
六
郷
に
印
章
産
業
が

根
付
い
て
い
る
わ
け
。

そ
こ
に
は
、優
れ
た
技
と
足
袋
の
行
商
で
築
い
た
力
が
あ
っ
た
。

FE ATUR E

　「山
梨
に
は
古
く
か
ら
水
晶
の
丸
玉
や
細
工
物
な
ど

の
加
工
や
彫
刻
を
行
う
優
れ
た
技
を
持
つ
職
人
が
い

た
こ
と
や
、江
戸
時
代
か
ら
数
多
く
の
著
名
な
篆
刻
家

を
輩
出
し
て
い
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、そ
の

よ
う
な
風
土
、文
化
の
中
で
修
業
を
積
み
、卓
越
し
た

技
を
備
え
た
篆
刻
家
た
ち
が
代
々
、六
郷
に
お
い
て
技

を
引
き
継
い
で
い
っ
た
の
で
す
。明
治
に
入
り
、国
の

水
晶
産
出
か
ら
始
ま
っ
た

六
郷
の
印
章
産
業

足
袋
の
行
商
の
販
路
を
活
用
し

印
章
産
業
を
発
展
さ
せ
た
人
々
の
熱
意

庶
民
も「
は
ん
こ
」を
使
う
時
代
に

と
で
、名
前
が
彫
ら
れ
て
い
る
は
ん
こ
を
正
し
く
は
印

章
と
い
い
ま
す
。近
年
は
印
章
よ
り
な
じ
み
の
あ
る
印

鑑
を
、は
ん
こ
の
意
味
と
し
て
使
う
人
が
増
え
て
き
ま

し
た
ね
」

　「江
戸
時
代
、六
郷
の
農
家
で
は
、副
業
と
し
て
足
袋

を
製
造
し
、全
国
に
売
り
歩
い
て
い
ま
し
た
。明
治
に

入
り
足
袋
産
業
が
衰
退
し
、印
章
産
業
が
台
頭
す
る

と
、足
袋
の
行
商
で
築
い
た
販
路
が
生
か
さ
れ
、六
郷

の
は
ん
こ
は
一
気
に
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で

す
。印
鑑
登
録
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
、は
ん
こ

は
日
本
の
社
会
制
度
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

き
ま
し
た
。自
己
を
証
明
す
る
手
段
と
し
て
、は
ん
こ

が
持
つ
重
要
性
は
時
代
が
変
わ
っ
た
今
で
も
同
じ
で

す
。明
治
の
頃
に
は
、村
長
な
ど
地
位
の
高
い
人
が
は

ん
こ
の
行
商
に
行
っ
た
そ
う
で
す
。そ
こ
に
は
、き
ち

ん
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、し
っ
か
り
し
た
も
の
を
買
お

う
と
い
う
買
い
手
の
思
い
が
あ
り
、そ
れ
だ
け
売
る
側

に
も
責
任
が
あ
り
ま
し
た
。

　大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、販
路
は
海
外
に
も
広
が

り
、ア
ジ
ア
諸
国
ま
で
水
晶
印
を
中
心
と
し
た
外
交
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
後
、通
信
販
売
の
仕
組
み

が
確
立
さ
れ
る
と
、六
郷
の
印
章
は
地
場
産
業
と
し
て

根
付
い
て
い
っ
た
の
で
す
」

方
策
と
し
て
殖
産
興
業
に
力
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、山
梨
で
も
水
晶
鉱
山
が
開
放
さ
れ
、民
間
に
も

採
掘
許
可
が
下
り
ま
し
た
。ま
た
、水
晶
の
研
磨
な
ど

を
行
う
加
工
施
設
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。水
晶
加
工
業

全
体
が
発
展
し
て
い
く
時
代
の
中
で
、水
晶
印
も
一
層

の
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　「明
治
6（
1
8
7
3
）年
10
月
1
日
、太
政
官
布
告
に

