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伊
達
政
宗
の
印
章

　
　�

小
原　

友
菜

は
じ
め
に

印
判
状
と
は
花
押
の
代
わ
り
に
印
章
を
捺
し
た
書
状
の
こ
と
を
指
し
、

戦
国
時
代
に
普
及
し
た
。
当
時
印
章
を
印
判
と
称
し
た
こ
と
か
ら
印
判
状

と
い
い
、
西
国
と
東
国
で
は
東
国
の
方
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
本
研

究
で
は
、
先
行
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
新
た
な
考
察
を
行
い
、
伊
達
政
宗

の
印
章
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
も
の
で�

あ
る
。

今
回
の
考
察
は
、
伊
達
政
宗
の
印
章
そ
の
も
の
に
限
定
し
、
考
え
を
述

べ
て
い
き
た
い
。
特
に
荻
野
三
七
彦
『
印
章
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六

六
年　

以
下
同
じ
）
は
伊
達
政
宗
の
印
章
に
関
す
る
「
香
炉
型
は
東
北
特

有
で
あ
り
、
東
北
の
香
炉
は
縄
文
土
器
を
連
想
す
る
も
の
で
あ
る
」ⅰ
と

い
っ
た
主
張
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
し
、
そ
の
形
や
類
似

し
た
形
状
を
持
つ
印
章
群
か
ら
そ
れ
ら
が
日
宋
貿
易
で
輸
入
し
た
青
銅
器

あ
る
い
は
陶
器
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
、
源
流
が
足
利
政
権
初
期
に
あ
る

と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、
伊
達
政
宗
の
印
章
、
印
文
不
明
と

な
っ
て
い
る
黒
印
の
印
文
に
つ
い
て
、
新
た
な
見
解
を
示
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

Ⅰ
印
章
の
歴
史

印
章
を
考
え
て
い
く
上
で
、
印
章
が
ど
の
よ
う
な
役
割
で
使
用
さ
れ
て

き
た
か
と
い
う
の
は
、
最
も
重
要
な
研
究
の
下
地
で
あ
る
。
伊
達
政
宗
の

印
章
を
考
察
し
て
い
く
前
に
印
章
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
性
質
で
誕

生
し
、
変
遷
し
て
き
た
か
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
本
節
で
は
、
印
章
の
歴

史
を
古
代
の
発
端
ま
で
遡
っ
て
整
理
を
行
い
た
い
と
思
う
。
ま
た
日
本
の

文
書
で
印
章
よ
り
多
用
さ
れ
て
い
た
の
が
、
花
押
で
あ
る
。
印
章
を
研
究

し
て
い
く
う
え
で
、
花
押
の
存
在
を
蔑
ろ
に
は
で
き
な
い
。
両
方
を
比
較

し
、
そ
の
機
能
に
触
れ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
印
章
だ
が
、
古
代
中
国
で
紙
普
及
以
前
か
ら
存
在
し
使
用
さ
れ
て

い
た
。
当
時
の
印
の
使
用
方
法
は
封
泥
と
し
て
で
あ
り
、
封
蝋
と
同
様
な

方
法
で
中
国
古
代
の
文
書
類
あ
る
い
は
貴
重
品
を
封
緘
す
る
た
め
に
木
簡

の
文
字
面
を
合
わ
せ
紐
で
く
く
り
、
溝
が
穿
た
れ
粘
土
を
も
っ
て
印
を
捺

し
て
封
じ
た
。
印
は
最
初
紙
で
は
な
く
、
木
簡
を
並
べ
て
絹
や
麻
の
よ
り

糸
で
綴
っ
た
文
書
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
紙
は
中
国
後
漢
に
は
普
及
し
て

使
用
さ
れ
て
お
り
、
木
簡
か
ら
紙
面
に
変
遷
す
る
過
程
で
封
泥
に
使
用
し

て
い
た
印
章
も
変
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
封
泥
を
捺
し
て
い
た
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粘
土
は
立
体
的
で
あ
っ
た
が
、
紙
面
は
平
面
的
で
あ
る
の
で
、
封
泥
の
印

