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一　

は
じ
め
に

　

印
学
は
︑
印
章
や
篆
刻
を
対
象
と
し
て
︑
こ
れ
を
科
学
的
・
総
合
的
に
研
究
す
る
学
問
で

あ
る
︒
印
章
は
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
に
端
を
発
し
︑
東
西
文
化
圏
に
伝
播
し
︑
欧
亜
大

陸
の
ほ
ぼ
全
域
に
広
ま
っ
た
︒
中
国
に
お
い
て
印
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
は
戦
国
時
代
で
あ

る
︒
印
章
は
七
千
年
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
︑
他
の
文
化
や
芸
術
な
ど
の
諸
領
域
と
の
関
連

も
深
い
︒

　

日
本
の
最
も
初
期
の
印
章
は
︑
隋
唐
時
代
印
制
の
影
響
の
も
と
所
成
さ
れ
た
︒
時
代
が
下

る
に
従
い
︑
そ
の
形
姿
・
印
風
に
別
趣
の
風
格
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
十
七
世
紀
以

後
︑
明
朝
崩
壊
後
︑
中
国
か
ら
黄
檗
禅
僧
が
わ
が
国
に
渡
来
し
篆
刻
を
移
植
し
た
︒
そ
の
後

印
学
の
学
問
の
隆
盛
と
相
俟
っ
て
多
く
の
印
人
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
︒
十
八
世
紀
中
ご

ろ
︑
印
聖
と
称
さ
れ
る
高
芙
蓉
︵
一
七
二
二
︲
一
七
八
四
︶
が
出
現
し
︑
秦
漢
の
古
印
へ
の

復
古
が
提
唱
さ
れ
︑
彼
の
門
流
一
派
に
よ
り
全
国
各
地
に
伝
播
し
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
明

治
期
に
な
る
と
︑
芙
蓉
派
に
よ
る
古
体
派
と
と
も
に
︑
小
曽
根
乾
堂
や
篠
田
芥
津
ら
の
新
傾

向
の
篆
刻
家
が
出
現
す
る
︒
ま
た
山
田
寒
山
や
河
井
荃
廬
な
ど
が
渡
支
・
遊
学
し
彼
の
地
の

篆
刻
を
学
ん
で
帰
国
︑
新
味
溢
れ
る
作
品
を
制
作
︑
大
正
・
昭
和
の
印
壇
が
形
成
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
︒

　

さ
て
︑
日
本
に
お
け
る
印
学
の
研
究
︑
印
章
や
篆
刻
そ
し
て
印
人
や
印
譜
の
︑
広
い
視
野

に
立
っ
た
体
系
的
な
研
究
は
ま
だ
十
分
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
本
研
究
は
︑
日
本

の
印
章
や
篆
刻
の
歴
史
的
︑
文
化
史
的
な
解
明
を
目
的
と
し
て
お
り
︑
総
括
的
に
は
日
本
の

印
学
の
体
系
化
を
目
指
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
書
学
・
書
道
史
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑

美
学
・
美
術
史
︑
歴
史
考
古
学
︑
文
化
史
等
そ
の
裨
益
す
る
と
こ
ろ
は
甚
だ
大
き
い
と
思
わ

れ
る
︒

　

こ
れ
ま
で
︑
日
本
や
中
国
に
お
け
る
印
章
や
篆
刻
家
に
興
味
を
持
ち
︑
そ
れ
へ
の
史
的
考

察
や
作
品
研
究
を
テ
ー
マ
に
据
え
論
考
を
発
表
し
て
き
た
︒
日
本
の
篆
刻
家
の
研
究
︑
主
と

し
て
高
芙
蓉
研
究
︑
並
び
に
彼
を
祖
と
す
る
芙
蓉
派
の
一
系
譜
と
目
さ
れ
る
︑
源
惟
良
︑
小

俣
蠖
庵
︑
福
井
端
隠
︑
山
田
寒
山
︑
山
田
正
平
等
の
事
跡
の
調
査
・
研
究
と
作
品
分
析
︑
そ

し
て
印
学
の
継
承
と
そ
の
発
展
を
探
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
き
た
︒
ま
た
︑
わ
が
国
の
印
人

伝
に
お
け
る
唯
一
の
専
著
と
言
え
る
中
井
敬
所
の
﹃
日
本
印
人
伝
﹄︵
１
︶
を
さ
ま
ざ
ま
な
文

献
・
資
料
よ
り
拾
遺
し
補
訂
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
︒
篆
刻
の
専
家
は
も
ち
ろ
ん
︑

篆
刻
に
関
わ
る
傍
系
の
文
人
・
芸
術
家
の
研
究
を
併
せ
て
進
め
て
い
る
︒

　

本
稿
は
︑
昭
和
時
代
を
代
表
す
る
篆
刻
家
山
田
正
平
︵
明
治
三
十
二
︲
昭
和

三
十
七
︑一
八
九
九
︲
一
九
六
二
︶
に
お
け
る
︑
彼
が
使
用
し
た
用
具
・
用
材
を
紹
介
し
︑

用
具
・
用
材
観
を
探
る
も
の
で
あ
る
︒

二　

山
田
正
平
の
生
涯

　

山
田
正
平
の
生
涯
に
関
し
て
略
述
し
て
お
く
︒

　

山
田
正
平
は
︑
新
潟
県
の
出
身
で
あ
る
︵
２
︶︒
号
は
更
生
・
幾
盦
・
一
止
廬
・
一
止
道
人
︒

父
は
篆
刻
家
木
村
竹
香
︑
母
は
マ
ス
︒
正
平
は
次
男
︒
の
ち
山
田
寒
山
の
養
嗣
子
と
な
る
︒

十
五
歳
の
頃
か
ら
父
木
村
竹
香
の
も
と
で
篆
刻
に
志
す
︒
大
正
三
年
十
六
歳
︑
山
田
寒
山
の

勧
め
に
よ
り
上
京
す
る
︒
こ
の
頃
京
都
に
遊
び
︑
土
田
麥
僊
の
知
遇
を
受
け
国
画
創
作
協
会

の
同
人
た
ち
に
紹
介
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
二
松
学
舎
に
入
塾
し
︑
三
島
中
洲
な
ど
か
ら
漢
学
を

学
ぶ
︒
大
正
七
年
二
十
歳
︑
山
田
寒
山
が
没
し
︑
寒
山
の
養
嗣
子
と
し
て
再
び
寒
山
寺
に
入

り
長
女
喜
美
子
と
結
婚
す
る
︒
大
正
八
年
︑
河
井
荃
廬
に
随
伴
し
て
上
海
に
渡
り
︑
呉
昌

碩
・
徐
星
州
よ
り
益
を
受
け
る
︒
大
正
十
一
年
第
二
回
め
の
中
国
遊
学
を
す
る
︒
昭
和
十
四

年
四
十
一
歳
︑
第
一
回
個
展
を
銀
座
鳩
居
堂
に
て
開
催
す
る
︒
そ
の
後
︑
昭
和
十
九
年
と

二
十
三
年
に
個
展
を
開
く
︒
昭
和
二
十
三
年
第
四
回
日
展
に
﹁
功
在
不
捨
﹂
を
依
属
出
品
︑

翌
二
十
四
年
審
査
員
と
な
る
︒
昭
和
二
十
八
年
五
十
五
歳
︑
東
京
学
芸
大
学
書
道
科
の
講
師

に
就
任
す
る
︒
以
後
︑
展
覧
会
で
は
日
展
を
中
心
と
し
て
活
躍
す
る
︒
昭
和
三
十
七
年

六
十
四
歳
︑
第
三
次
訪
中
日
本
書
道
団
団
長
と
し
て
訪
中
す
る
︒
途
次
船
中
に
て
発
病
し
帰

国
す
る
︒
東
京
警
察
病
院
に
入
院
し
加
療
す
る
が
︑
同
年
八
月
十
六
日
︑
腹
部
大
動
脈
瘤
の

た
め
没
し
た
︒
墓
地
は
東
京
多
磨
霊
園
に
あ
る
︒

　

