
発表会での体験教室

高 潤生先生による指導

デザインした印章を彫る

篆刻のデザイン画東方篆刻研究会のメンバー

14 ※印の写真は取材先から提供していただきました

篠
原…

篆
刻
と
は
、中
国
を
起
源
と
す
る
印

章
を
彫
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。石
や
木
に
、刀

を
用
い
て
文
字
を
彫
り
、書
物
や
巻
物
の
端

に
押
し
て
自
筆
の
証
明
と
し
て
い
ま
す
。篆
刻

は一般
的
に
、篆
書
や
金
文
と
呼
ば
れ
る
古
代

中
国
の
漢
字
の
書
体
を
彫
り
ま
す
。書
と
彫

刻
が
合
わ
さ
っ
た
工
芸
芸
術
と
し
て
、中
国

で
は
も
ち
ろ
ん
、日
本
で
も
古
く
か
ら
文
人

が
趣
味
で
た
し
な
ん
で
き
ま
し
た
。

篠
原…
私
た
ち
の
研
究
会
は
、中
国
出
身
の

高 

潤
生
先
生
に
指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。本

来
、篆
刻
は
漢
字
を
彫
る
も
の
な
の
で
す
が
、

高
先
生
は
、「
日
本
に
は
美
し
い
か
な
文
字
が

あ
る
の
だ
か
ら
、そ
れ
で
篆
刻
を
し
ま
し
ょ

う
。」と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
の
流

派
に
な
ぞ
ら
え
て
、独
自
に
か
な
文
字
の
形

を
考
案
さ
れ
、辞
書
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。私

た
ち
は
そ
れ
を
お
手
本
に
、篆
刻
を
楽
し
ん

で
い
ま
す
。

篠
原…

か
な
文
字
は
親
し
み
や
す
い
と
、皆

さ
ん
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。展
覧
会
で
発
表

す
る
と
き
も
、初
め
て
篆
刻
に
触
れ
る
方
か

ら
わ
か
り
や
す
い
と
好
評
で
す
。

篠
原…

毎
回
書
体
の
見
本
が
配
ら
れ
、彫
り

方
の
コ
ツ
や
書
体
の
形
を
学
び
ま
す
。高
先

生
が
、自
ら
彫
っ
て
お
手
本
を
見
せ
て
く
だ

さ
る
の
で
、高
度
な
技
術
を
ま
じ
か
で
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。講
座
で
は
、篆
刻
技
術
だ

け
で
な
く
、文
字
が
生
ま
れ
た
背
景
や
歴
史

も
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。そ
れ
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
も
多
い
で
す
よ
。「
も
っ

と
も
っ
と
文
字
で
遊
ん
で
ほ
し
い
。時
代
を
映

し
出
す
よ
う
な
言
葉
や
、身
近
な
言
葉
で
表

現
し
て
ほ
し
い
」と
い
う
の
が
高
先
生
の
想

い
。メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ん
は
、季
節
を
表
す
言

―
―
篆
刻
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、

教
え
て
も
ら
え
ま
す
か
。

―
―
篆
刻
に
は
い
く
つ
か
流
派
が
あ
る
と

聞
い
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
の
研
究
会
は
ど
う
で
す
か
。

葉
や
文
字
、座
右
の
銘
か
ら
好
き
な一文
字

を
選
び
、そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
石
に
刻
ん
で
い

ま
す
。文
字
を
ど
う
並
べ
よ
う
か
と
、デ
サ
イ

ン
を
考
え
る
の
も
楽
し
い
で
す
よ
。

篠
原…

は
い
、現
在
は
、年
３
回
の
ペ
ー
ス
で

展
覧
会
を
開
い
て
い
ま
す
。発
表
の
場
が
多

い
の
で
、皆
さ
ん
張
り
切
っ
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。高
先
生
の
個
展
で
の
発
表
も
含
め
て
、

会
場
で
は
体
験
教
室
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
方
に
篆
刻
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
っ
て

も
ら
い
、私
た
ち
の
仲
間
に
な
っ
て
も
ら
い
た

い
で
す
ね
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。長
い
歴

史
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
篆
刻
を
、日

本
の
美
し
い
か
な
文
字
で
表
し
て
い
る
東

方
篆
刻
研
究
会
。伝
統
の
技
の
継
承
と
、日

本
の
文
化
の
融
合
、そ
し
て
メ
ン
バ
ー
の
自

由
な
発
想
に
よ
る
作
品
で
、篆
刻
を
親
し
み

や
す
い
も
の
と
し
て
広
め
て
い
ま
す
。

―
―
講
座
の
様
子
を
詳
し
く
教
え
て
も
ら

え
ま
す
か
。

―
―
展
覧
会
も
定
期
的
に
開
か
れ
る

そ
う
で
す
ね
。

―
―
型
に
は
ま
ら
な
い
自
由
な

発
想
で
す
ね
。研
究
会
の
皆
さ
ん
の

反
応
は
ど
う
で
す
か
。

て
ん
し
ょ

※

※

※

いま、グループネット

東
方
篆
刻
研
究
会（
伊
勢
）

お問い合わせ

東方篆刻研修会 会長

篠原 龍さん
りゅうしのはら

TEL 0596-21-0900
（いせトピア）

三
重
県
内
で
活
躍
す
る
グ
ル
ー
プ
を
紹
介

す
る「
い
ま
、グ
ル
ー
プ
ネ
ッ
ト
」。今
回
は
、

伊
勢
市
の「
東
方
篆
刻
研
究
会
」を
紹
介

し
ま
す
。
篆
刻
と
は
印
章
を
彫
る
こ
と
で
、

中
国
が
起
源
で
す
。
彫
り
の
技
術
だ
け
で

な
く
文
字
や
篆
刻
の
歴
史
も
含
め
て
学
ん

で
い
ま
す
。

平
成
　
年
ご
ろ
に
、
伊
勢
市
の
市
民
講
座
・
篆
刻
講
座
の
受
講
生
を
中
心
に

発
足
し
た
自
主
サ
ー
ク
ル
で
す
。
従
来
の
漢
字
の
書
体
だ
け
で
は
な
く
、
講

師
の
高 
潤
生
先
生
が
考
え
出
し
た
日
本
人
に
親
し
み
や
す
い
「
か
な
篆
刻
」

を
学
ん
で
い
ま
す
。
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