を
そ
の
ま
ま
捺
す
の
は
適
当
で
は
な
い
の
で
紙
面
用
の
印
章
が
生
ま
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
先
行
研
究
上
で
の
認
識
ⅱ

で
は
あ
る
が
、
封

泥
に
使
わ
れ
て
い
た
印
と
そ
の
後
使
用
さ
れ
た
紙
面
用
の
印
は
見
た
目
か

ら
で
は
そ
の
差
異
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
木
簡
自
体
も
そ
の
後
の
時

代
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
、
紙
の
普
及
後
も
併
用
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
確
に
封
泥
用
の
印
章
と
紙
面
用
の
印
章

が
違
う
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

日
本
は
黒
田
家
金
印
、
所
謂
「
漢
委
奴
国
王
印
」
も
古
代
中
国
と
同
様

封
泥
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に
次
ぐ
印
章
は
、
続
日
本
書

紀
に
そ
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

九
月
癸
巳
朔
辛
丑
、
遣
班
田
大
夫
等
於
四
畿
內
。
丙
午
、
神
祇
官

奏
上
神
寶
書
四
卷
・
鑰
九
箇
・
木
印
一
箇
。

し
か
し
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
現
存
し
て
お
ら
ず
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
日
本
の
印
章
の
使
用
例
は
大
宝
令
の
制
定
に
よ
っ
て
始
ま
る
の

で
あ
る
。

内
印
・
外
印
の
時
代
に
は
公
式
令
に
印
章
の
使
用
法
が
規
定
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
印
章
は
文
書
の
文
面
に
記
さ
れ
た
状
、
物
数
、
年
月
日
、

官
吏
の
署
名
、
紙
の
継
ぎ
目
、
時
刻
を
記
し
た
と
こ
ろ
す
べ
て
に
捺
印
す

る
よ
う
に
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
「
押
縫
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
頃
、

文
書
の
改
ざ
ん
や
紛
失
を
防
ぐ
た
め
に
印
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
印
は
全
て
方
印
で
あ
る
。

私
印
の
発
生
は
奈
良
朝
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
７
５
８
年
）

八
月
二
十
四
日
の
条
に
藤
原
仲
麻
呂
が
大
保
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
に
「
恵

美
家
印
」
を
使
用
す
る
こ
と
を
天
皇
が
認
め
た
と
い
う
の
が
み
え
る
。
現

存
す
る
こ
の
頃
の
私
印
は
八
通
で
、「
恵
美
印
」
で
出
さ
れ
た
最
初
の
文

書
が
天
平
宝
字
三
年
に
な
る
の
で
、
天
平
宝
字
二
年
八
月
に
印
の
使
用
が

認
め
ら
れ
て
か
ら
か
な
り
早
く
こ
の
印
で
文
書
を
発
給
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
荻
野
三
七
彦
ⅲ

は
、「
急
速
な
流
行
」「
元
々
内
々

で
は
使
用
さ
れ
て
い
た
」、
と
い
う
二
説
を
挙
げ
て
か
ら
律
令
国
家
で
は

「
詐
偽
律
」
に
よ
り
「
内
印
の
偽
造
者
は
絞
」「
官
文
書
の
印
を
偽
装
す
る

も
の
は
流
二
千
里
、
余
印
は
徒
一
里
」
と
印
に
関
す
る
法
律
は
厳
重
だ
っ

た
と
し
、
私
印
の
発
生
は
文
献
の
指
す
通
り
天
平
宝
二
年
八
月
以
後
と
定

義
付
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
古
い
印
を
「
大
和
古
印
」
と
い
う
が
、
令
制
を
基
準
に
成
立

さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
た
が
律
令
制
の
衰
退
と
と
も
に
こ
れ
ら
古
印
は
次

第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。

そ
の
後
武
家
政
権
が
取
り
扱
っ
た
文
武
家
文
書
に
は
、
印
章
は
見
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
足
利
幕
府
で
も
原
則
的
に
は

印
の
使
用
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
印
章
は
そ
の
の
ち
宋
か
ら
の