正
平
は
︑
豊
か
な
詩
情
を
持
ち
︑
書
・
画
・
篆
刻
の
三
絶
を
よ
く
し
た
︒
最
も
初
期
の
印
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譜
で
あ
る
﹃
栴
檀
二
葉
香
印
譜
﹄
や
大
正
五
年
十
八
歳
の
時
編
ま
れ
た
﹃
正
気
印
譜
﹄
は
︑

明
末
の
何
震
を
首
と
す
る
徽
派
の
趣
き
や
︑
高
芙
蓉
の
流
れ
を
汲
む
山
田
寒
山
に
師
事
し
た

た
め
芙
蓉
派
の
風
趣
が
み
ら
れ
る
︒
そ
の
後
︑
呉
昌
碩
・
徐
星
州
・
銭
痩
鉄
に
接
し
呉
派
の

作
風
に
傾
く
︒
幼
少
か
ら
交
流
を
持
っ
た
会
津
八
一
の
秦
・
漢
印
を
宗
と
す
る
篆
刻
観
の
影

響
も
覗
え
る
︒
昭
和
二
十
七
年
五
十
四
歳
︑
第
八
回
日
展
に
﹁
應
無
所
住
而
生
其
心
﹂
を
出

品
し
︑
文
部
省
の
買
い
上
げ
と
な
っ
た
︒
こ
れ
は
芙
蓉
の
正
統
を
継
ぐ
佳
作
で
あ
る
︒
正
平

の
篆
刻
の
多
く
は
︑
印
篆
体
を
基
本
と
し
て
い
る
が
﹁
忘
牝
牡
驪
黄
﹂﹁
和
而
不
同
﹂
な
ど

は
大
篆
体
の
趣
き
が
あ
り
︑
金
文
体
へ
と
遡
る
自
在
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒
昭
和
三
十
七
年
︑

日
本
書
道
美
術
院
展
に
出
品
し
た
﹁
無
人
華
落
﹂
は
絶
作
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
︒
正
平
の

篆
刻
は
︑
感
興
を
重
ん
じ
た
悠
然
と
し
た
刻
風
で
あ
り
︑
呉
昌
碩
や
丁
敬
の
長
を
融
合
し
︑

直
ち
に
古
壐
︑
秦
・
漢
印
の
古
格
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
︒

　

書
は
各
書
体
を
よ
く
し
た
が
︑
篆
書
は
豪
放
雄
偉
で
金
農
・
鄧
石
如
の
書
に
一
脈
通
じ
て

い
る
︒
画
は
︑
朱
耷
の
妙
味
に
傾
倒
し
た
が
︑
小
川
芋
銭
と
の
交
流
は
長
く
続
け
ら
れ
て
お

り
︑
画
へ
の
考
え
方
に
影
響
が
見
ら
れ
る
︒
更
に
近
代
を
代
表
す
る
画
家
富
岡
鉄
斎
に
心
酔

し
た
︒

　

西
川
寧
は
増
補
版
﹃
山
田
正
平
作
品
集
﹄
の
序
文
﹁
一
止
道
人
の
印
譜
・
序
﹂︵
木
耳
社
︑

昭
和
五
十
九
年
七
月
︶
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　
　
　

文
人
と
い
う
言
葉
は
古
い
が
︑
今
日
で
も
昔
と
違
う
意
味
で
使
う
に
ふ
さ
わ
し
い
場

合
が
し
ば
し
ば
あ
る
︒
い
い
言
葉
だ
と
思
う
︒
そ
の
あ
る
段
階
と
解
釈
し
て
一
止
道

人
の
印
は
︑
そ
の
書
と
画
と
と
も
に
実
に
文
人
ら
し
い
作
で
あ
る
︒
或
は
こ
ん
な
文

人
は
又
と
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
︒

　
　
　

道
人
は
初
め
か
ら
印
学
の
お
き
て
に
随
う
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
︒
私

は
道
人
の
初
期
の
印
を
よ
く
知
ら
な
い
が
︑
時
の
篆
刻
者
流
を
抜
け
出
て
い
た
れ
ば

こ
そ
︑
蘭
台
と
か
た
ら
っ
て
泰
東
書
道
院
に
入
る
こ
と
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
︒
し

ば
し
ば
見
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
︑
た
し
か
に
印
は
徹
し
て
坐
っ
て
い
た
︒
こ
こ
ろ

の
揺
曳
に
ま
か
せ
て
定
型
を
排
除
し
な
が
ら
︑
自
ら
特
別
の
土
俵
を
作
り
あ
げ
て
い
た
︒

そ
れ
は
気
ま
ま
の
よ
う
で
い
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
風
格
で
あ
っ
た
︒
俳
諧
の
こ
こ

ろ
を
広
げ
て
︑
道
人
の
印
を
俳
精
神
と
見
る
人
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
︑

近
世
日
本
の
永
い
印
の
歴
史
で
既
に
あ
っ
て
い
い
筈
で
︑
ま
だ
無
か
っ
た
も
の
を
き

り
開
い
た
人
で
あ
る
︒　

　

ま
た
︑
昭
和
を
代
表
す
る
篆
刻
家
二
世
中
村
蘭
台
と
比
較
し
﹁
二
世
蘭
台
は
探
美
の
人
︑

一
止
道
人
は
む
し
ろ
生
活
の
人
で
あ
る
の
か
﹂
と
言
う
︒

　
﹁
芸
術
は
人
な
り
﹂
と
い
う
い
い
古
さ
れ
た
言
葉
が
あ
る
が
︑
正
平
の
生
涯
を
通
覧
し
て

い
る
と
︑
こ
の
言
葉
が
実
に
生
き
生
き
と
蘇
っ
て
く
る
︒

三　

山
田
正
平
の
文
房
四
宝
観

　

古
来
文
人
は
︑
趣
味
性
を
尊
び
︑
書
斎
で
使
用
す
る
文
房
具
に
は
愛
着
を
抱
い
た
︒
正
平

も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
︵
図
1
︶︒
伝
存
す
る
遺
愛
の
品
々
は
︑
一
級
の
道
具
と
は
言
え
な

い
も
の
の
︑
制
作
に
そ
の
材
質
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
︒
そ
う
い
う
意
味
で
彼
は
単
な
る
蒐

集
家
で
は
な
く
む
し
ろ
実
作
の
人
で
あ
っ
た
︒

　

こ
こ
で
は
正
平
の
文
房
四
宝
観
に
関
係
す
る
資
料
・
文
献
を
紹
介
し
︑
正
平
の
文
房
四
宝

観
を
見
て
み
た
い
︒
ま
ず
山
田
正
平
関
係
資
料
︑
続
い
て
会
津
八
一
関
係
資
料
︑
最
後
に
山

田
寒
山
関
係
資
料
を
提
示
し
若
干
の
考
察
を
加
え
る
︒

　

１
、
山
田
正
平
関
係
資
料

　

