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ま

れ
出
た
文
学
で
あ
っ
た
。
徒
然
草
は『
遁

世
』
や
『
尚
古
思
想
』
の
実
態
に
立
脚

し
て
、
新
し
い
読
み
方
を
始
め
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
」

　

や
っ
ぱ
り
再
読
し
な
き
ゃ
⋮
。
筆
者

は
書
棚
か
ら
『
徒
然
草
』（
岩
波
文
庫
）

を
引
っ
張
り
出
し
た
。
（
小
島
つ
と
む
）

■
小
川
剛
生
（
お
が
わ
・
た
け
お
）
七

一
年
東
京
都
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
教

授
。『
二
条
良
基
研
究
』
で
角
川
源
義
賞

受
賞
。
著
書
に
『
武
士
は
な
ぜ
歌
を
詠
む

か
』『
中
世
の
書
物
と
学
問
』『
足
利
義
満
』

な
ど
が
あ
る
。

吉
田
兼
好
の
生
き
た
時
代
の
真
実

『
兼
好
法
師
│
徒
然
草
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
真
実
』

小
川
剛
生
著
　
中
公
新
書
　
定
価
（
本
体
八
二
〇
円
＋
税
）
　
「
日
本
の
鎧
に
つ
い
て
勉
強
す
る
の

に
良
い
入
門
書
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

と
い
う
ご
質
問
に
対
す
る
私
的
回
答
の

続
き
で
す
。

　

前
号
で
紹
介
し
た
二
冊
の
う
ち
の
ど

ち
ら
か
を
読
み
終
え
た
後
で
あ
れ
ば
、

そ
の
次
に
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い

の
が
『
す
ぐ
わ
か
る
日
本
の
甲
冑
・
武

具
』（
棟
方
武
城
著
、
笹
間
良
彦
監
修
、

東
京
美
術
、
二
〇
〇
四
年
刊
）
ま
た

は
『
図
録
日
本
の
甲
冑
武
具
事
典
』（
笹

間
良
彦
著
、
柏
書
房
、
一
九
八
一
年

刊
）
で
し
ょ
う
か
。
甲
冑
に
関
す
る
情

報
は
基
本
的
に
だ
い
た
い
同
じ
な
の
で

す
が
、
先
の
二
冊
と
は
ま
た
違
う
ア
プ

ロ
ー
チ
で
知
識
を
補
足
し
て
く
れ
る
も

の
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
『
す
ぐ
わ
か
る
日
本
の
甲
冑
・
武
具
』

は
手
頃
な
サ
イ
ズ
の
大
き
さ
（
こ
こ
重

要
！
携
帯
に
便
利
で
す
）
の
本
で
、
カ

ラ
ー
の
写
真
や
図
版
が
多
用
さ
れ
て
い

る
た
め
読
ん
で
い
て
楽
し
い
し
、
そ
の

お
か
げ
で
先
の
二
冊
で
得
ら
れ
た
知
識

の
理
解
を
深
め
る
の
に
適
し
た
本
だ
と

思
い
ま
す
。

　
『
図
録
日
本
の
甲
冑
武
具
事
典
』
は

図
鑑
並
み
の
厚
さ
の
本
で
す
が
、
江
戸

時
代
の
文
献
資
料
を
軸
と
し
て
甲
冑
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
上
の
名
称
や

故
実
な
ど
に
つ
い
て
総
合
的
に
網
羅
さ

れ
て
お
り
、
特
に
江
戸
時
代
の
甲
冑
に

つ
い
て
勉
強
す
る
時
に
は
非
常
に
役
に

立
ち
ま
す
。

　

入
門
書
と
い
う
意
味
で
は
違
っ
て
し

ま
う
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
入
手
し
易

さ
と
い
う
点
で
は
展
示
会
の
図
録
に
も

お
薦
め
が
あ
り
ま
す
。

　
「
平
成
三
十
年
度
特
別
展
サ
ム
ラ
イ

ア
ー
マ
ー
甲
冑
︱
岡
山
ゆ
か
り
の
名

品
と
変
わ
り
兜
︱
」（
岡
山
県
立
博
物

館
、
二
〇
一
八
年
）
と
「
特
別
展
侍
︱

も
の
の
ふ
の
美
の
系
譜
」（
福
岡
市
博

物
館
、
二
〇
一
九
年
）
の
二
冊
で
す
。

　