影
響
を
受
け
、
室
町
に
ま
た
日
本
の
文
書
の
中
で
息
を
吹
き
返
し
、
戦
国

時
代
の
文
書
に
至
る
と
印
判
状
が
出
現
し
、
東
国
の
大
名
を
中
心
に
増
加

し
た
。

Ⅱ
花
押
と
印
章

花
押
は
初
期
の
頃
、
自
署
の
代
用
物
で
あ
っ
た
。
実
名
か
花
押
か
ど
ち

ら
か
で
よ
く
、
連
記
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
花
押
で
相
互
に
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認
識
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
だ
。

花
押
だ
け
で
、
署
名
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
く
る
と
、

実
名
と
花
押
を
連
記
す
る
署
名
法
が
確
立
さ
れ
た
。
関
東
下
知
状
、
御
教

書
等
は
官
途
名
と
花
押
を
両
方
記
し
て
い
る
。

そ
の
後
同
族
集
団
・
主
従
集
団
な
ど
集
団
構
成
員
内
で
類
似
し
た
形
の

花
押
が
使
用
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
武
家
花
押
は
、
父
祖
や
主
君
の
花
押

を
ま
ね
る
風
習
と
な
り
、
ま
た
政
治
的
権
威
の
花
押
を
ま
ね
る
風
習
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。
そ
の
最
も
た
る
例
が
足
利
様
の
流
行
で
あ
ろ
う
。

こ
の
頃
に
な
る
と
花
押
は
本
人
の
自
署
の
代
用
と
し
て
の
目
的
を
消
し
、

本
人
の
証
明
で
あ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
こ
の
時
代

の
文
書
の
審
議
鑑
定
の
手
段
と
し
て
も
花
押
の
対
比
照
合
が
重
視
さ
れ�

た
。
ⅳ

請
取
状
の
如
く
同
種
の
文
書
を
一
気
に
多
数
発
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

花
押
も
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
形
を
変
化
さ
せ
る
。
版
刻
さ
れ
た
花
押

が
こ
こ
で
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
版
刻
の
花
押
が
誕
生
し
た
か
と
い
う
話
に
は
、
二
つ
の
説
が
存
在

す
る
。
ひ
と
つ
は
牒
の
よ
う
な
文
書
版
刻
風
を
指
摘
す
る
説
と
も
う
一
説

は
中
国
の
個
人
印
ま
た
は
花
押
印
の
影
響
を
考
え
る
説
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
佐
藤
進
一
ⅴ

は　

「
宋
元
よ
り
渡
来
の
禅
僧
や
宋
元
に
渡
っ
て
帰
国
し
た
わ
が
禅
僧

ら
に
よ
っ
て
、
彼
地
の
個
人
印
使
用
の
風
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、

そ
の
影
響
の
下
に
俗
人
も
個
人
印
を
用
い
、
や
が
て
は
そ
れ
を
花
押

の
代
用
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
印
章
史
の
上
で
ほ

ぼ
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
花
押
型
の
出
現
を
中
国
の
影

響
と
み
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。」

と
述
べ
て
お
り
、
花
押
と
印
章
の
接
近
を
指
摘
し
て
い
る
。
印
章
は
律

令
制
の
衰
退
か
ら
一
度
姿
を
消
し
、
ま
た
日
宋
貿
易
の
隆
盛
と
と
も
に
大

和
古
印
と
は
そ
の
役
割
を
変
化
さ
せ
、
ま
た
文
書
の
中
に
出
現
し
た
。

同
じ
よ
う
に
文
書
に
使
用
さ
れ
た
花
押
と
印
章
だ
が
、
こ
の
二
つ
に
は

優
劣
が
存
在
し
、
明
治
を
迎
え
る
ま
で
、
日
本
で
は
、
印
章
よ
り
花
押
の

ほ
う
が
重
ん
じ
ら
れ
厚
礼
で
あ
っ
た
。

Ⅲ
伊
達
政
宗
の
印
章

伊
達
家
は
十
六
世
紀
中
期
の
十
四
代
目
伊
達
稙
宗
が
香
炉
型
印
を
花
押

の
代
わ
り
に
使
用
し
始
め
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
十
七
代
目
の
伊
達
政

