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す
。
多
く
の
文
人
と
交
わ
り
、
蕪
村
と

も
面
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
怪
異

な
形
相
で
鼠
の
よ
う
に
鬼
を
食
ら
う
と

い
う
鍾
馗
と
い
う
が
、
そ
ん
な
あ
な
た

が
ど
う
し
て
唐
の
高
宗
や
中
宗
の
時
代
、

ま
た
大
暦
建
中
の
時
代
な
ど
に
現
れ
て
、

社
会
の
不
正
や
悪
を
退
治
し
て
く
れ
な

か
っ
た
の
か
」
と
、
政
治
批
判
的
な
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
は
文
化

９
年
（
１
８
１
２
）
に
出
版
さ
れ
た
茶
山

の
詩
集
『
黄こ

う

葉よ
う

夕せ
き

陽よ
う

村そ
ん

舎し
ゃ

詩し

』
に
収
録
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中
国
・
唐
の
玄げ

ん

宗そ
う

皇
帝
の
夢
に
現
れ
、
邪じ

ゃ

鬼き

を
は
ら
っ
て

皇
帝
の
病
を
治
し
た
と
い
う
伝
説
に
由
来
す
る
鍾

し
ょ
う

馗き

は
、
厄

除
け
の
神
と
し
て
中
国
で
あ
つ
く
信
仰
さ
れ
、
日
本
で
も
古

く
か
ら
画
像
に
描
い
た
り
、
端た

ん

午ご

の
節
句
に
鍾
馗
の
絵
や
人

形
を
飾
っ
て
子
の
成
長
や
学
業
成
就
を
願
う
風
習
が
あ
り
ま

す
。
巨
眼
と
長
い
ひ
げ
、
黒
い
衣
に
身
を
包
ん
で
立
つ
姿
、

あ
る
い
は
抜ば

っ

剣け
ん

で
邪
鬼
を
退
治
し
よ
う
と
す
る
姿
に
あ
ら
わ

さ
れ
る
の
が
通
例
で
す
が
、
本
図
で
は
、
鍾
馗
は
左
手
に
笏

し
ゃ
く

の
よ
う
な
も
の
を
持
ち
、
本
来
退
治
さ
れ
る
べ
き
邪
鬼
は
、

ま
る
で
従
者
の
よ
う
に
鍾
馗
の
剣
を
抱
き
か
か
え
て
控
え

立
っ
て
い
ま
す
。
真
正
面
を
向
い
て
静
か
に
こ
ち
ら
を
見
据

え
る
鍾
馗
の
顔
に
は
一
風
変
わ
っ
た
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。

　

画
賛
末
尾
の
識し

き

語ご

に
「
明
治
卅
年
丁
丑
四
月
仿
謝
春
星
圖

意
借
録
茶
山
之
詩
（
明
治
三
十
年
丁
丑
四
月
、
謝
春
星
の
図
意
に
仿

い
、
茶
山
の
詩
を
借
り
て
録
す
）」
と
あ
り
、
拝
山
が
謝し

ゃ

春
し
ゅ
ん

星せ
い

す

な
わ
ち
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん（

１
７
１
６
～
８
４
）の
図
に
な
ら
っ
て
描
き
、

菅か
ん

茶ち
ゃ

山ざ
ん

（
１
７
４
８
～
１
８
２
７
）
の
漢
詩
を
写
し
書
い
た
も
の

と
わ
か
り
ま
す
。
与
謝
蕪
村
は
池

い
け
の

大た
い

雅が

と
並
び
称
さ
れ
る
江

戸
時
代
中
期
の
文
人
画
家
で
、
一
般
に
は
軽
妙
な
俳
画
で
知

ら
れ
ま
す
が
、
和
漢
の
様
々
な
絵
画
に
学
ん
だ
作
品
を
の
こ

し
て
い
ま
す
。
本
作
品
と
同
じ
図
柄
の
作
品
は
未
確
認
で
す

が
、
吉
嗣
家
資
料
に
は
下
写
真
の
よ
う
な
模
写
図
が
あ
っ
て
、

画
面
向
か
っ
て
右
下
に
は
「
謝
春
星
写
」
と
の
墨
書
が
あ
り

ま
す
。
こ
ち
ら
に
は
ご
つ
ご
つ
と
し
た
山
や
岩
の
背
景
モ

チ
ー
フ
が
あ
り
、
模
写
の
原
図
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
漢
詩
の
作
者
菅
茶
山
は
備び