山
田
正
平
関
係
資
料
か
ら
印
材
︑
印
泥
︑
印
刀
︑
印
箋
の
順
に
提
示
す
る
︒

①
要
す
る
に
︑
印
の
本
体
は
信
を
示
す
の
具
で
あ
り
︑
或
は
禱
り
︑
想
念
を
こ
め
た
も
の
で

あ
る
︒
そ
こ
か
ら
形
の
大
小
も
︑
印
文
の
選
び
方
も
︑
材
質
も
出
て
来
る
︒
時
代
の
推

移
で
︑
自
ら
の
変
化
も
あ
ら
う
が
︑
根
本
を
忘
れ
る
と
︑
印
︑
篆
刻
と
い
ふ
も
の
が
成

り
た
た
ぬ
︒

　
︵﹁
神
奇
﹂﹃
山
田
正
平
先
生
篆
刻
講
義
ノ
ー
ト
﹄︵
３
︶
東
京
学
芸
大
学
書
道
科
同
窓
会
硯
心

会
︑
昭
和
三
十
八
年
六
月
二
十
二
日
︶

②
出
講
の
日
は
大
学
の
教
官
も
揃
っ
て
聴
講
し
て
お
ら
れ
た
︒﹁
石
は
い
い
も
の
で
す
ね
︒

黙
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
私
に
語
り
か
け
て
き
ま
す
よ
﹂
と
︑
第
一
回
の
講
義
の
日
︑
寿

山
石
を
手
に
し
て
誰
に
い
う
な
く
ぽ
つ
り
と
一
言
い
わ
れ
た
︒
古
武
士
の
よ
う
な
風
貌

が
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
︒

 

︵
筆
者
﹁
ア
ン
ケ
ー
ト
﹂
に
よ
る
︑
東
京
学
芸
大
学
で
の
講
義
︶
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③
開
学
祭
に
出
品
し
た
倶
会
一
処
の
朱
文
印
︑
あ
れ
は
四
度
目
か
に
出
来
た
作
で
あ
る
︒
最

初
は
依
頼
者
が
取
り
に
来
し
夜
分
︑
そ
の
人
を
側
ら
に
置
い
て
の
作
︑
少
し
硬
い
鶏
血
で
︑

事
︑
志
と
違
つ
た
様
で
あ
つ
た
が
渡
し
て
支
舞
つ
た
︒
翌
日
思
ひ
直
し
て
別
の
石
で
試

み
た
︒
朝
の
空
気
が
爽
や
か
な
せ
い
か
︑
前
作
に
は
勝
る
者
が
獲
ら
れ
た
の
で
速
達
で

送
つ
て
置
い
た
︒

 

︵﹁
一
点
一
画
﹂﹃
山
田
正
平
先
生
篆
刻
講
義
ノ
ー
ト
﹄
前
掲
︶

④
こ
の
頃
︑
私
の
所
で
四
五
人
の
人
が
一
緒
に
篆
刻
を
習
い
始
め
て
居
り
ま
す
︒
皆
そ
れ
ぞ

れ
教
養
の
あ
る
人
達
で
す
か
ら
︑
こ
ち
ら
の
話
し
に
も
推
量
が
早
く
早
速
に
刻
す
方
も

始
め
て
見
ま
し
た
︒
石
が
欠
け
る
ば
か
り
で
線
を
な
さ
な
い
と
困
っ
て
居
り
ま
し
た
の

で
私
が
目
の
前
で
刻
っ
て
見
ま
し
た
︒
な
る
程
︑
稽
古
用
の
粗
材
で
も
ろ
く
欠
け
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
全
局
に
心
持
ち
を
置
い
て
︑
ゆ
っ
く
り
と
︑
し
か
も
引
き
し

め
て
︑
少
々
の
欠
け
な
ど
は
寧
ろ
︑
腕
の
冴
え
︑
刀
筆
の
花
く
ら
い
に
心
得
て
︑
充
分

に
堂
々
と
お
や
り
な
さ
い
と
申
し
ま
し
た
︒
次
回
か
ら
持
っ
て
見
え
る
印
は
す
っ
か
り

刀
が
生
き
て
来
て
︑
忽
ち
五
六
七
八
と
数
が
増
し
て
進
歩
が
目
に
見
え
て
は
っ
き
り
し

て
参
り
ま
し
た
︒

　
︵﹁
始
め
て
篆
刻
を
試
み
る
人
に
﹂﹃
書
道
講
座　

第
六
巻　

篆
刻
﹄︑昭
和
四
十
八
年
二
月
︶

⑤
御
欣
賞
の
鶏
血
材
︑
大
二
顆
は
︑
美
材
に
て
甚
眼
を
楽
し
ま
せ
る
に
堪
へ
る
品
︑
堂
々
た

る
材
質
︑
心
お
く
れ
せ
ぬ
横
逸
の
感
興
な
ど
と
︑
今
よ
り
懸
念
ニ
御
座
候
︒
い
ま
一
つ

の
方
︑
こ
れ
は
一
寸
硬
質
の
奏
刀
に
は
不
適
の
も
の
如
何
ニ
す
べ
き
や
︒
印
文
五
台
山

人
御
承
知
致
し
候
も
︑
何
か
別
の
手
持
ち
の
材
に
て
試
む
こ
と
も
有
し
と
︑
此
分
自
由

御
許
し
置
き
願
上
候
︒

 

︵﹁
桜
井
定
一
宛
書
簡
﹂
昭
和
三
十
五
年
四
月
十
一
日
︶

⑥
先
般
は
︑
印
材
と
御
手
紙
を
受
け
な
が
ら
︑
つ
い
取
紛
れ
失
礼
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
印

材
︑
た
し
か
に
︑
ニ
ツ
の
方
で
す
か
︑
あ
れ
は
よ
ろ
し
い
か
︒
三
ツ
緑
色
の
分
は
︑
新

玉
の
質
一
寸
銕
筆
に
は
適
し
難
く
︑
折
角
の
御
入
手
の
品
︑
惑
は
特
に
紀
念
的
の
物
で

も
あ
れ
ば
︑
何
と
か
し
出
来
ぬ
こ
と
も
な
し
︒
只
運
刀
に
さ
わ
や
か
と
は
参
ら
ず
︒
御

承
知
願
度
︒

 

︵﹁
桜
井
定
一
宛
書
簡
﹂
昭
和
三
十
五
年
十
月
二
十
八
日
︶

⑦
印
材
三
つ
も
正
ニ
落
掌
︒
印
文
の
こ
と
拝
承
︑
材
型
上
︑
万
里
一
條
銕
も
よ
く
︒
迂
定
︒

鉄
廬
︒
な
ど
も
面
白
い
と
存
じ
ま
す
︒

 

︵﹁
桜
井
定
一
宛
書
簡
﹂
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
︶

⑧
一
體
鈕
の
あ
る
印
材
に
刻
印
す
る
の
に
は

　

鈕
に
首
尾
の
あ
る
も
の
は
大
抵
首
を
手
前
に

　

尾
が
前
方
に
な
る
や
う
に
刻
す
る
こ
と
か
近
古

　

か
ら
の
慣
し
と
な
つ
て
居
る

　

印
泥
の
は
な
し

　

水
印　

奈
良
博
物
館　

あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
具

　
　
　

ニ
ュ
ー
棒　

ニ
ユ
ー
鉢　

楊
枝
様
の
刷
毛

　

印
□
□
□
の
か
よ
い
か

　

静
安
平
實
を
よ
し
と
す

　
︵﹁
講
義
ノ
ー
ト
﹂
山
田
潤
平
編
﹃
正
平
文
人
画
﹄︑
日
本
習
字
普
及
協
会
︑
二
〇
〇
一
年

十
一
月
︶

⑨
印
泥
の
手
入
れ
は
暑
中
や
は
り
よ
く
か
き
ま
わ
す
位
の
□
が
︒
冬
は
ど
う
し
て
も
か
た
く

な
り
︒
暑
中
は
油
う
く
︒
中
国
の
上
製
品
は
そ
の
こ
と
割
ニ
少
か
り
し
や
ニ
思
っ
て
居

り
ま
し
た
︒

 