宗
も
香
炉
型
の
印
章
（
図
１
）
を
使
用
し
て
い
る
。
印
文
「
桐
盛
傳
」
で

あ
る
。
こ
の
香
炉
型
の
印
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
東
北
特
有
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
が
存
在
す
る
。
は
じ
め
に
で
述
べ
た
荻
野
三
七
彦
説

で
あ
る
。
香
炉
型
の
印
判
は
東
北
大
名
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も

印
判
自
体
が
東
国
の
大
名
が
多
く
使
用
し
て
い
た
、
と
い
う
前
提
が
あ
る

の
で
、
そ
の
東
国
の
中
で
も
東
北
大
名
が
多
く
こ
れ
ら
の
形
の
印
が
多
く

そ
の
形
に
印
章
を
作
り
、
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

荻
野
三
七
彦
は
先
行
研
究
ⅵ

の
な
か
で

「
こ
の
天
正
末
期
の
印
は
す
こ
ぶ
る
変
形
的
で
あ
り
、そ
れ
は
亀
ヶ

岡
式
縄
文
土
器
を
連
想
す
る
よ
う
な
形
態
の
印
で
あ
っ
て
（
中
略
）
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形
態
上
か
ら
東
北
地
方
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ

で
注
意
さ
れ
る
印
章
は
隣
国
の
出
羽
山
形
城
主
最
上
義
光
の
印
章
で

あ
っ
て
、
香
炉
型
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
意
匠
的
に
東
北
特
有
の
地

方
色
が
濃
厚
に
あ
っ
て
、
政
宗
と
の
関
係
も
深
く
従
っ
て
政
宗
印
と

も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。」（
図
１
）

「
印
章
と
花
押
」
よ
り
他
の
香
炉
型
だ
と
判
断
で
き
る
印
判
を
蒐
集
し
、

整
理
し
て
比
較
し
て
見
て
み
て
も
た
し
か
に
東
北
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の

の
、
関
東
や
他
地
方
に
も
そ
の
形
を
持
っ
た
印
判
は
み
る
事
が
で
き
、
地

方
色
と
し
て
の
特
長
と
は
言
い
が
た
く
、
香
炉
型
印
判
の
源
流
は
足
利
氏

に
み
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
い
。
こ
こ
で
、
花
押
の
話
に
戻
る
が
、
武
家
花

押
が
父
祖
や
主
君
の
も
の
を
真
似
る
風
習
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
と
同
じ
よ

う
に
印
判
も
そ
う
い
っ
た
武
家
の
つ
な
が
り
の
中
で
派
生
し
広
が
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
印
判
は
子
が
親
か
ら
で
襲
用
す
る
例
は
、
上
杉
謙
信

が
使
用
し
て
い
た
印
章
を
景
勝
が
使
用
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
枚
挙

に
暇
が
な
く
見
ら
れ
る
。
香
炉
型
の
印
も
元
は
足
利
義
満
が
使
用
し
始
め

た
も
の
を
真
似
る
形
で
伝
播
し
、
最
終
的
に
東
北
に
多
く
見
ら
れ
た
だ
け

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
伊
達
家
は
上
杉
家
か
ら
竹
に
雀
の
家
紋
を
伊

達
実
元
の
上
杉
家
養
子
入
り
の
際
の
引
き
出
物
と
し
て
譲
ら
れ
、
そ
の
養

子
入
り
が
天
文
の
乱
で
立
ち
消
え
に
な
っ
た
あ
と
も
使
用
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
影
響
力
は
明
ら
か
で
あ
る
。
上
杉
家
は
藤

原
南
家
の
支
族
の
勧
修
寺
の
出
身
で
あ
る
の
で
、
関
東
か
ら
発
生
し
た
そ

の
形
状
が
伝
播
さ
れ
て
き
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
香
炉
型

の
印
判
の
意
匠
に
つ
い
て
だ
が
、
荻
野
三
七
彦
は
伊
達
政
宗
の
天
正
期
の

図
１

伊
達
政
宗　

印
文
「
桐
盛
傳
」

『
仙
台
市
史
』
資
料
編
十
一　

伊
達
政
宗
文
書
２

最
上
義
光

『
書
の
日
本
史
〈
第
９
巻
〉
古
文
書
入
門　

花
押
・
印
章
総
覧
・
総
索
引
』

　