よ
り
印
鑑
登
録
の
制
度
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
に

よ
り
、一
般
庶
民
も
姓
を
持
ち
自
身
の
姓
が
彫
ら
れ
た

実
印
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
、

は
ん
こ
を
必
要
と
す
る
社
会
制
度
が
で
き
た
こ
と
で
、

普
及
が
進
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

　余
談
で
す
が
、印
鑑
、印
章
の
違
い
を
ご
存
知
で
す

か
？ 

本
来
、印
鑑
と
は
、は
ん
こ
を
押
し
た
印
影
の
こ

峡南印章業組合資料と印材「水晶」
（印章資料館蔵）

印
章
は
、紀
元
前
4
0
0
0
年
、

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
生
ま
れ
、シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
よ
っ
て

中
国
へ
渡
り
、そ
の
後
、日
本
へ
。

1
0
0
年
余
り
の
歴
史
を
持
ち
、生
産
高
、技
術
と
も

日
本
一
を
誇
る
、六
郷
の
印
章
産
業
。

そ
の
歴
史
を
六
郷
印
章
業
連
合
組
合
の
組
合
長
、

望
月
孝
さ
ん
が
語
り
ま
す
。
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　「
六
郷
は
、は
ん
こ
を
彫
る
製
造
業
、印
章
ケ
ー
ス

を
作
る
工
場
、卸
業
、通
信
販
売
会
社
な
ど
、は
ん
こ

に
関
わ
る
業
種
が
全
て
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴

を
持
っ
て
い
ま
す
。た
だ
、手
彫
り
職
人
は
現
在
50
名

ほ
ど
し
か
い
ま
せ
ん
の
で
、六
郷
印
章
業
連
合
組
合

が
中
心
と
な
り
後
継
者
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。ま
た
、連
合
組
合
で
は
、水
晶
、象
牙
、牛

角
、黒
水
牛
、ツ
ゲ
、ラ
ク
ト
な
ど
に
加
え
、周
辺
の
山

で
採
れ
る『
オ
ノ
オ
レ
カ
ン
バ
』と
い
う
木
を
、連
合

組
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
印
材
に
取
り
入
れ
ま
し

た
。こ
の
木
は
、お
の
が
折
れ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
堅

く
、独
特
な
赤
み
を
帯
び
た
風
合
い
や
手
触
り
、朱
肉

の
の
り
の
良
さ
を
備
え
て
い
ま
す
」

　「日
本
の
文
化
か
ら
、は
ん
こ
が
な
く
な
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、後
継
者
と
な
る
方
々
の
技

術
を
磨
く
機
会
を
設
け
た
り
、新
た
な
も
の
や
伝
統

か
ら
学
ぶ
粋
な
も
の
を
追
い
求
め
た
り
し
な
が
ら
、

『
日
本
一
の
は
ん
こ
の
里
』と
し
て
印
章
文
化
を
継
承

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

六郷印章業連合組合

望月  孝 さ
  ん

印
章
文
化
を
守
り
続
け
る

「
日
本
一
の
は
ん
こ
の
里
」で

あ
る
た
め
に

FE ATUR E

中国清朝時代の歴史家・陳 介祺（ちん かいき）が収集した古代中国
の銅印の印譜集。印譜集は1853年にそれぞれ異なった製本で10部
作成され、7部が現存している。この印譜集はその希少性とともに古代中
国における文字と印章の発展を知る上での貴重な資料となる。
印章資料館が所蔵する十鐘山房印挙は全191巻からなり、10376種
の印譜が収められている。展示しているのはその一部分だが、館内の
データベース閲覧システムでは、全てを閲覧することができる

六郷印章業連合組合 検索

印章資料館（市川三郷町商工会六郷支所内）
貴重な資料を通して、先人たちの印章にまつわる足
跡を知り、そこに宿る思いを感じ取ることができる。
館内には、明治時代からの印章彫刻に使用した道
具類や印材、販売に関する書類やカタログなどを展
示。小中学生の篆刻体験教室や、大人向けの体験
教室（要予約）も行っている。

／市川三郷町岩間2160
／0556-32-2159
／平　日  9：00～16：00
　土日祝 10：00～15：00
／12月～3月に休館日あり
　お問い合わせください。
／無料

住 　 所
T E L
開館時間

休 館 日

入 館 料
組合長

十鐘山房印挙閲覧システム

十鐘山房印挙（じっしょうさんぼういんきょ）
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