︵
資
料
・
出
典
不
明
︶︵
山
田
家
蔵
︶

⑩
朱
の
こ
と
指
先
き
に
つ
け
て
作
り
て
︑
結
果
よ
ろ
し
け
れ
ば
そ
れ
ニ
て
よ
し
︒
和
製
の
色

の
あ
し
き
よ
り
勝
ら
ん
か
︒
要
は
効
果
な
り
︒
紙
は
必
ら
ず
□
紙
と
限
ら
ず
︒
鵞
牋
に

て
も
く
る
し
か
ら
ず
︒

 

︵
資
料
・
出
典
不
明
︶︵
山
田
家
蔵
︶

⑪
そ
し
て
こ
れ
は
︑
徐
星
州
か
ら
も
ら
っ
た
刀
だ
が
お
前
に
や
る
と
申
さ
れ
︑
お
渡
し
に
な

ら
れ
ま
し
た
︒

　
︵
小
池
邦
夫
﹁
桜
井
定
市
さ
ん
の
書
簡
よ
り
﹂﹃
月
刊
絵
手
紙
﹄
第
七
十
一
号
︑
平
成
十
三

年
十
一
月
一
日
︶
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四

神　野　雄　二

⑫
緒
で
巻
こ
と

　

蛤
鋒

　
 

︵﹁
講
義
ノ
ー
ト
﹂
山
田
潤
平
編
著
﹃
正
平
文
人
画
﹄
前
掲
︶

⑬
印
箋
一
枚
作
る
に
も
其
人
の
全
精
神
を
働
か
す
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
こ
ん
な
こ
と
も
思
い

出
し
て
見
た
︒
材
料
な
ど
も
金
玉
︑
陶
磁
︑
漆
木
と
開
拓
し
た
ら
︑
ま
た
取
り
扱
う
字

体
も
楷
行
草
隷
も
試
み
た
い
な
ど
︒

　

若
い
人
達
よ
︑
大
き
く
息
吹
き
し
て
高
き
趣
き
を
愛
す
る
現
代
の
人
達
の
魂
を
奪
え
︒

　
︵﹁
篆
刻
の
審
査
に
当
り
て
﹂﹃
書
品
﹄
第
十
二
号
︑
東
洋
書
道
協
会
︑　

昭
和
二
十
六
年
一

月
一
日
︶

　

２
、
会
津
八
一
関
係
資
料

　

会
津
八
一
関
係
資
料
か
ら
篆
刻
学
︑
印
材
︑
印
譜
︑
印
泥
の
順
に
提
示
す
る
︒

①
山
田
正
平
︑
石
川
蘭
八
の
二
人
は
彼
等
の
方
か
ら
私
の
門
人
と
称
し
て
居
り
ま
し
た
︒
そ

の
関
係
で
私
か
ら
五
峯
先
生
へ
紹
介
し
た
の
で
し
た
︒
し
か
し
私
は
技
術
上
の
師
匠
で

な
く
篆
印
︑
文
字
学
︑
印
章
学
上
の
師
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒

　
︵
坂
口
獻
吉
宛
書
簡
︑
昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
九
日
︑﹃
會
津
八
一
全
集
﹄
第
十
巻
︑
中

央
公
論
社
︑
昭
和
五
十
八
年
三
月
︶

②
篆
刻
論
は
こ
れ
こ
そ
何
か
一
冊
の
書
物
に
か
き
て
︑
諸
家
の
御
批
正
を
仰
ぐ
や
う
に
致
し

た
き
も
の
と
存
じ
居
候
︒

　
︵
坪
内
逍
遙
宛
書
簡
︑
大
正
十
一
年
四
月
十
日
︑
柳
田
泉
・
長
島
健
編
﹃
坪
内
逍
遥
會
津

八
一
往
復
書
簡
﹄︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
︶

③
拙
筆
の
墨
蹟
一
︑二
巻
と
り
敢
え
ず
出
版
の
つ
も
り
に
て
候
︒
そ
の
後
に
て
書
道
の
理
論

に
関
す
る
も
の
︑
篆
刻
に
関
す
る
も
の
︑
各
一
冊
相
ま
と
め
申
す
可
し
と
存
じ
候
︒

　
︵
横
山
有
策
宛
書
簡
︑
大
正
十
三
年
九
月
二
十
七
日
︑
植
田
重
雄
著
﹃
秋
艸
道
人
會
津

八
一
書
簡
集
﹄︑
恒
文
社
︑
平
成
三
年
一
月
︶

④
近
来
︑
篆
刻
の
革
新
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
居
り
候
︒
考
へ
る
こ
と
は
実
に
十
年
も
ま
へ
か

ら
考
へ
ぬ
い
た
こ
と
な
れ
ど
も
︑
こ
れ
か
ら
は
主
と
し
て
実
際
問
題
を
考
ふ
べ
き
順
序

と
相
成
り
候
︒
此
の
事
業
を
以
て
︑
老
生
が
今
生
に
於
け
る
記
念
に
も
せ
ば
や
と
思
ふ

ば
か
り
に
候
︒

　
︵
小
泉
清
宛
書
簡
︑
推
定
大
正
十
年
四
月
三
日
︑﹃
秋
艸
道
人
會
津
八
一
書
簡
集
﹄
前
掲
︶

⑤
拙
者
は
近
来
篆
刻
界
の
現
状
打
破
の
必
要
に
つ
き
て
感
ず
る
と
こ
ろ
深
く
︑
い
づ
れ
何
等

か
の
手
段
方
法
を
執
る
こ
と
に
至
る
べ
く
︑
そ
の
際
に
は
自
分
で
も
刀
を
執
り
て
制
作

の
つ
も
り
に
て
候
︒
意
見
の
一
般
は
先
般
蝠
亭
と
貴
兄
と
に
御
話
致
し
た
る
通
に
て
候
︒

あ
れ
は
前
漢
以
来
の
革
命
に
て
賛
否
と
も
に
喧
し
か
る
べ
し
と
楽
み
居
り
候
︒

　
︵
伊
達
俊
光
宛
書
簡
︑
大
正
十
一
年
四
月
二
日
︑﹃
秋
艸
道
人
會
津
八
一
書
簡
集
﹄
前
掲
︶

⑥
印
は
一
種
の
文
房
具
に
て
も
あ
り
︑
美
術
品
に
て
も
あ
り
︑
製
作
の
具
に
て
も
あ
り
︑
高

価
を
投
じ
て
も
決
し
て
不
経
済
と
は
申
し
が
た
く
︑
且
つ
半
永
久
の
も
の
故
︑
考
へ
れ

ば
や
す
き
も
の
に
て
候
︒
之
に
反
し
て
安
直
に
し
て
粗
悪
な
る
材
に
拙
劣
な
る
篆
刻
を

加
へ
し
め
た
る
も
の
は
︑
自
家
の
鑑
識
の
進
む
に
従
ひ
て
︑
座
右
に
お
く
さ
へ
堪
へ
が

た
く
相
成
る
も
の
に
て
候
︒
こ
れ
も
拙
者
自
家
の
経
験
に
御
座
候
︒
前
書
註
解
の
為
め

如
此
候
︒

　
︵
伊
達
俊
光
宛
書
簡
︑
大
正
八
年
十
二
月
二
十
四
日
︑﹃
秋
艸
道
人
會
津
八
一
書
簡
集
﹄
前

掲
︶

⑦
先
生
の
逶
邐
村
莊
の
印
は
︑
印
材
の
い
ゝ
の
が
見
あ
た
り
ま
せ
ん
か
ら
木
印
に
さ
せ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
︒