前
者
は
平
安
時
代
の
終
わ
り
、
鎌
倉

時
代
ご
ろ
か
ら
江
戸
時
代
の
甲
冑
ま
で

幅
広
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
は

刀
剣
の
展
示
も
非
常
に
充
実
し
て
い
た

の
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
実
は
甲
冑
も
大
変
素
晴
ら
し
い
展

示
内
容
で
し
た
。
こ
ち
ら
は
平
安
時
代

か
ら
豊
臣
政
権
期
ま
で
の
甲
冑
に
限
定

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
西
日
本
の
重

要
文
化
財
・
国
宝
が
多
数
掲
載
さ
れ
て

い
る
点
で
非
常
に
お
薦
め
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
刀
剣
に
つ
い
て
同

じ
よ
う
な
質
問
を
す
る
立
場
な
の
で
す

が
、
お
薦
め
の
入
門
書
を
ぜ
ひ
教
え
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

（
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
│
│
│
❼

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

▪
第
六
回
思
い
出
の
名
品

　

こ
れ
ま
で
に
ご
紹
介
し
た
名
品
の
ほ

か
に
も
、
思
い
出
の
お
品
は
多
々
あ

る
。
所
有
者
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
公
開
で
き
な
い
も
の
が
あ
る

の
は
残
念
だ
が
、
可
能
な
範
囲
で
い
く

つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。

　

重
要
文
化
財
の
長
光
太
刀
は
、
名
義

人
の
吉
川
睦
子
様
ご
本
人
が
持
参
さ
れ

ご
来
店
く
だ
さ
っ
た
。
身
幅
広
く
、
重

ね
も
厚
い
豪
壮
な
一
振
だ
っ
た
。

　

た
ま
た
ま
遊
び
に
来
た
大
野
義
光
刀

匠
に
見
せ
る
と
、「
こ
の
写
し
を
作
っ

て
み
た
い
の
で
、
後
日
よ
く
見
せ
て
ほ

し
い
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
「
こ

の
刀
は
売
ら
ず
に
自
分
で
持
つ
こ
と
に

す
る
」
と
頼
み
を
承
諾
し
た
の
だ
が
、

す
ぐ
に
売
れ
て
し
ま
っ
た
。
意
欲
満
々

で
再
訪
さ
れ
た
大
野
氏
は
、
刀
が
な
い

こ
と
を
知
る
と
「
約
束
が
違
う
」
と
ひ

ど
く
立
腹
し
て
い
た
。
刀
匠
の
製
作
欲

を
か
き
立
て
る
ほ
ど
の
名
刀
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

吉
川
様
に
は
鎌
倉
時
代
の
兜
（
重

文
）
も
扱
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
こ

れ
は
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
の
所
蔵

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
重
文
の
延
寿
国

資
の
太
刀
は
、
国
宝
指
定
の
な
い
延
寿

の
現
存
品
の
中
で
は
最
高
峰
の
作
品
だ

と
思
う
。
さ
ら
に
『
日
本
刀
大
鑑
』
所

載
の
古
備
前
行
秀
に
つ
い
て
、
小
笠
原

信
夫
先
生
は
「
重
文
に
指
定
さ
れ
た
太

刀
の
中
で
も
最
右
翼
だ
」
と
評
価
さ
れ

て
い
た
が
、
誠
に
重
量
感
の
あ
る
魅
力

的
な
作
品
だ
っ
た
。

　

重
文
で
は
ほ
か
に
名
物
愛
染
国
俊
、

三
条
吉
家
、
備
前
元
重
、
畠
田
守
家
、

了
戒
、
古
備
前
秀
近
、
来
国
俊
な
ど
を

扱
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

重
要
美
術
品
も
数
多
く
手
が
け
た

が
、
一
番
の
思
い
出
に
残
る
の
は
佐
藤

寒
山
先
生
の
『
日
本
名
刀
百
選
』
に
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
「
朝
嵐
」
勝
光
で
あ

る
。
刃
中
の
働
き
や
変
化
が
見
事
で
、

重
美
の
中
で
も
屈
指
の
刀
だ
と
思
う
。

　