ん

後ご

福
山
の
儒
学
者
で
、

江
戸
時
代
後
期
の
日
本
を
代
表
す
る
漢
詩
人
の
ひ
と
り
で

絹本著色　掛幅装　145.0 × 45.0㎝
明治 30年（1897）吉嗣家資料

吉嗣家資料中の模写

さ
れ
て
い
て
、
吉
嗣
家
資
料
に
も
こ
の
詩
集
が
所
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
さ
て
拝
山
が
こ
の
詩
を
選
ん
だ
意
図
は
い
か
に
。

　

吉
嗣
家
資
料
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
の
模
写
や
画
集
、

漢
詩
集
な
ど
が
の
こ
さ
れ
て
い
て
、
拝
山
が
〝
万
巻
の
書
画
〟

に
学
ん
で
制
作
活
動
に
励
ん
で
い
た
様
子
が
窺
え
ま
す
。
拝

山
52
歳
の
本
作
は
、
完
成
品
と
参
考
資
料
と
が
一
体
と
な
っ

て
現
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
貴
重
で
す
。（
井
形
栄
子
）　



第 24号

　
　
地
元
大
学
と
の
連
携

　

太
宰
府
の
絵
師
調
査
事
業
は
開
始
か
ら
10

年
、
地
道
な
調
査
を
進
め
な
が
ら
、
報
告
書

の
発
行
、展
覧
会
の
実
施
、そ
し
て
こ
の
『
宰

府
画
報
』
に
よ
る
普
及
活
動
を
実
施
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
年
は
新
た
な
取
り
組
み
と
し

て
太
宰
府
市
に
あ
る
筑
紫
女
学
園
大
学
の
博

物
館
学
芸
員
課
程
を
履
修
す
る
学
生
の
学
外

実
習
と
し
て
、
調
査
に
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
吉
嗣
家
資
料
の

う
ち
、工
芸
品
類
な
ど
の
未
調
査
資
料
で
す
。

煎せ
ん

茶ち
ゃ

会
に
使
用
し
た
茶
器
類
や
作
品
制
作
に

使
用
し
た
絵
具
や
顔
料
な
ど
を
各
自
１
点
ず

つ
選
び
、
資
料
の
名
称
や
大
き
さ
、
外
観
の

特
徴
な
ど
を
紙
に
記
入
し
て
も
ら
い
ま
す
。

文
字
が
書
か
れ
た
り
刻
ま
れ
て
い
る
場
合
は

解
読
し
て
記
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最

後
は
写
真
撮
影
も
お
こ
な
い
、
普
段
見
る
こ

と
の
な
い
約
百
年
前
の
貴
重
な
資
料
を
じ
っ

く
り
観
察
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
調
査
結
果
は
資
料
の
基
礎
的
な
情

報
と
し
て
整
理
し
、
今
後
の
報
告
書
作
成
や

普
及
活
動
に
役
立
て
て
い
き
ま
す
。

　
　
（
木
村
純
也
・
太
宰
府
市
教
育
委
員
会
）

　
　

美
術
作
品
調
査
の
現
場
体
験

　

今
年
の
５
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
、
筑
紫

女
学
園
大
学
文
学
部
４
年
生
の
博
物
館
学
芸

員
課
程
履
修
生
が
、
太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ

い
館
で
実
施
さ
れ
て
い
る
絵
師
調
査
に
、
授

業
の
一
環
と
し
て
初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。

　

課
程
履
修
生
27
人
は
、
４
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
、
５
月
10
日
、
６
月
12
日
・
14
日
、
７

月
12
日
に
実
施
さ
れ
た
絵
師
調
査
に
参
加
し

ま
し
た
。
す
で
に
学
内
授
業
で
、
歴
史
学
や

民
俗
学
や
美
術
史
学
の
調
査
に
つ
い
て
、
基

本
的
知
識
に
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
場
調

査
は
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
ほ
ぼ
初
体
験
。

　

は
じ
め
に
文
化
財
課
の
木
村
さ
ん
と
調
査

員
の
井
形
さ
ん
か
ら
、
絵
師
調
査
の
概
要
を

お
話
し
い
た
だ
き
、
そ
の
後
い
よ
い
よ
調
査

ス
タ
ー
ト
。
現
在
調
査
中
の
吉
嗣
家
資
料
の

道
具
類
を
対
象
と
し
、
調
書
を
作
成
し
、
写

真
撮
影
を
し
ま
し
た
。
約
百
年
前
に
絵
師
が

使
っ
て
い
た
道
具
類
は
、
学
生
た
ち
に
と
っ

て
は
ほ
と
ん
ど
未
知
の
物
ば
か
り
。
お
そ
る

お
そ
る
手
に
取
り
、
し
げ
し
げ
見
つ
め
、
い

っ
た
い
何
な
の
か
悩
み
、
調
書
を
作
成
し
な

が
ら
、
少
し
づ
つ
資
料
の
意
味
を
考
え
て
い

く
と
い
う
作
品
調
査
の
醍
醐
味
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

本
学
博
物
館
学
芸
員
課
程
で
は
、
毎
年
30

名
前
後
の
学
生
が
学
ん
で
い
ま
す
。
１
年
生

よ
り
段
階
を
踏
ん
で
授
業
を
受
け
、
４
年
生

で
近
隣
の
博
物
館
や
美
術
館
に
て
10
日
間
程

度
の
「
館
園
実
習
」
を
受
講
す
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
太
宰
府
市