　
︵
坪
内
逍
遙
宛
書
簡
︑
大
正
十
二
年
一
月
十
一
日
︑﹃
坪
内
逍
遙
會
津
八
一
往
復
書
簡
﹄
前

掲
︶

⑧
印
材
は
佐
渡
相
川
町
の
佐
々
木
邦
蔵
と
申
す
老
匠
に
命
じ
て
造
ら
し
め
た
る
も
の
︒
篆
は

出
発
の
前
夜
木
村
正
平
を
喚
び
て
刻
せ
し
も
の
︒
併
せ
て
御
一
笑
被
下
度
候
︒

　
︵
坪
内
逍
遙
宛
書
簡
︑
大
正
七
年
七
月
二
十
一
日
︑﹃
坪
内
逍
遙
會
津
八
一
往
復
書
簡
﹄
前

掲
︶

321

02p317-324 jinnno.indd   4 2016/12/06   9:20:04



五

日本篆刻家の研究―山田正平の用具・用材について―

⑨
拝
啓　

い
よ
〳
〵
冬
来
り
︑
寒
く
湿
つ
ぽ
く
閉
口
致
し
居
り
候
︒
さ
て
甚
だ
御
面
倒
の
こ

と
に
て
候
へ
ど
も
︑
只
今
印
材
三
顆
相
送
り
候
間
︑
勝
田
先
生
へ
篆
刻
御
願
ひ
被
下
度

上
候
︒
前
便
も
申
上
げ
し
如
く
︑
拙
者
印
章
百
五
六
十
顆
焼
失
致
し
︑
使
用
す
べ
き
も

の
無
く
候
と
こ
ろ
︑
明
春
正
月
四
日
よ
り
京
都
大
丸
に
て
拙
墨
個
展
開
き
た
し
と
突
然

申
来
り
︑
額
面
も
五
六
點
所
望
を
受
け
し
に
て
困
居
候
︒
乍
恐
縮
︑
特
別
大
至
急
に
勝

田
先
生
へ
御
た
の
み
被
下
︑
数
日
中
に
頂
戴
致
し
た
き
も
の
に
存
じ
候
︒
文
は

　

北
越
會
朔　

白
文

秋
艸
道
人　

朱
文

渾
齋　
　
　

白
文

　

自
分
と
し
て
は
日
限
つ
き
の
揮
毫
は
謝
絶
し
居
り
候
へ
ど
も
︑
窮
し
来
れ
ば
他
へ
は
賴
み

候
こ
と
に
て
甚
だ
わ
が
ま
ま
の
沙
汰
に
て
申
わ
け
な
き
次
第
に
て
候
︒
印
材
は
老
來
少

し
に
て
も
軽
き
を
欲
し
候
間
︑
墨
線
の
と
こ
ろ
か
ら
切
断
し
て
御
刻
を
願
ひ
た
く
候
︒
潤

資
も
軽
少
に
て
恥
か
し
く
候
へ
ど
も
金
百
五
十
圓
封
入
の
小
為
替
差
上
げ
被
下
度
候
︒
徹

底
的
全
焼
に
て
囊
裏
無
一
物
の
場
合
に
て
恐
縮
の
至
に
御
坐
候
︒
貴
下
へ
は
面
識
も
無
く
︑

失
禮
な
が
ら
御
好
意
に
甘
え
候
儀
と
御
ゆ
る
し
被
下
度
候
︒
こ
れ
よ
り
十
日
間
は
翰
墨

に
没
頭
致
し
候
間
︑
木
村
氏
な
ど
御
遣
は
し
被
下
る
ま
じ
く
候
︒

　

右
の
み
如
此
候
︒
敬
具

　
　
　
　

十
二
月
六
日 

會
津
八
一

　
　
　

桑
山
太
市
様

　

印
材
の
切
り
取
ら
れ
た
る
の
こ
り
の
部
分
も
︑
他
日
何
か
の
た
め
利
用
可
致
候
間
︑
あ
は

せ
て
御
送
下
さ
れ
度
候
︒

　
︵
桑
山
太
市
宛
書
簡
︑
昭
和
二
十
年
十
二
月
六
日
︑﹃
會
津
八
一
全
集
﹄
第
九
巻
︑
中
央
公

論
社
︑
昭
和
五
十
八
年
一
月
︶

⑩
秋
艸
道
人
印
譜
を
つ
く
り
た
く
久
し
く
心
が
け
居
れ
ど
も
︑
印
箋
が
ま
ず
出
来
ず
︑
今
冬

ま
で
に
は
何
と
か
致
し
度
候
︒

 

︵
坪
内
逍
遙
宛
︑
大
正
九
年
四
月
五
日
︑﹃
坪
内
逍
遙
會
津
八
一
往
復
書
簡
﹄
前
掲
︶

⑪
追
啓　

昨
日
稍
〻
大
な
る
肉
池
を
晩
翠
軒
に
て
見
つ
け
︑
早
速
相
も
と
め
お
き
候
間
︑
不

日
御
眼
に
か
け
可
申
候
︒
つ
き
て
は
先
生
に
は
小
生
所
用
の
朱
肉
を
御
目
に
と
め
さ
せ

ら
れ
︑
同
様
の
も
の
と
の
御
命
に
て
候
へ
ど
も
︑
尚
ほ
別
紙
印
色
四
種
比
較
し
て
御
目

に
か
け
候
間
︑
更
に
御
高
鑑
相
ね
が
ひ
候
︒
李
肅
之
印
東
西
南
ま
で
は
晩
翠
軒
の
特
製

に
て
︑
北
は
小
生
現
在
所
用
の
も
の
に
御
座
候
︒
東
は
少
し
く
古
色
を
含
め
て
黒
味
を

帯
び
し
め
し
も
の
︑
こ
れ
は
當
今
最
も
黒
人
筋
の
愛
用
す
る
も
の
︑
殆
ど
朱
と
茶
と
の

間
と
も
見
ゆ
る
ば
か
り
に
御
座
候
︒
南
は
最
も
世
俗
門
外
の
人
の
眼
に
喜
ば
れ
候
も
の

に
て
所
謂
黄
口
と
申
す
も
の
︑
小
生
は
こ
れ
を
好
み
申
さ
ず
候
︒
西
は
其
間
に
て
こ
れ

小
生
愛
好
の
色
に
御
座
候
︒
日
常
小
生
の
用
候
も
の
は
こ
れ
に
似
て
稍
〻
相
劣
り
候
や

う
に
て
候
へ
ば
︑
先
生
へ
は
西
を
御
す
ゝ
め
申
上
度
存
じ
候
と
こ
ろ
如
何
候
哉
︒

　
　
　

東
ハ
一
匁　

十
銭　

北
は
一
匁　

七
銭

　
　
　

西
ハ
一
匁　

九
銭

　
　
　

南
ハ
一
匁　

六
銭

　

値
段
の
示
す
と
こ
ろ
に
み
て
も
︑
黄
口
の
格
式
は
明
瞭
な
る
に
︑
世
俗
の
人
印
肉
は
黄
ば

み
た
る
も
の
と
の
み
思
ひ
︑
小
生
所
用
の
も
の
を
さ
へ
か
れ
︵
マ
マ
︶
申
し
候
も
の
稀
な
ら

ず
候
こ
と
︑
笑
止
千
萬
と
存
じ
候
︒
畫
よ
り
書
は
朱
肉
の
少
し
く
黒
み
を
帯
び
た
り
と

見
ゆ
る
ば
か
り
の
も
の
上
品
に
て
︑
落
ち
つ
き
あ
り
と
相
信
じ
候
︒
敬
具

　
　
　
　
　

八
月
十
一
日 

會
津
朔

　
　
　
　

逍
遥
先
生　

函
丈

　

