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『
銅
人
経
』「
裏
打
紙
文
書
」の
史
料
的
価
値

―
明
朝
と
日
常
業
務
―

　
「
中
国
史
」は
、
若
者
に
人
気
が
あ
る
の
か
。
地
方

大
学
に
奉
職
す
る
執
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
の
問
い
か

け
の
答
え
を
直
接
実
感
す
る
機
会
は
、
新
入
生
に
よ

る
研
究
室
訪
問
の
イ
ベ
ン
ト
と
、
高
校
生
が
雲
霞
の

如
く
押
し
寄
せ
る
夏
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ

る
。
今
年
の
４
月
も
、
つ
い
先
日
ま
で
高
校
生
で
あ

っ
た
多
く
の
新
入
生
が
、
勤
務
先
の
東
洋
史
研
究
室

を
訪
問
し
て
く
れ
た
。
ほ
と
ん
ど
訪
問
者
が
い
な
か

っ
た
と
ぼ
や
く
同
僚
や
、
研
究
室
の
外
ま
で
長
蛇
の

列
が
で
き
、
疲
労
困
憊
し
て
い
る
教
員
が
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
ほ
ど
ほ
ど
の
人
気
と
い
う
答
え
と
な

ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
彼
・
彼
女
た
ち
は「
中
国
史
」の
ど
の

よ
う
な
事
象
に
興
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
た
ず
ね
る
と
、『
キ
ン
グ
ダ
ム
』『
パ
リ
ピ
孔
明
』『
薬

屋
の
ひ
と
り
ご
と
』と
い
っ
た
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
名

を
答
え
る
も
の
が
過
半
で
あ
っ
た
。
浅
田
次
郎『
蒼

穹
の
昴
』や
ゲ
ー
ム『
三
国
志
』と
い
う
回
答
は
こ
の

と
こ
ろ
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、
一
方
で「
司
馬
遼
太

郎『
項
羽
と
劉
邦
』で
す
」と
、
目
を
輝
か
せ
な
が
ら

答
え
た
学
生
が
い
た
の
が
、今
年
の
印
象
に
残
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
彼
・
彼
女
ら
に
と
っ
て
身

近
な「
中
国
史
」と
は
、
英
雄
や
リ
ー
ダ
ー
達
が
常
に

肉
体
と
知
能
の
極
限
を
競
い
あ
っ
た
り
、
権
謀
術
数

の
限
り
を
尽
く
し
て
渡
り
合
っ
た
り
す
る
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
非
日
常
性
が
人
の
興

味
と
関
心
を
か
き
立
て
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

確
か
に「
中
国
史
」は
そ
の
手
の
宝
庫
で
あ
る
。
た

だ
本
文
庫
が
所
蔵
す
る『
銅ど

う

人じ
ん

腧し
ゅ

穴け
つ

鍼し
ん

灸き
ゅ
う

図ず

経け
い

』（
以

下
、『
銅
人
経
』）が
関
わ
る
明
朝（
一
三
六
八
―
一
六

四
四
）を
と
っ
て
み
て
も
、そ
の
よ
う
な
事
象
は
時
代

の
一
側
面
で
あ
り
、大
方
の
平
和
な
日
常
は
、全
く
別

の
顔
つ
き
を
し
て
い
る
。

明
朝
と
文
書
主
義
に
よ
る
業
務
の
遂
行

　

す
で
に
、『
蓬
左
』一
〇
五
号
、一
〇
八
号
な
ど
に
お

い
て
、井
上
、猪
俣
か
ら
詳
細
な
紹
介
が
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、『
銅
人
経
』に
は
裏
打
紙
と
し
て
明
朝
万
暦

（
一
五
七
三
―
一
六
二
〇
）年
間
後
半
の
行
政
文
書
が

利
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、こ
の「
裏
打
紙
文
書
」が
、

な
ぜ
貴
重
な
の
か
、
ど
う
い
う
点
で
歴
史
研
究
に
有

用
な
の
か
を
紹
介
し
た
い
。

　

明
朝
は
、皇
帝
が
君
臨
し
、手
足
と
な
る
官
僚
機
構

を
使
っ
て
広
い
国
土
と
膨
大
な
人
民
を
統
治
し
た
中

央
集
権
的
官
僚
制
国
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歴
代
中

国
王
朝
に
共
通
す
る
よ
う
に
、
行
政
を
運
営
す
る
上

で
必
要
な
事
柄
は
、
し
か
る
べ
き
相
手
と
文
書
を
使

っ
て
や
り
と
り
し
、
残
す
べ
き
実
績
は
文
書
に
記
録

し
て
保
存
し
た
。
ま
た
そ
の
運
営
の
過
程
で
、
依
る

べ
き
法
律
や
先
例
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
記
録

の
中
か
ら
引
用
し
て
新
た
な
意
志
決
定
の
根
拠
と
す

る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
主
義
こ
そ
が

行
政
運
営
の
基
本
的
な
方
針
・
手
続
き
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