文
化
ふ
れ
あ
い
館
で
の
調
査
体
験
は
、
通
例

の
「
館
園
実
習
」
と
は
別
に
、
太
宰
府
市
が

行
っ
て
い
る
美
術
調
査
に
１
日
だ
け
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
企
画
で
し
た
。
太
宰

府
で
博
物
館
学
を
学
ぶ
学
生
た
ち
に
と
っ

て
、
地
元
の
文
化
を
開
拓
す
る
現
場
に
立
ち

会
わ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
大
変
幸
運

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。こ
の
体
験
を
踏
ま
え
、

今
後
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
ん
で
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
（
小
林
知
美
・
筑
紫
女
学
園
大
学
）

絵師調査の概要を真剣に聞く学生

調査風景

調査した湯
とう
瓶
びん
（煎茶で湯を沸かすのに用いる道具）　

吉嗣家資料
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宇
美
町
を
挟
ん
で
太
宰
府
市
の
北
に
位

置
す
る
須
恵
町
。
岳た

け

城
じ
ょ
う

山や
ま

の
山
麓
に
あ
る

須
恵
町
立
美
術
セ
ン
タ
ー
久
我
記
念
館
は
、

坂さ
か

本も
と

繫は
ん

二じ

郎ろ
う

作
品
や
九
州
の
や
き
も
の
な

ど
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
久く

我が

五い

千ち

男お

の

私
設
美
術
館
と
し
て
建
設
さ
れ
、
氏
の
逝
去

後
、作
品
と
共
に
町
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
須
恵
焼

の
作
品
に
、
吉
嗣
拝
山
が
書
を
施
し
た
「
金

錆
染
付
酒
注
」（
須
恵
町
指
定
文
化
財
）
が
あ

り
ま
す
。
丸
い
胴
に
注
口
を
も
つ
本
作
は
鈍

い
金
色
に
輝
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
金
錆
と

い
っ
て
、
近
代
の
須
恵
焼
に
特
徴
的
な
釉ゆ

う

薬や
く

で
す
。
胴
の
注
口
に
向
か
っ
て
右
の
部
分
に

は
、
拝
山
に
よ
り
「
故
人
相
遇
慰
重
游 

况

是
絃
歌
有
莫
然 

紫
蟹
黄
花
杯
在
手 

歡
娯
話

舊
越
山
穐 

巳
丑
春
晩 

併
録
舊
作 

為 

精
一

居
士 

拝
山
左
手
」
と
い
う
七
言
絶
句
と
蟹

の
絵
が
描
か
れ
、
須
恵
村
初
代
村
長
の
田
原

精
一
の
た
め
に
明
治
22
年
（
１
８
８
９
）
に

書
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
注
口

に
向
か
っ
て
左
側
に
は
、「
明
治
巳
丑
春
日 

秋
江
写 

鱖
魚
」
と
い
う
書
と
と
も
に
、
鱖け

つ

魚ぎ
ょ

と
い
う
中
国
に
生
息
す
る
魚
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
絵
を
描
い
た
の
は
村む

ら

田た

秋
し
ゅ
う

江こ
う

（
１
８
３
６
～
１
８
９
０
）。
筑
前
で
名
の
知
れ

た
絵
師
で
あ
る
師
・
村
田
東と

う

圃ほ

と
と
も
に
、

須
恵
焼
の
絵
付
け
に
関
わ
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

須
恵
焼
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
上
須
恵

の
地
で
生
産
が
開
始
さ
れ
た
磁
器
で
、
近

世
は
福
岡
藩
の
御
用
窯
と
し
て
栄
え
、
近

代
以
降
も
民
間
で
制
作
が
続
け
ら
れ
ま
し

た
。
拝
山
と
田
原
精
一
の
交
流
の
詳
細
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
他
に
も
齋さ