印
色
の
御
比
較
は
晝
間
に
な
し
披
下
度
︑
灯
火
に
て
は
と
か
く
黄
口
の
み
目
に
つ
き
可
申

候
︒

　
︵
坪
内
逍
遥
宛
書
簡
︑
大
正
七
年
八
月
十
一
日
︑
消
印
八
月
十
一
日
︑﹃
会
津
八
一
全
集
﹄

第
八
巻
︑
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
︶

⑫
尚
ほ
〳
〵
昨
年
御
と
り
つ
ぎ
申
上
た
る
印
肉
ハ
︑
油
の
わ
き
候
や
う
す
も
御
座
な
く
候
哉
︒

た
い
て
い
心
配
な
き
考
に
て
候
へ
ど
も
︑
念
の
為
め
肉
池
を
さ
か
さ
ま
に
な
し
お
き
被

下
候
は
ゞ
安
全
に
御
座
候
︒

　
︵
坪
内
逍
遙
宛
書
簡
︑
大
正
八
年
五
月
八
日
︑﹃
坪
内
逍
遥
會
津
八
一
往
復
書
簡
﹄
前
掲
︶

⑬
御
印
肉
酷
暑
の
為
め
少
し
く
油
わ
き
候
や
う
に
︑
印
影
に
て
拝
見
致
し
候

　

然
ら
ば
蓋
の
ま
ゝ
に
て
さ
か
さ
ま
に
な
し
お
き
被
下
度
候
︒

　
︵
坪
内
逍
遥
宛
書
簡
︑大
正
九
年
七
月
十
五
日
︑﹃
坪
内
逍
遙
會
津
八
一
往
復
書
簡
﹄
前
掲
︶

⑭
絖
本
は
よ
ろ
し
く
候
へ
ど
も
︑
絹
は
印
肉
の
つ
き
も
あ
し
く
︑
篆
刻
癖
の
拙
者
と
し
て
は
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六

神　野　雄　二

こ
と
に
好
ま
ず
候
︒

　
︵
式
場
益
平
宛
書
簡
︑
大
正
九
年
一
月
九
日
︑
和
泉
久
子
著
﹃
新
資
料
付
注
会
津
八
一
書

簡
集
︱
式
場
益
平
宛
書
簡
︱
﹄
笠
間
書
院
︑
昭
和
四
十
三
年
二
月
︶

　

３
、
山
田
寒
山
関
係
資
料

　

山
田
寒
山
関
係
資
料
か
ら
印
の
製
法
に
つ
い
て
提
示
す
る
︒

①
山
田
寒
山
︑
山
田
正
平
宛
書
簡
︑︵
年
月
日
不
明
︶︑︵
山
田
家
蔵
︶

　
　

大
森
宗
伯
爵
家
ノ

　
　

届
ケ
モ
ノ
銀
印
小
包

　
　

ニ
テ
送
ル

　
　

電
話
ニ
テ
在
否
ヲ

　
　

タ
シ
カ
メ
特
ニ
持
参
ス
ヘ
シ

　
　

此
印
ノ
製
法
表
裡
印

　
　

面
ノ
具
合
等
微
細
ニ
実

　
　

見
シ
テ
記
憶
ス
ヘ
シ
将

　
　

来
以
此
印
法
発
達

　
　

セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス　

　
　

家
人
一
同
ニ
能
ク
示
シ

　
　

説
明
ヲ
シ
テ
ヲ
ケ

　
　

製
法
ハ
其
内
一
度
呼
寄

　
　

伝
授
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寒
山

　
　
　
　

正
平
子

　
　
　

　
︵
山
田
寒
山
︑
山
田
正
平
宛
書
簡
︑
年
月
日
不
明
︶︵
山
田
家
蔵
︶

②
陶
印
を
始
め
ま
し
た
の
は
︑
昔
京
都
に
玄
々
斎
と
云
ふ
名
人
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
近
頃
で

は
︑
私
が
東
京
へ
来
て
二
十
八
年
に
や
つ
た
の
が
始
め
て
だ
︑
マ
ー
中
興
と
で
も
申
し

ま
し
よ
︒
今
日
で
は
濱
村
も
造
り
ま
す
し
︑
又
岡
本
椿
處
が
︑
佐
渡
の
常
山
に
従
つ
て

陶
法
を
学
び
︑
大
分
や
る
の
で
流
行
し
て
来
ま
し
た

　

銅
の
鋳
印
と
い
ふ
も
の
は
︑
陶
印
よ
り
は
一
層
趣
味
の
深
い
も
の
で
︑
折
角
造
つ
た
篆
文

が
︑
湯
の
廻
り
工
合
で
シ
偏
が
ン
偏
に
な
つ
た
り
︑
一
や
ー
が
消
へ
た
り
︑
天
然
の
鋳

分
で
色
々
字
形
に
変
化
を
現
は
し
ま
す
工
合
は
︑
ト
テ
モ
人
工
の
及
ぶ
所
で
あ
り
ま
せ

ん

　
︵﹁
鉄
筆
閑
話
五
︵
山
田
寒
山
師
談
話
︶﹂﹃
明
治
・
大
正
期
山
田
寒
山
関
連
新
聞
資
料
﹄
年

月
日
不
明
︵
４
︶︶

　
　

正
平
の
文
房
四
宝
観
を
探
る
た
め
︑
山
田
正
平
関
係
資
料
を
︑
続
い
て
会
津
八
一
関
係

資
料
︑
最
後
に
山
田
寒
山
関
係
資
料
を
掲
げ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
い
か
に
正
平
が
文
房

四
宝
に
意
を
用
い
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
︒
当
時
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
る
文
房
四
宝

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
中
で
可
能
な
限
り
蒐
集
し
︑
実
際

に
使
用
し
た
︒
作
家
と
し
て
の
立
場
で
文
房
四
宝
に
対
し
て
い
る
点
は
や
は
り
注
目
し

て
よ
い
︒
山
田
正
平
関
係
資
料
の
中
で
︑
印
材
に
関
す
る
①
︑
③
︑
④
︑
⑤
は
︑
篆
刻

家
と
し
て
の
経
験
の
い
る
事
柄
で
あ
り
︑
正
平
は
印
材
の
質
を
知
り
ぬ
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

　
　

ま
た
別
に
山
田
家
に
数
種
の
正
平
が
使
用
し
た
用
具
・
用
材
が
遺
さ
れ
て
い
る
︒
印
泥

︵
図
2
︶︑
印
刀
︵
図
3
︶︑
鏨
︑
筆
墨
硯
紙
な
ど
で
あ
る
︒

　
　

印
刀
に
関
し
て
紹
介
す
る
︒
三
種
の
印
刀
が
山
田
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

①
両
刃　

刀
身
に
︑﹁
正
平
先
生
清
嘱
︑
庚
寅
十
二
月
昭
平
作
﹂
と
あ
る
︒

　

②
片
刃　

刀
身
に
︑﹁
昭
平
作
﹂
と
あ
る
︒

　

③
両
刃　

刀
身
に
︑
布
が
巻
か
れ
て
い
る
︒

　
　

正
平
の
使
用
し
た
印
刀
は
︑
か
な
り
厚
手
の
も
の
で
あ
り
︑
鈍
刃
で
あ
る
︒
彼
の
篆
刻

の
作
風
は
重
厚
で
韻
致
の
高
い
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
印
刀
だ
か
ら
こ
そ
生
み

出
さ
れ
た
こ
と
も
頷
け
よ
う
︒

四　

お
わ
り
に　

　

山
田
正
平
の
用
具
・
用
材
に
つ
い
て
︑
山
田
家
に
遺
さ
れ
た
遺
品
や
︑
関
係
資
料
か
ら

探
っ
て
み
た
︒
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七

日本篆刻家の研究―山田正平の用具・用材について―

　