文
書
主
義
は
、
国
家
の
根
本
法
典
で
あ
る「
律
」を

補
う「
条
例
」の
制
定
と
い
っ
た
大
事
の
手
続
き
の

み
な
ら
ず
、
日
常
的
な
細
々
と
し
た
業
務
の
遂
行
に

も
及
ぶ
。『
銅
人
経
』の「
裏
打
紙
文
書
」に
も
、
そ
の

よ
う
な
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。例
え
ば
、

中
央
の
都
察
院（
監
察
業
務
の
総
元
締
め
）が
、
科
挙

の
試
験
会
場
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
を
所
属
の
関
係

学
生
た
ち
に
周
知
す
る
よ
う
、
地
方
官
庁
に
命
令
を

出
す
と
い
っ
た
指
令
に
つ
い
て
、
政
府
の
公
式
記
録

や
士
大
夫
個
人
の
文
集
と
い
っ
た
編
纂
物
か
ら
そ
の

具
体
相
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
し
か
し
、「
裏

打
紙
文
書
」を
用
い
れ
ば
、次
の
よ
う
な
指
令
の
流
れ

を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
発
出
元
の
都
察
院

か
ら
、割
り
印
つ
き
第
某
号
指
令
が
発
出
さ
れ
、そ
の

属
官
で
あ
る
巡
按
監
察
御
史
の
手
を
経
て
、
地
方
行

政
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
布
政
使
司
の
属
官
で
あ
る
経
歴

司
に
指
令
書
が
送
ら
れ
る
。
そ
し
て
布
政
使
司
か
ら

の
通
達
と
い
う
形
を
と
っ
て
属
下
の
行
政
単
位
で
あ

る
府
へ
、
そ
し
て
府
か
ら
県
へ
と
順
次
指
令
が
伝
え

『
銅
人
経
』
拓
本
を
探
る
！？
⑤

東
北
大
学
教
授　

大
野
晃
嗣
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ら
れ
、
最
終
的
に
大
き
く
貼
り
出
さ
れ
て
関
係
学
生
に

通
達
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

歴
史
史
料
と
し
て
の「
裏
打
紙
文
書
」

　

こ
れ
は
、
単
に
文
書
主
義
だ
か
ら
こ
こ
ま
で
分
か
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
官
品
の
序
列
が
官
僚
社
会
の

尊
卑
関
係
を
規
定
し
た
中
国
に
あ
っ
て
は
、
官
庁
間
の

上
下
関
係
は
そ
の
長
官
職
の
官
品
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

そ
し
て
、
官
庁
間
の
や
り
と
り
に
使
用
さ
れ
る
文
書
に

は
、
そ
の
発
出
元
と
受
取
手
の
身
分
的
上
下
関
係
に
基

づ
い
た
、「
奉
」「
蒙
」「
承
」と
い
っ
た
用
字
作
法
や「
呈
」

「
咨し

」「
箚さ

つ

」と
い
っ
た
文
書
形
式（
註
）な
ど
が
き
っ
ち
り

と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
文
書
の
移
動

経
路
に
つ
い
て
、
時
系
列
を
遡
る
よ
う
に
記
入
す
る
と

い
う
書
式（
先
の
例
な
ら
、文
章
冒
頭
か
ら
、県
←
府
←

「
布
政
使
司
←
経
歴
司
」←「
御
史
←
都
察
院
」と
い
っ

た
流
れ
が
明
示
さ
れ
る
）が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
ル
ー
ル
に
従
っ
た
文
書
作
成
は
、
当
時
の
担
当

者
に
と
っ
て
は
日
常
業
務
の
一
部
と
し
て
、
ほ
と
ん

ど
機
械
的
に
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ

が
ゆ
え
に
形
式
的
で
あ
り
、事
例
を
見
比
べ
、共
通
項

を
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
当
時
の
業
務

指
令
の
一
般
的
な
流
れ
を
探
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら

に
は
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
当
時
の
官
僚
社
会
内
部
の

身
分
秩
序
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
銅
人
経
』の「
裏
打
紙
文
書
」に
つ
い

て
は
、
そ
の
貴
重
さ
と
い
う
点
も
見
落
と
せ
な
い
。

中
国
大
陸
に
残
る
明
朝
の
公
文
書（「
檔と

う

案あ
ん

」と
い
う
）

を
網
羅
的
に
収
め
た『
中
国
明
朝
檔
案
総
匯
』（
二
〇

〇
一
年
六
月
、広
西
師
範
大
学
出
版
社
）な
ど
が
収
め

る
明
朝
の
檔
案
は
、
明
末
の
天
啓（
一
六
二
一
―
一

六
二
七
）か
ら
崇
禎（
一
六
二
八
―
一
六
四
四
）年
間

に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
軍
事
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。