一
九
七
六
年　

平
凡
社
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香
炉
印
判
を
「
亀
ヶ
岡
式
縄
文
土
器
を
連
想
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
と

こ
こ
で
先
行
研
究
を
批
判
的
に
再
検
討
す
る
に
あ
た
り
実
際
は
ど
こ
か
ら

香
炉
型
の
意
匠
が
発
生
し
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に

亀
ヶ
岡
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
は
独
特
な
入
組
文
様
が
描
か
れ
、
そ
う

い
っ
た
面
で
は
最
上
の
印
章
な
ど
は
そ
う
い
っ
た
趣
向
が
似
て
い
る
と
言

わ
れ
れ
ば
、
そ
う
と
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
が
、
し
か
し

印
章
が
再
び
古
文
書
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
宋
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
い
る
事
実
は
、
先
行
研
究
で
も
明
ら
か
な
部
分
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
亀
ヶ
岡
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
の
が
元
和
８
年
（
１
６
２
２
年
）
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
香
炉
型
も
し
く
は
鼎
型
と
呼
ば
れ
る
印
章
が
宋
か
ら
の
輸

入
品
で
あ
っ
た
青
銅
器
や
陶
器
か
ら
形
を
模
し
て
印
章
が
作
ら
れ
た
と
い

う
の
は
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
青
銅
器
お
よ
び
陶
器

と
こ
れ
ら
香
炉
型
の
印
を
比
較
し
て
み
る
。

東
北
の
大
名
と
と
も
に
、
東
北
以
外
の
香
炉
型
の
印
章
も
併
せ
て
見
て

い
く
と
、
足
利
義
満
の
印
章
に
香
炉
型
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
花
押
の

際
の
足
利
様
同
様
に
こ
の
形
が
広
が
る
に
至
っ
た
の
は
足
利
家
か
ら
だ
と

み
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
形
は
足
を
三
本
持
ち
、
伊
達
政
宗
の
印
章
と

は
異
な
る
が
、
形
状
が
一
致
し
て
い
る
も
の
が
存
在
す
る
。
ま
た
そ
の
ほ

か
の
所
謂
鼎
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
鼎
型
と
は
い
っ
て
も
様
々
な
形
を
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
似
た
青
銅
器
ま
た
は
陶
器
が
見
受
け
ら
れ
た
。

（
図
２
）

中
国
の
青
銅
器
は
商
周
時
代
に
「
彝い

器き

」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

彝
器
は
支
配
階
級
の
専
用
の
礼
器
で
あ
り
そ
の
階
級
に
よ
り
使
用
で
き
る

彝
器
も
異
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
今
回
、
印
章
と
の
比
較
に
使
用
し
た
彝
器

図
２　

足
利
義
満

「
天
山
」　

『
書
の
日
本
史
〈
第
９
巻
〉
古
文
書
入
門　

花
押
・
印
章
総
覧
・
総
索
引
』�

一
九
七
六
年　

平
凡
社

李
学
勤
、
松
村
道
雄
「
中
国
美
術
大
全
集
４　

工
芸
編
青
銅
器
１
」
一
九
九

六
年　

株
式
会
社
京
都
書
院
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の
簡
単
な
役
割
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

・
爵　

中
国
古
代
の
温
酒
器
。
先
の
鋭
い
三
本
足

を
も
つ
。
注
ぎ
口
が
あ
る
。
酒
を
暖
め
て

注
ぐ
も
の

・
斝　

中
国
古
代
の
温
酒
器
。
三
足
に
丸
い
口
縁

に
は�

1
対
の
柱
が
つ
く
。
酒
の
燗
を
す

る
た
め
の
大
型
の
器

・
鼎　

古
代
中
国
で
食
物
を
煮
る
の
に
用
い
た
金

属
の
器
。
肉
を
煮
る
も
の

・
簋　

古
代
中
国
で
穀
物
を
盛
る
の
に
用
い
た
容

器
。
台
座
付
き
の
円
形
の
形
を
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
煮
炊
き
の
他
に
古
代
中
国
の
祭
器