い

藤と
う

秋
し
ゅ
う

圃ほ

が

絵
付
け
を
施
し
た
須
恵
焼
が
あ
り
、
ま
た
、

町
の
旧
家
に
は
萱か

や

嶋し
ま

秀
し
ゅ
う

山ざ
ん

と
拝
山
の
合
作

の
書
画
が
残
る
な
ど
、
太
宰
府
の
絵
師
た

ち
と
須
恵
の
地
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
こ

と
は
確
か

で
す
。
秋
の

行
楽
に
、
ぜ

ひ
久
我
記
念

館
を
訪
れ
て

み
て
く
だ
さ

い
。

　
　
（
日
野
綾
子
）

久我記念館外観

に
描
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
岩

瀬
村
」
は
福
岡
県
内
だ
と
遠
賀
郡
と
添
田
町

に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
は
っ
き
り
と
し
た
所

在
は
不
明
で
す
が
、
村
を
訪
れ
た
伊
藤
氏
所

蔵
の
作
品
を
見
て
模
写
し
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
木
村
純
也
）

※
「
紫
式
部
図
」
は
太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館

　

  「
太
宰
府
歴
史
ト
ピ
ッ
ク
展
」に
て
展
示
中
で
す
。

　

 （
令
和
６
年
12
月
22
日
ま
で
）　　
　
　

　

平
安
時
代
に
『
源
氏
物
語
』
や
『
紫

式
部
日
記
』
を
残
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
紫
式
部
は
、
後
世
に
知
ら
れ
る

人
物
と
し
て
多
く
の
絵
師
が
そ
の
姿

を
描
い
て
い
ま
す
。
紫
式
部
を
描
い

た
最
古
の
肖
像
と
さ
れ
る
の
が
、
紫

式
部
が
『
源
氏
物
語
』
の
着
想
を
得

た
と
さ
れ
る
石
山
寺(

滋
賀
県
大
津
市)

に
伝
わ
る「
紫
式
部
聖
像
」（
室
町
時
代
）

で
、
机
を
前
に
筆
を
手
に
取
る
紫
式

部
が
左
向
き
に
描
か
れ
ま
す
。
こ
の

構
図
は
紫
式
部
を
描
く
定
型
図
の
一

種
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
絵
師
に
よ

る
同
様
の
構
図
の
紫
式
部
図
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　

齋
藤
家
に
も
こ
の
絵
と
よ
く
似
た

構
図
の
画
稿
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

十じ
ゅ
う

二に

単ひ
と
えと

思
し
き
装
束
を
着
た
紫
式
部
が

筆
を
手
に
取
り
紙
に
何
か
書
こ
う
と
し
て
い

る
様
子
が
見
て
取
れ
ま
す
。
装
束
は
「
朱
」

「
白
」「
ク
ロ
」「
鼠
」
と
色
注
が
あ
り
、
既

存
の
作
品
を
写
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

裏
面
に
は
「
乙
丑
六
月
於
岩
瀬
村
／
伊
藤

氏
蔵
／
兵
六
／
葵
所
蔵
」
と
あ
り
、
齋
藤

秋し
ゅ
う

圃ほ

と
息
子
梅ば

い

圃ほ

の
生
年
か
ら
文
化
２
年

（
１
８
０
５
）
も
し
く
は
慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）

紙本墨画　27.0 ×37.8㎝
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第 24号

　
活
発
な
交
流
が
み
ら
れ
る
吉
嗣
家
の
活
動
に
負
け

　
ず
、
現
代
の
資
料
調
査
も
い
ろ
ん
な
組
織
の
人
と
　

　
交
流
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。（
木
）

　�

暑
い
夏
も
よ
う
や
く
過
ぎ
て
、
心
地
よ
い
秋
に
な

り
ま
し
た
。
窓
を
開
け
て
虫
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、

文
人
趣
味
に
思
い
を
は
せ
る
こ
の
頃
で
す
（
井
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

　

清
・
南
京
金き

ん

陵り
ょ
うの

人
と
い
う
。
字
は
藹
人
。

明
治
９
年(

１
８
７
６)
、
東
本
願
寺
が
上
海

領
事
館
内
に
設
置
し
た
中
国
語
学
校
の
南
京

語
教
師
。
東
本
願
寺
上
海
別
院
に
て
日
本
人

と
交
流
し
た
。

介
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
、
孫
士
希
は
日
本
に
渡
り
、
明
治