行
秀
と
朝
嵐
は
現
在
、
佐
野
美
術
館

に
寄
託
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
展

観
さ
れ
て
ご
覧
に
な
れ
る
機
会
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　

特
別
重
要
刀
剣
の
多
賀
正
宗（
短
刀
）

に
は
本
阿
弥
光
温
の
代
金
子
百
枚
の
折

紙
が
付
い
て
お
り
、
国
宝
の
九
鬼
正
宗

を
彷
彿
と
さ
せ
る
名
刀
だ
っ
た
。

　

そ
の
ほ
か
の
名
品
も
現
在
、
メ
ト
ロ

ポ
リ
タ
ン
美
術
館
・
大
英
博
物
館
・
東

京
国
立
博
物
館
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
・
江
戸
東
京
博
物
館
な
ど
海
外
、
国

立
・
県
立
・
市
立
等
の
施
設
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
一
点
一
点
が
皆
良
い
思
い

出
で
あ
る
。

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
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天保（1830） 3 柳川藩士大石進、長寸の竹刀で江戸剣術道場を席捲

  長剣が流行始める

 4 天保の大飢饉（～10 年）

 7 幕府より「他流試合解禁のお触れ」

 12 天保の改革

  源正行、長州萩滞在（天保 12 後半～天保 15 初め）

弘化（1844）

嘉永（1848） 5 ペリー、浦賀来航

安政（1854） 5 安政の大獄

万延（1860） 元 桜田門外の変

文久（1861） 2 生麦事件・天誅組大和挙兵・長州征伐

元治（1864） 元 幕命により信秀大坂にて鍛刀（慶応 3年まで）

  天狗党の乱・第二次長州征伐

慶応（1865） 元 信秀、高野山に師清麿の墓建立

 3 大政奉還

明治（1868） 4/元 正月、鳥羽伏見の戦より戊辰戦争始まる

  明治維新

 2 箱館戦争

 4 脱刀令（脱刀勝手たるべし）

 9 廃刀令

 10 西南戦争

新々刀期後半の主な出来事

復
古
刀
後
期
姿

勤
王
刀
姿

明
治
初
期
姿

過
渡
期
姿

（
右
か
ら
）

太
刀

　源
正
行

　
　
　
　
　
　
　
　刃
長
二
尺
七
寸
八
分

　
　
　反
り
八
分

　
　
　天
保
十
五
年
八
月
日

刀

　
　平
信
秀

　
　
　
　
　
　
　
　刃
長
二
尺
五
寸
五
分
八
厘

　反
り
六
分

　
　
　元
治
元
年
三
月
日

刀

　
　栗
原
筑
前
守
平
朝
臣
信
秀

　刃
長
二
尺
一
寸
五
分

　
　
　反
り
四
分

　
　
　明
治
二
年
八
月
日

姿の変遷

　

今
回
は
「
復
古
刀
」
の
後
半
（
天
保

～
）
か
ら
「
勤
王
刀
」、
そ
し
て
廃
刀

令
ま
で
の
約
四
十
七
年
間
の
刀
剣
界
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

◎
需
要
高
ま
る
復
古
刀

　

天
保
年
間
は
、
新
々
刀
の
中
で
も
特

に
優
品
が
多
く
製
作
さ
れ
た
時
代
で

す
。
直
胤
や
正
義
は
円
熟
期
を
迎
え
、

さ
ら
に
清
麿
（
た
だ
し
正
行
銘
）
や
固

山
宗
次
・
直
勝
・
水
心
子
正
次
・
長
運

斎
綱
俊
ら
当
時
の
若
手
刀
工
た
ち
の
活

躍
が
目
立
ち
ま
し
た
。

　

天
保
年
間
に
は
大
飢
饉
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
が
、
老
中
水
野
忠
邦
に
よ
る
さ

ま
ざ
ま
な
改
革
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
刀

剣
界
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
天

保
七
年
に
剣
術
の
他
流
試
合
が
解
禁
さ

れ
た
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
剣
術
が

大
流
行
し
、
江
戸
の
道
場
が
隆
盛
を
極

め
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
剣
術
が
流

行
す
れ
ば
当
然
、
刀
剣
に
対
す
る
需
要

が
増
え
る
わ
け
で
す
。

　