一
流
の
芸
術
家
は
手
に
合
っ
た
一
流
の
道
具
を
使
用
す
る
と
言
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
用
具
・

用
材
が
作
品
に
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
︒
現
今
の
篆
刻
作
品
を
見
て
み
る
に
︑

幾
分
技
巧
に
過
ぎ
生
彩
に
乏
し
い
気
が
す
る
︒
篆
刻
の
用
具
・
用
材
と
技
法
に
問
題
が
な
か

ろ
う
か
︒
篆
刻
は
展
覧
会
の
会
場
に
展
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
寸
法
は
大
き
く
な
り
︑

デ
ザ
イ
ン
的
要
素
が
強
く
な
っ
て
き
た
︒
今
こ
そ
篆
刻
の
本
来
の
在
り
方
︑
ま
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
か
つ
て
古
筆
学
を
大
成
さ
れ
た
小
松
茂
美
先
生
は
︑

﹁
仮
名
が
本
来
持
っ
て
い
る
美
し
さ
は
︑
色
紙
大
の
寸
法
に
凝
縮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
﹂
と

語
ら
れ
た
︒
篆
刻
も
同
じ
く
一
寸
四
方
の
大
き
さ
に
︑
そ
の
美
を
盛
り
込
む
も
の
と
言
え
る
︒

山
田
正
平
の
作
品
や
用
具
・
用
材
観
に
触
れ
る
に
つ
け
こ
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
︒

　

本
稿
は
︑
平
成
十
六
年
十
二
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
﹁
平
成
十
六
年
度
熊
本
大
学　

熊

本
・
大
学
国
語
国
文
学
会
﹂
で
の
口
頭
発
表
に
新
知
見
を
加
え
︑
新
た
に
考
察
す
る
と
と
も

に
︑
新
資
料
を
提
示
し
︑
山
田
正
平
の
研
究
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
今
後

も
更
に
基
礎
資
料
の
蒐
集
・
整
理
を
進
め
る
と
と
も
に
︑
実
証
的
な
考
察
を
加
え
て
ゆ
き
た

い
︒

　

本
稿
執
筆
に
際
し
︑
山
田
家
に
お
世
話
に
な
っ
た
︒
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
︒

【
注
】

︵
１
︶
中
井
敬
所
の
﹃
日
本
印
人
伝
﹄
は
︑
わ
が
国
の
印
人
伝
に
お
け
る
唯
一
の
専
著
と
言
え
る
も
の

で
︑
好
著
で
あ
る
︒
敬
所
の
﹃
印
人
伝
﹄
に
関
し
て
﹁
日
本
印
人
研
究
︱
中
井
敬
所
の
高
芙
蓉

研
究
︱
﹂︵﹃
大
学
書
道
研
究
﹄
第
一
号
︑
全
国
大
学
書
道
学
会
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
で
考
察

し
た
︒
わ
が
国
に
お
け
る
印
人
伝
の
最
初
の
編
纂
は
︑
文
化
文
政
の
頃
︑
永
根
伍
石
に
よ
り
行

わ
れ
た
︒
し
か
し
︑
現
在
で
は
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
︒﹃
日
本
印
人
伝
﹄
は
︑
敬
所
の
未
完
の

稿
本
を
︑
敬
所
の
七
回
忌
で
あ
る
大
正
四
年
︵
一
九
一
五
︶
に
︑
女
婿
新
家
孝
正
の
手
に
よ
り

上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
校
正
に
あ
た
っ
た
の
は
姪
の
石
川
文
荘
と
門
人
の
岡
村
梅
軒
を
中

心
と
す
る
六
人
で
あ
る
︒
そ
の
一
人
が
寒
山
で
あ
る
︒
本
書
は
未
定
稿
で
あ
る
も
の
の
︑
わ
が

国
印
人
伝
の
唯
一
の
著
述
で
あ
り
︑価
値
あ
る
も
の
と
い
え
る
︒
同
著
は
﹃
日
本
の
篆
刻
﹄︵
二

玄
社
︑
一
九
六
六
年
十
一
月
︶
に
水
田
紀
久
先
生
に
よ
る
訓
読
校
注
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
さ

ら
に
﹃
続
補
日
本
印
人
伝
﹄
の
増
訂
が
あ
る
︒

︵
２
︶
山
田
正
平
に
関
す
る
年
譜
は
こ
れ
ま
で
数
種
編
ま
れ
て
い
る
︒
中
で
も
最
も
基
本
資
料
と
な
る

の
は
︑山
田
家
に
蔵
す
る
︑正
平
自
身
が
昭
和
三
十
三
年
に
作
成
し
た﹁
自
記
年
譜
﹂︵
増
補
版﹃
山

田
正
平
作
品
集
﹄前
掲
︶で
あ
る
︒
こ
れ
は
原
稿
用
紙
三
枚
に
わ
た
り
ペ
ン
書
き
さ
れ
た
も
の
で
︑

明
治
三
十
二
年
正
平
の
生
年
か
ら
︑
昭
和
三
十
三
年
正
平
六
十
歳
ま
で
︑
か
な
り
詳
細
な
も
の

で
あ
る
︒
こ
れ
以
外
に
︑
正
平
自
身
作
成
し
た
略
年
譜
が
三
種
類
あ
る
︒
昭
和
五
十
九
年
に
開

催
さ
れ
た｢

第
三
回
山
田
正
平
遺
作
展｣

に
出
陳
さ
れ
た｢

毛
筆
履
歴
書｣

は
︑
正
平
の
芸
術

を
語
る
上
で
︑
重
要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
他
は
覚
え
書
き
程
度
で
あ
る
︒

　
　
　

さ
て
︑
山
田
正
平
は
日
頃
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
そ
れ
に
は
そ
の
時
々
の

足
跡
が
克
明
に
記
さ
れ
て
お
り
︑画
日
記
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒こ
れ
は
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
や
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
お
り
五
十
数
冊
に
わ
た
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
か
つ
て
山
田

家
の
ご
承
諾
を
得
て
︑
詳
細
な
年
譜
を
作
成
す
べ
く
︑
ス
ケ
ッ
チ
帖
︑
並
び
に
関
係
資
料
を
複

写
さ
せ
て
頂
い
た
︒
こ
れ
ら
は
年
譜
作
成
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
一
次
資
料
と
い
え

る
︒

　
　
　

次
に
︑
正
平
没
後
編
集
さ
れ
た
年
譜
が
や
は
り
数
種
あ
る
︒﹃
山
田
正
平
作
品
集
﹄︵
山
田
喜

美
子
編
︑
木
耳
社
︑
昭
和
五
十
一
年
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
年
譜
は
最
も
詳
し
い
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
山
田
正
平
御
令
室
山
田
喜
美
子
︑
並
び
に
元
昭
和
学
院
教
師
関
健
一
︑
東
京
学
芸
大

学
名
誉
教
授
小
木
太
法
先
生
な
ど
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
と
記
載
は

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
︑﹃
一
止
道
人
山
田
正
平
先
生
の
書
簡
﹄︵
佐
藤
耐
雪
編
著
︑
佐
藤
耐

雪
後
援
会
︑
昭
和
五
十
四
年
一
月
︶
に
年
譜
が
附
さ
れ
て
い
る
︒

　
　
　