17
年
に
は
長
崎
外
国
語
学
校
清
語
学
部
で
清

国
語
の
教
員
を
し
て
い
ま
す
。「
吉よ

し

嗣つ
ぐ

梅ば
い

仙せ
ん

寿じ
ゅ

像ぞ
う

賛さ
ん

」
の
賛
は
明
治
19
年
に
書
か
れ
た
も

の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
孫
士
希
が
長
崎
に
い

た
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

長
崎
時
代
の
孫
士
希
は
中な

か
ば
や
し
ご
ち
く

林
梧
竹
と
も
交
流

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

孫
士
希
の
よ
う
に
文
人
の
中
に
は
官
職
を

得
な
が
ら
書
画
を
嗜
ん
で
い
る
者
が
多
く
い

ま
し
た
。拝
山
も
怪
我
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、

公
職
に
就
き
な
が
ら
絵
筆
を
握
っ
て
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
（
木
本
拓
哉
）

《骨筆題詠》部分
�紙本墨書　巻子装　吉嗣家資料

生
没
年
　
不
明

関
係
者
　
吉
嗣
拝
山

　

吉
嗣
家
資
料
の
中
に
は
清
国
文
人
の
名
も

見
え
、
拝
山
の
交
流
の
幅
の
広
さ
が
窺
え
ま

す
。そ
の
中
に
孫
士
希
な
る
人
物
が
い
ま
す
。

富
が
集
中
し
た
上
海
租そ

界か
い

を
中
心
に
活
動
し
た

海
上
派
文
人
の
一
人
で
す
。

　

孫
士
希
は
明
治
9
年
7
月
19
日
に
東
本
願

寺
が
上
海
領
事
館
内
に
開
い
た
語
学
学
校
の

教
師
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
て
、
同
年
8
月
20

日
の
東
本
願
寺
上
海
別
院
の
開
院
式
に
も
参

加
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
東

本
願
寺
の
僧
侶
岡お

か

崎ざ
き

正
し
ょ
う

鈍ど
ん

が
明
治
11
年
5

月
22
日
に
開
い
た
宴
席
に
は
上
海
県
史
官
と

し
て
出
席
し
て
お
り
、
こ
の
時
は
上
海
県
の

役
人
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
明
治
11
年
5
月
に
拝
山
は
清
国
に
渡
っ
て

お
り
、
孫
士
希
と
の
交
流
は
「
骨こ

っ

筆ぴ
つ

題だ
い

詠え
い

」

や「
吉よ

し

嗣つ
ぐ

拝は
い

山ざ
ん

呈て
い

上
じ
ょ
う

書し
ょ

画が

」か
ら
窺
え
ま
す
。

拝
山
の
清
国
で
の
活
動
の
背
景
に
東
本
願
寺

の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
孫
士
希
と
の
交
流
も
東
本
願
寺
を

編
集
後
記

　

仏
教
用
語
に
「
遠お

ん

塵じ
ん

離り

苦く

」
と
い
う
、
け

が
れ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
煩
悩
か
ら
離
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
文

人
と
い
う
、
あ
る
意
味
俗
世
か
ら
離
れ
詩

書
画
の
世
界
で
活
動
し
よ
う
と
す
る
吉
嗣

家
の
人
々
も
「
遠お

ん

塵じ
ん

離り

苦く

」
の
気
持
ち
で

作
品
を
制
作
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
吉
嗣
家
に
伝
わ
る

「
遠
塵
」
と
刻
ま
れ
た
印
章
で
す
。「
遠
」

は
、
左
側
の
部
首
「
辶
」
が
「
辵
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
使
わ
れ
る
「
辶
」
は

「
辵
」
が
省
略
さ
れ
た
字
形
で
す
。「
塵
」

と
い
う
字
は
、
あ
た
か
も
「
鹿
」
の
角
が

「
山
」
に
突
き
刺
さ
っ
た
よ
う
な
形
状
と

な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に

篆
書
体
文
字
を
ま
と
め
た
書
籍
『
印い

ん

篆て
ん

貫か
ん

珠じ
ゅ

』
に
よ
く
似
た
形
の
字
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
こ
う
し
た
書
籍
を
参
考
に
彫
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
印
章
は
側
面
に
「
其
雲
篆
」
と
刻

ま
れ
て
お
り
、
雨あ

ま

宮み
や

其き

雲う
ん

と
い
う
人
物
が

製
作
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
其

雲
は
、
篆
刻
家
で
あ
り
日
本
の
印
章
学
の

基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
る
中な
か

井い

敬け
い

所し
ょ

の
門

人
の
よ
う
で
す
。
来
歴
等
の
詳
細
は
不
明

で
す
が
、
吉
嗣
家
に
は
同
形
状
の
水
晶
製

の
印
章
が
他
に
２
点
存
在
し
、「
蘇
道
人
」

と
い
う
吉
嗣
拝
山
の
雅
号
を
象
っ
た
印
章

も
あ
る
た
め
、
拝
山
と
親
交
の
あ
る
人
物

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　
　
（
木
村
純
也
）
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