天
保
年
間
の
刀
の
姿
は
、
文
化
・
文

政
期
の
復
古
刀
初
期
に
比
べ
て
二
尺
四

～
六
寸
と
長
寸
に
な
り
、
さ
ら
に
二
尺

八
寸
を
超
え
る
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
清
麿
（
正
行
銘
）
の
天
保
十

三
～
十
五
年
ご
ろ
の
作
刀
や
正
義
に
も

十
数
振
、
ま
た
宗
次
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
天
保
三
年
ご
ろ
、
筑
後
柳
川

藩
士
大
石
進
が
長
大
な
竹
刀
に
よ
っ
て

江
戸
の
高
名
な
剣
術
道
場
を
軒
並
み
打

ち
負
か
し
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
後
、

こ
の
流
派
が
発
展
し
た
影
響
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
長
州
藩
や
美
作
津
山
藩

（
正
義
は
藩
工
）
は
、
こ
の
流
派
の
影

響
を
受
け
て
い
ま
す
。

◎
勤
王
刀
の
全
国
展
開

　

次
に
、
天
保
年
間
を
過
ぎ
弘
化
か
ら

嘉
永
に
か
け
て
は
長
大
な
刀
は
や
や
影

を
ひ
そ
め
ま
す
が
、
姿
の
点
に
お
い
て

わ
ず
か
に
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

は
反
り
が
や
や
穏
や
か
に
な
り
（
五
～

六
分
）、
加
え
て
元
先
の
幅
差
が
少
な

く
な
る
傾
向
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
復
古

刀
」
か
ら
「
勤
王
刀
」
に
移
行
す
る
過

渡
期
の
姿
と
な
り
ま
す
。

　

ペ
リ
ー
が
浦
賀
沖
に
来
航
し
た
嘉
永

五
年
ご
ろ
に
な
る
と
、
開
国
派
・
攘
夷

派
・
佐
幕
派
・
尊
王
派
ら
が
入
り
乱
れ
、

世
の
中
は
次
第
に
騒
然
と
し
て
き
ま

す
。
当
時
の
狂
歌
に
「
泰
平
の
眠
り
を

覚
ま
す
上
喜
撰 

た
っ
た
四
杯
で
夜
も

眠
れ
ず
」
が
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
の
世
相

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。（
上
喜
撰
＝
高

級
な
緑
茶
。
蒸
気
船
に
か
け
て
い
る
）

　

そ
の
後
、
安
政
五
年
の
安
政
の
大
獄

か
ら
万
延
元
年
の
桜
田
門
外
の
変
へ
と

続
き
、
明
治
二
年
の
箱
館
戦
争
の
終
結

ま
で
の
約
十
年
間
は
ま
さ
に
暗
黒
時
代

と
な
り
ま
す
。
京
都
を
中
心
と
し
て
全

国
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が
起
こ
り
、
日

本
刀
が
最
も
実
戦
に
使
用
さ
れ
た
時
代

で
し
た
。

　

こ
の
期
に
流
行
し
た
の
が
、「
勤
王

刀
姿
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
勤
王

の
志
士
た
ち
が
好
ん
で
差
し
た
と
こ
ろ

か
ら
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
と
の
説
も

あ
り
、
そ
の
姿
は
天
秤
棒
の
よ
う
だ
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
特
徴
は
、

　

①
長
寸
で
あ
る
（
二
尺
四
～
六
寸
）

　

② 
幅
広
で
元
先
の
幅
差
が
あ
ま
り
な

く
、
重
ね
が
厚
め
で
重
量
感
が
あ

る

　

③ 

反
り
が
少
な
く
棒
反
り
の
よ
う
で

あ
る
（
四
分
半
前
後
）

　

④
大
切
先
の
も
の
が
多
い

　

⑤ 

茎
も
長
く
、
中
に
は
控
え
目
釘
穴

も
あ
る

　

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
切
る
こ
と

と
同
時
に
、
突
き
刺
す
こ
と
に
も
重
き

を
置
い
た
体
配
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
期
に
最
も
活
躍
し
た
刀
工
が

左
行
秀
と
栗
原
信
秀
で
す
。
ほ
か
に
、

江
戸
で
は
宗
次
・
清
人
・
正
雄
・
正
守
・

城
慶
子
正
明
・
宗
寛
・
運
寿
是
一
・
御

勝
山
永
貞
・
雲
州
長
信
ら
が
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
全
国
各
地
で
刀
工
た
ち
が