で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
存
在
す
る
。
も
と
も
と
、

印
章
は
、
花
押
の
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
る
以
前
、
古

代
中
国
で
封
泥
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
や
、

先
で
ま
と
め
た
先
行
研
究
に
続
日
本
書
紀
に
記
述
が

見
ら
れ
た
だ
け
の
印
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

儀
礼
用
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
た
め
、
印
の
古

来
か
ら
の
流
れ
が
祭
器
を
模
す
と
い
っ
た
行
為
に

な
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
意
匠
が
縄
文
土
器
を
連
想

さ
せ
る
か
否
は
、
伊
達
政
宗
の
印
章
が
後
期
に
な
る

に
つ
れ
豪
華
に
な
っ
て
い
く
の
と
同
様
、
権
威
の
主

図
２　

上
杉
輝
虎　

印
文
不
明

『
書
の
日
本
史
〈
第
９
巻
〉
古
文
書
入
門　

花
押
・
印
章
総
覧
・
総
索
引
』�

一
九
七

六
年　

平
凡
社

李
学
勤
、
松
村
道
雄
「
中
国
美
術
大
全
集

４　

工
芸
編
青
銅
器
１
」
一
九
九
六
年

　

株
式
会
社
京
都
書
院

図
２　

朝
倉
義
景　

「
庸
察
監
」

『
書
の
日
本
史
〈
第
９
巻
〉
古
文
書
入
門　

花
押
・
印
章
総
覧
・
総
索
引
』�

一
九
七

六
年　

平
凡
社

李
学
勤
、
松
村
道
雄
「
中
国
美
術
大
全
集

２　

工
芸
編
陶
磁
２
」
一
九
九
六
年　

株
式
会
社
京
都
書
院



―��27��―

研究所紀要 7号　小原　三校

が
、
時
代
が
進
む
と
次
第
に
名
を
刻
ん
だ
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人

物
の
理
想
や
好
き
な
言
葉
な
ど
を
印
に
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

上
杉
謙
信
が
使
用
し
た
「
寶
在
心
」
の
印
章
は
「
上
杉
謙
信
公
家
訓
十
六

ケ
条
」
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
し
、
伊
達
政
宗
は
「
龍
納
」
の
印
の
あ
る

よ
う
に
龍
の
文
字
を
入
れ
た
印
章
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
例
が
あ
る
よ
う

に
、
印
文
不
明
の
こ
の
印
も
ま
た
伊
達
政
宗
の
名
を
表
し
た
も
の
で
は
な

い
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
印
は
ど
う
い
っ
た
発
給
文
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る

か
と
い
え
ば
、
代
物
渡
方
黒
判
状
で
花
押
を
署
し
た
下
に
こ
の
印
を
押
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
う
ち
五
通
は
政
宗
の
署
名
が
成
さ
れ
て
い
る
。
発
給

時
期
も
慶
長
五
年
か
ら
六
年
と
固
ま
っ
て
お
り
、
年
未
詳
も
あ
れ
ど
、
お

そ
ら
く
同
時
期
に
発
給
さ
れ
た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
充
書
も
共
通
し
て

張
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

彝い

器き

と
は
い
っ
て
も
足
利
印
は
爵
の
形
象
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
禅
僧
ら
に
よ
っ
て
印
判
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
数

あ
る
青
銅
器
の
中
で
も
祭
器
の
役
割
を
持
っ
た
青
銅
器
を
模
し
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

日
宋
貿
易
に
よ
り
中
国
の
陶
器
や
青
銅
器
が
多
く
日
本
に
入
っ
て
き
た

こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
形
と
比
較
す
る
と
形
を
持
つ

印
章
と
類
似
し
て
い
る
も
の
が
確
認
で
き
る
。
鼎
型
や
香
炉
型
と
呼
ば
れ

て
き
た
彝
器
を
模
し
た
印
が
こ
う
し
た
も
の
を
象
り
、
源
流
を
足
利
氏
と

し
て
、
伝
播
し
上
杉
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
杉
為
景
が
こ
の
変
形
印