こ
れ
以
前
に
は
三
種
の
年
譜
が
あ
る
︒
そ
の
一
は
︑
伏
見
冲
敬
が
作
成
し
た
﹁
山
田
正
平
先

生
略
年
譜
﹂︵﹃
書
品
﹄
第
一
三
五
号
︑東
洋
書
道
協
会
︑一
九
六
二
年
十
一
月
十
五
日
︶
で
あ
る
︒

そ
の
二
は
︑
昭
和
三
十
九
年
八
月
に
中
央
公
論
画
廊
で
開
催
さ
れ
た｢

第
一
回
山
田
正
平
遺
作

展｣

の
時
に
刊
行
さ
れ
た
図
録
に
附
さ
れ
た
年
譜
︵
中
央
公
論
美
術
出
版
︶
で
あ
る
︒
そ
の
三

は
︑
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
に
魅
丹
古
美
書
道
出
版
会
よ
り
孔
版
印
刷
出
版
さ
れ
た
︑
東
京
学

芸
大
学
卒
業
の
高
橋
達
郎
氏
の
卒
業
論
文
﹃
山
田
正
平
論
﹄
に
附
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　
　
　

筆
者
は
︑
山
田
正
平
に
関
し
て
過
去
四
度
に
わ
た
り
年
譜
を
編
み
系
図
を
作
成
し
た
︒
こ
こ

に
列
記
し
て
お
く
︒

　
　
　
　

①　

山
田
正
平
年
譜
・
山
田
家
系
図
︵
増
補
版
﹃
山
田
正
平
作
品
集
﹄
前
掲
︶

　
　
　
　

②　

山
田
正
平
年
譜
・
山
田
家
系
図
︵﹃
山
田
寒
山
・
正
平
展
図
録
﹄
篆
刻
美
術
館
︑
平

成
四
年
十
一
月
︶

　
　
　
　

③　

山
田
正
平
略
年
譜
︵﹃
墨
﹄
通
巻
第
一
五
二
号
︑
芸
術
新
聞
社
︑
平
成
十
三
年
十
月
︶

　
　
　
　

④　
﹁
山
田
正
平
年
譜
︱
附
︑
山
田
家
系
図
并
に
山
田
正
平
研
究
文
献
目
録
︱
﹂︵﹃
山
田

正
平
展
︱
寡
作
な
文
人
篆
刻
家
︱
﹄
篆
刻
美
術
館
︑
平
成
十
六
年
九
月
︶

　
　
　

筆
者
は
山
田
家
に
遺
さ
れ
た
正
平
が
描
い
た
画
帖
日
記
の
書
き
入
れ
を
す
べ
て
含
ん
だ
さ
ら

に
詳
し
い
年
譜
を
用
意
し
て
い
る
が
︑
改
め
て
紹
介
し
た
い
︒

︵
３
︶﹃
篆
刻
講
義
ノ
ー
ト
﹄
は
︑
山
田
正
平
が
東
京
学
芸
大
学
で
講
じ
た
講
義
用
の
ノ
ー
ト
や
ち
ら

し
な
ど
に
書
か
れ
た
メ
モ
を
︑
書
道
科
同
窓
会
﹁
硯
心
会
﹂
の
有
志
が
纏
め
た
も
の
で
︑
こ
れ

ま
で
二
度
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
目
次
を
挙
げ
る
︒

　

①　
﹃
山
田
正
平
先
生
篆
刻
講
義
ノ
ー
ト
﹄︵
東
京
学
芸
大
学
書
道
科
同
窓
会
硯
心
会
︑
昭
和

三
十
八
年
六
月
二
十
二
日
︶

　
　
　

・
田
辺
萬
平
﹁
序
﹂

　
　
　

・
篆
刻
講
義
ノ
ー
ト

　
　
　

・
伊
東
寿
﹁
遺
稿
に
学
ぶ
﹂

　
　
　

・
鈴
木
武
夫
﹁
山
田
先
生
と
吉
福
の
雅
印
﹂
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八

神　野　雄　二

　
　
　

・
吉
田
繁
﹁
思
ひ
出
の
断
片
﹂

　

②　
﹃︿
回
顧
﹀山
田
正
平
︱
東
京
学
芸
大
学
に
お
け
る
教
育
者
と
し
て
の
側
面
︱
付
篆
刻
講
義
ノ
ー

ト
﹄︵
東
京
学
芸
大
学
書
道
科
硯
心
会　

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
︶

　
　
　
︵
平
成
十
五
年
十
一
月
三
日
︑
東
京
学
芸
大
学
に
お
い
て
︑﹁
山
田
正
平
先
生
を
語
る
﹂
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
開
催
さ
れ
る
︒︿
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト　

小
木
太
法
︑杉
本
槑
香
︑塚
本
虚
斎
︑益
子
素
州
︑

神
野
大
光
﹀︶

　
　
　

・
蔵
元
訓
征｢

ご
あ
い
さ
つ　

感
化
︱
山
田
正
平
展
に
寄
せ
て
︱｣

　
　
　

・
山
田
正
平
展
展
示
資
料

　
　
　

・﹁
山
田
正
平
先
生
を
語
る
﹂
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　

・｢

山
田
正
平
先
生
篆
刻
講
義
ノ
ー
ト
︿
復
刻
﹀｣

　
　
　

・
山
田
正
平
年
譜

　
　
　

・
岩
切
誠｢

あ
と
が
き｣

︵
４
︶
山
田
寒
山
を
研
究
す
る
時
に
︑
山
田
家
に
所
蔵
さ
れ
る
寒
山
関
連
の
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
を

貼
り
込
ん
だ
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
は
貴
重
で
あ
る
︒
同
資
料
は
平
成
十
五
年
度
全
国
大
学
書
道

学
会
徳
島
大
会
に
お
い
て
紹
介
し
そ
の
価
値
を
論
じ
た
︒
ま
た
﹃
国
語
国
文
研
究
と
教
育
﹄
第

四
十
三
号
︵
熊
本
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会
︑
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
︶
に
お
い
て
﹁
日
本

印
人
研
究
︱
明
治
・
大
正
期
新
聞
資
料
に
お
け
る
山
田
寒
山
関
連
記
事
見
出
し
一
覧
稿
﹂
と
題

し
︑
見
出
し
一
覧
の
索
引
を
作
成
し
︑
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
︒
切
り
抜
き
は
︑
東
京
市
京
橋
区

采
女
町
廿
二
番
地
に
あ
っ
た
東
京
切
拔
通
信
社
に
よ
る
︒
新
聞
は
全
国
紙
に
亘
っ
て
お
り
︑
重

複
す
る
記
事
も
多
い
︒
ま
た
新
聞
は
古
く
劣
化
が
す
す
ん
で
お
り
︑
文
字
不
明
の
箇
所
や
︑
新

聞
名
さ
え
判
読
で
き
な
い
も
の
が
数
多
く
あ
る
︒
た
だ
こ
れ
は
寒
山
研
究
に
と
っ
て
一
級
の
資

料
で
あ
る
事
は
い
う
に
及
ば
ず
︑
当
時
の
芸
壇
の
風
流
を
知
る
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒

こ
れ
を
読
む
に
彼
の
生
涯
︑
芸
術
観
︑
芸
苑
で
の
逸
話
な
ど
が
あ
り
興
味
は
尽
き
な
い
︒
こ
れ

か
ら
寒
山
の
伝
記
︑
芸
術
︵
詩
︑
書
︑
画
︑
篆
刻
︑
陶
芸
︶
ま
た
当
時
の
芸
壇
︑
印
壇
の
様
子

な
ど
が
伺
え
る
︒

　
　
　

同
索
引
は
︑本
年
度
刊
行
す
る
﹃
日
本
篆
刻
家
の
研
究
︱
山
田
寒
山・正
平
を
中
心
と
し
て
︱
﹄

︵
熊
本
日
日
新
聞
社
︶
に
加
筆
修
正
の
上
収
録
す
る
予
定
で
あ
る
︒
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図１　山田正平の蔵書並びに用具・用材

図２　山田正平使用印泥

図３　山田正平使用印刀
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