活
躍
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
全
国
的
に

そ
れ
だ
け
刀
剣
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
会
津

で
は
元
興
・
十
一
代
兼
定
、
水
戸
で
は

徳
勝
、
信
州
で
は
真
雄
、
大
坂
で
は
月

山
貞
一
、
防
州
の
永
弘
、
薩
摩
の
波
平

行
安
ら
が
い
ま
す
。

◎
廃
刀
令
に
よ
る
終
焉

　

慶
応
四
年
正
月
に
鳥
羽
伏
見
の
戦
か

ら
始
ま
っ
た
戊
辰
戦
争
は
、
明
治
二
年

の
箱
館
戦
争
を
も
っ
て
終
結
し
ま
し
た
。

　

全
国
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
戦
い
が

終
わ
っ
た
こ
と
と
明
治
四
年
に
出
さ
れ

た
脱
刀
令
（
脱
刀
勝
手
た
る
べ
し
）
に

よ
り
刀
剣
の
需
要
は
激
減
し
、
明
治
二

～
五
年
の
裏
年
紀
の
あ
る
も
の
は
ま
れ

に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
短
期
間
の
刀
の
姿
に
は
大
き
な

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
勤
王
刀
姿

を
二
尺
一
寸
前
後
に
短
く
し
た
姿
と
な

り
ま
す
。
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の

か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
従
来

白
兵
戦
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
戊

辰
戦
争
か
ら
鉄
砲
を
主
力
武
器
と
す
る

集
団
戦
に
変
化
し
た
こ
と
、
ま
た
明
治

新
政
府
が
西
洋
式
軍
隊
を
取
り
入
れ
た

た
め
に
サ
ー
ベ
ル
風
の
様
式
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

明
治
六
年
以
降
に
な
る
と
日
本
刀
の

製
作
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
明
治
九

年
の
廃
刀
令
に
よ
り
刀
剣
の
需
要
は
尽

き
ま
し
た
。

　
〈
参
考
文
献
〉『
江
戸
の
日
本
刀
』

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
六
回
・

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？

新
々
刀
そ
の
三

�

美
濃
部
政
人
（
一
文
字
堂
）

　

こ
の
度
、
組
合
に
加
入
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
美
濃
部
政
人
と
申
し
ま

す
。「
元
都
知
事
の
親
戚
か
い
？
」
と

よ
く
お
尋
ね
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
の

で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
遠
～
い
親
戚

か
も
し
れ
な
い
ぐ
ら
い
の
関
係
で
す
。

　
「
刀
剣
は
た
や
」
の
籏
谷
三
男
師
匠

の
下
で
、
剣
術
を
二
十
年
ほ
ど
修
行
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
刀
剣
商

と
し
て
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
は
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
が
、ご
指
導
い
た
だ
き
、

現
在
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
「
一

文
字
堂
」
の
屋
号
で
活
動
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
、
こ
の
屋
号
を
変
え
る
べ
き
か
変

え
ざ
る
べ
き
か
、
変
え
る
と
し
た
ら
何

と
変
え
る
か
を
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
剣
術
の
腕
は
ま
ず
ま
ず
と

思
い
ま
す
が
、
目
利
き
や
刀
剣
商
と
し

て
の
力
は
ま
だ
ま
だ
で
あ
り
ま
す
。

　

好
き
な
刀
は
屋
号
の
通
り
、
一
文
字

で
す
。
最
近
よ
う
や
く
匂
出
来
の
刃
文

の
良
さ
や
映
り
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
い
つ
か
は
一
文
字
を
自

分
の
店
に
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
な
か

な
か
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
り
ま

す
。
代
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ま
ず
は
新
々
刀
の
横
山
祐
永

を
近
々
の
目
標
に
取
り
扱
え
る
よ
う
に

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
お

手
柔
ら
か
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
ま
す

と
幸
い
で
す
。

　