だ
が
、
残
る
文
書
に
は
年
号
が
な
く
、
道
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
晩
年
に
使

用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
時
代
的
に
順
を
追
う
と
上
杉
為
景
、
伊
達
稙
宗

の
印
章
は
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
な
唐
物
を
模
し
た
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、

最
上
義
光
の
印
章
の
形
状
に
繋
が
る
流
れ
が
存
在
す
る
。
伊
達
晴
宗
の
印

章
は
さ
ら
に
上
杉
為
景
の
印
章
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
家
同
士

で
の
影
響
が
見
て
取
れ
、
そ
れ
ら
が
伊
達
政
宗
の
彝
器
型
印
に
繋
が
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
印
は
東
北
特
有
と
い
う
よ
り
も
、

大
名
同
士
の
関
係
性
の
ほ
う
が
強
く
こ
の
よ
う
な
印
が
一
地
方
に
よ
く
見

ら
れ
た
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

Ⅳ
伊
達
政
宗
の
印
文
不
明
黒
印
に
つ
い
て

伊
達
政
宗
の
印
文
不
明
黒
印
の
印
文
に
つ
い
て
新
た
な
考
察
を
行
う
ⅶ

。

こ
の
印
章
は
印
文
が
不
明
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。（
図
３
）

印
章
は
最
初
自
署
の
代
用
と
い
う
点
か
ら
名
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た

図
３

伊
達
政
宗　

印
文
不
明

『
仙
台
市
史
』
資
料
編
十
一　

伊
達
政
宗
文
書
２
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い
る
。

篆
字
が
装
飾
さ
れ
す
ぎ
て
い
て
、
印
文
の
篆
刻
も
確
実
に
こ
れ
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
が
、お
そ
ら
く
は
一
字
の
漢
字
で
あ
る
と
仮
定
し
て
「
𠂤
」

の
字
で
は
な
い
か
と
推
測
を
つ
け
、
字
を
比
較
し
た
。「
𠂤
」
の
篆
刻
に

類
似
し
て
い
る
が
、「
𠂤
」
の
字
に
し
て
は
下
に
ひ
と
つ
コ
の
字
が
多
く
、

右
側
に
一
本
多
い
。
右
側
に
突
き
出
た
一
本
は
お
そ
ら
く
装
飾
で
そ
う
し

て
い
る
と
し
て
も
、
コ
の
字
の
下
に
入
っ
た
縦
の
画
が
余
分
に
あ
る
。

次
に
「
臣
」
の
字
を
比
較
し
て
み
た
が
、
ノ
部
で
あ
ろ
う
上
の
は
ら
い

の
部
分
と
は
一
致
し
な
い
。
さ
ら
に
は
「
房
」
の
字
も
似
て
い
る
。
比
べ

た
中
で
は
篆
刻
の
形
的
は
お
そ
ら
く
一
番
「
房
」
の
形
が
類
似
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
こ
に
漢
字
の
意
味
も
付
随
さ
れ
て
考
え
て

み
る
。
伊
達
政
宗
が
命
令
系
の
文
書
に
「
臣
」
の
字
を
使
用
す
る
と
は
考

え
に
く
い
。
ま
た
部
屋
な
ど
を
示
す「
房
」よ
り
も
人
や
物
が
集
ま
る「
𠂤
」

の
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
ら
発
給
文
書
が
何
故

こ
の
慶
長
５
、
６
年
に
集
中
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
小
林
清
治
が
、

「
あ
た
か
も
、
関
ヶ
原
合
戦
直
後
、
六
年
四
月
半
ば
ま
で
は
北
目

城
を
根
拠
に
、
以
後
は
新
城
に
移
っ
て
、
仙
台
城
お
よ
び
に
城
下
の

創
設
に
政
宗
が
繁
忙
を
極
め
た
時
期
に
あ
た
る
。」
ⅷ

と
こ
の
印
判
状
の
出
さ
れ
た
経
緯
を
推
察
し
て
い
る
こ
と
か
ら
部
屋
な

ど
を
意
味
す
る
「
房
」
に
創
設
の
意
思
を
込
め
て
使
用
し
て
可
能
性
が
あ

る
と
感
じ
た
。
形
状
も
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
房
」
も
篆
刻
を
装
飾

し
た
も
の
と
い
う
の
が
こ
の
印
文
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
が
、
な
お
考

察
の
余
地
は
あ
り
、
今
後
と
も
印
文
に
つ
い
て
は
、
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

今
回
は
伊
達
政
宗
の
印
章
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
発
給
さ
れ
た
印
判

状
を
考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
印
章
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ

の
結
果
、
印
章
は
唐
物
を
模
し
た
香
炉
型
の
伝
播
で
み
る
よ
う
に
大
名
同

士
で
の
影
響
力
が
伺
え
た
。
印
文
不
明
の
篆
刻
に
つ
い
て
は
ま
だ
考
察
の

余
地
が
多
分
に
あ
る
の
で
、
今
後
も
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。

今
後
の
展
望
と
し
て
、
印
章
そ
の
も
の
か
ら
、
印
章
が
使
用
さ
れ
た
印

判
状
に
つ
い
て
、
伊
達
政
宗
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
機
能
と
の
関
連
を
中

心
と
し
て
み
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
香
炉
印
で
も
触
れ
た
上
杉
と

の
関
係
性
を
鑑
み
て
、
両
者
の
印
判
状
を
比
較
す
る
こ
と
で
伊
達
政
宗
の

印
判
状
に
つ
い
て
ど
う
い
っ
た
機
能
を
有
し
て
い
た
か
、
さ
ら
に
は
伊
達

政
宗
が
慶
長
使
節
団
の
際
、
発
給
し
た
ロ
ー
マ
教
皇
宛
て
朱
印
状
に
捺
さ

れ
た
印
章
と
と
も
に
例
外
的
な
そ
れ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

参
考
資
料

『
仙
台
市
史
』　

伊
達
政
宗
文
書

李
学
勤
、
松
村
道
雄
「
中
国
美
術
大
全
集
４　

工
芸
編
青
銅
器
１
」
一
九
九
六

年　

株
式
会
社
京
都
書
院
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李
学
勤
、
松
村
道
雄
「
中
国
美
術
大
全
集
１　

工
芸
編
陶
器
１
」
一
九
九
六
年

　

株
式
会
社
京
都
書
院

李
学
勤
、
松
村
道
雄
「
中
国
美
術
大
全
集
１　

工
芸
編
陶
器
２
」
一
九
九
六
年

　

株
式
会
社
京
都
書
院

『
書
の
日
本
史
〈
第
９
巻
〉
古
文
書
入
門　

花
押
・
印
章
総
覧
・
総
索
引
』�

一

九
七
六
年　

平
凡
社

参
考
文
献

佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版　

一
九
九
七
年

佐
藤
進
一
『
花
押
を
読
む
』
平
凡
社　

一
九
八
八
年

神
野
雄
二
『
日
本
印
史
と
そ
の
特
色
』
国
語
国
文
研
究
と
教
育　

二
〇
一
〇
年

荻
野
三
七
彦
『
印
章
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
六
年

山
室
恭
子
『
中
世
の
中
に
生
ま
れ
た
近
世
』　

株
式
会
社
講
談
社　

二
〇
一
三
年

相
田
二
郎
『
戦
国
大
名
の
印
章
―
印
判
状
の
研
究
』
名
著
出
版　

一
九
七
六
年

青
山
杉
雨
監
修
『
篆
刻
字
典
』
東
方
書
店　

一
九
九
三
年　

奈
良
国
立
博
物
館
『
坂
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　
中
国
古
代
青
銅
器
』
二
〇
〇
二
年　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

ⅰ　

荻
野
三
七
彦
『
印
章
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
六
年

ⅱ　

同

ⅲ　

同

ⅳ　

佐
藤
進
一
『
花
押
を
読
む
』
平
凡
社　

一
九
八
八
年

ⅴ　

同

ⅵ　

荻
野
三
七
彦
『
印
章
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
六
年

ⅶ　

本
学
教
授
廣
瀬
裕
之
先
生
の
ご
教
示
に
よ
る
。

ⅷ　

小
林
清
治
「
伊
達
政
宗
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
八
年