ま
だ
ま
だ
駆
け
出
し
の
若
造
で
す
が

（
五
十
歳
近
い
で
す
が
）、
ゆ
く
ゆ
く
は

刀
剣
商
と
し
て
実
店
舗
を
持
ち
「
大
刀

剣
市
」
に
出
店
す
る
こ
と
を
目
標
に
、

剣
術
者
と
し
て
は
道
場
を
持
ち
流
派
・

連
盟
を
背
負
う
柱
の
一
人
に
な
る
こ
と

を
目
標
に
日
々
精
進
し
て
い
き
ま
す
。

　

組
合
な
ら
び
に
刀
剣
界
の
伝
統
・
仕

来
り
に
従
い
、
日
本
の
文
化
の
一
端
を

担
う
者
と
し
て
活
動
し
た
い
と
存
じ
ま

す
の
で
、
先
輩
方
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
連
絡
先
＝
〒
１
９
４-

０
０
１
４ 

東

京
都
町
田
市
高
坂
七-

六-

一
九　

☎

〇
九
〇-

一
七
三
九-

二
二
六
四

�

川
口
　
博
（
常
陸
美
術
）

　

こ
の
度
入
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
川
口
博
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

私
は
中
学
卒
業
後
、
大
相
撲
の
佐
渡

ケ
嶽
部
屋
に
入
門
し
、
五
年
間
力
士
と

し
て
の
生
活
を
送
り
ま
し
た
。

　

相
撲
道
で
は
残
念
な
が
ら
陽
の
目
を

見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

今
と
な
れ
ば
大
変
良
い
経
験
が
で
き
た

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

二
十
歳
の
時
に
力
士
を
廃
業
し
、
手

に
職
を
と
同
部
屋
の
先
輩
が
経
営
し
て

い
る
相
撲
料
理
店
に
入
れ
て
い
た
だ

き
、第
二
の
人
生
を
歩
み
始
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
相
撲
界
で
の
生
活
し
か
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
毎
日
が
新
鮮

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
一
般
社
会
に
出

て
働
き
、
自
分
で
生
計
を
立
て
て
い
く

厳
し
さ
を
知
り
、
そ
れ
を
今
も
日
々
感

じ
て
生
活
し
て
お
り
ま
す
。

　

刀
剣
と
の
出
合
い
は
、
調
理
師
の
見

習
い
時
代
に
な
り
ま
す
。

　

社
長
が
刀
剣
と
古
美
術
品
の
収
集
家

で
し
た
の
で
、
美
術
品
に
ま
つ
わ
る
面

白
い
お
話
を
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た
だ

い
た
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
鑑
賞
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
に
漠
然
と
、
い
つ
か
は
自
分
も

古
美
術
品
を
収
集
し
て
み
た
い
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
父
の
趣
味
が
美
術
刀
剣
と

知
り
、
ま
す
ま
す
興
味
が
湧
い
て
、
地

元
茨
城
で
刀
剣
・
古
美
術
品
の
買
い
取

り
業
を
始
め
、
今
に
至
り
ま
す
。

　

現
在
は
生
業
と
し
て
こ
の
世
界
の
奥

深
さ
、素
晴
ら
し
さ
に
触
れ
る
に
つ
れ
、

ど
ん
ど
ん
魅
了
さ
れ
、
こ
の
業
界
に
携

わ
れ
る
日
々
を
大
変
幸
せ
で
あ
り
が
た

く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
勉
強
不
足
で
至
ら
ぬ
点
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
組
合
員
の
皆

さ
ま
に
ご
指
導
い
た
だ
き
、
精
進
し
て

ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

■
連
絡
先
＝
〒
１
３
０-

０
０
０
２ 

東

京
都
墨
田
区
太
平
四-

七-

三　

エ
ク

レ
ー
ル
錦
糸
町
一
〇
〇
一　

☎
〇
二
九

九-

二
六-

四
一
七
一

―
入
会
の
ご
挨
拶

組
合
員
便
り

古
銭·

切
手·

刀
剣
　売
買
　評
価
鑑
定

㈱
城
南
堂
古
美
術
店

〒
１
５
３
–
０
０
５
１

東
京
都
目
黒
区
上
目
黒
四
–
三
一
–
一
○

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
○
三
–
三
七
一
○
–
六
七
七
六

　
　
　
　
○
九
○
–
三
二
○
八
–
九
六
一
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
○
三
–
三
七
一
○
–
六
七
七
七

代
表田
中 

勝
憲