ま
た
、一
般
に
文
書
の
伝
存
し
や
す
さ
は
、当
該
文
書

の
発
出
者
の
権
威
と
、
受
取
手
に
と
っ
て
の
重
要
度

と
い
う
二
つ
の
要
素
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
そ
の

点
で『
銅
人
経
』の「
裏
打
紙
文
書
」に
見
ら
れ
る
檔

案
―
地
方
官
庁
が
定
期
的
な
業
務
と
し
て
中
央
に
報

告
し
て
い
た
地
方
役
人
の
勤
怠
記
録
や
、
財
務
状
況

の
報
告
書
―
は
、
一
定
期
間
後
に
廃
棄
さ
れ
る
類
い

の
も
の
で
、
今
日
に
ま
で
伝
わ
る
こ
と
は
ま
ず
望
め

な
い
種
類
の
檔
案
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
朝
の
日
常

的
な
姿
に
つ
い
て
多
様
な
考
察
を
可
能
と
す
る
ま
と

ま
っ
た
材
料（
量
に
つ
い
て
は
、『
蓬
左
』一
〇
八
号
、

七
頁
の
猪
俣
に
よ
る
説
明
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
）が
伝
存
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
奇
跡
な
の
で
あ

り
、歴
史
的
価
値
は
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

「
裏
打
紙
文
書
」の
整
理
と
今
後

　

既
に
井
上
と
猪
俣
に
よ
る
精
力
的
な
翻
刻
作
業
に

よ
っ
て
、
六
万
字
近
い
文
書
の
翻
刻
が
形
に
な
ろ
う

と
し
て
お
り
、
執
筆
者
も
そ
の
読
解
に
参
加
を
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
。断
片
化
し
て
い
る
文
書
も
あ
り
、

ま
た
文
書
の
順
番
が
出
鱈
目
に
な
っ
て
い
る
箇
所
も

少
な
く
な
く
、
何
よ
り
官
僚
の
日
常
業
務
に
関
し
て

は
、
現
在
の
研
究
水
準
で
は
ま
だ
ま
だ
不
明
瞭
な
点

が
多
い
た
め
、
安
易
な
推
測
を
避
け
な
が
ら
慎
重
に

翻
刻
、読
解
の
精
度
を
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
業
の
先
に
浮
か
び
上
が
る

明
朝
官
僚
社
会
の
実
態
は
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
な

若
者
が
も
つ
中
国
の
歴
史
像
に
対
し
て
も
、
細
や
か

な
が
ら
も
新
た
な
印
象
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

（
註
）文
書
は
、
発
出
元
と
受
取
手
と
の
関
係
に
基
づ
く
と
、

「
上
行
文
」（
目
上
に
対
す
る
も
の
）、「
平
行
文
」（
お
お

む
ね
同
格
の
相
手
に
対
す
る
も
の
）、「
下
行
文
」（
目

下
に
対
す
る
も
の
）に
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ
で
例
示
し

た「
呈
」（
呈
文
）は
上
行
文
、「
咨
」（
咨
文
）は
平
行
文
、

「
箚
」（
箚さ

っ

付ぷ

）は
下
行
文
で
あ
る
。



4

す

　ぶ

　た

　

 
 
 
 の

つ
く
り
か
た

『
斉
民
要
術
』と
は
？

　

蓬
左
文
庫
に
伝
わ
る
金
沢
文
庫
旧
蔵
書
の
な
か
で

も
、『
斉
民
要
術
』は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
資
料
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
献
等
で
は「
中
国
・
北
魏

時
代
、
賈か

思し

勰き
ょ
う

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
世
界
最
古
の
農

業
書
」と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
実

は
、
当
時
の
農
作
物
や
調
味
料
等
を
使
っ
た
レ
シ
ピ

も
充
実
し
て
い
ま
す
。

　

蓬
左
文
庫
の
も
の
は
、
中
国
大
陸
で
は
既
に
散
逸

し
て
し
ま
っ
た
北
宋
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
本
を
写
し

た
も
の
で
、
現
存
す
る
も
の
の
中
で
は
最
も
古
い
姿

に
近
い
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
て
い
る
貴
重
な
も
の

で
す
。

さ
て
、何
を
作
ろ
う
♪
・
・
・
？

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で 

斉
民
要
術 

レ
シ
ピ 

で
検

索
す
る
と
、い
ろ
ん
な
料
理
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
が
、学

芸
員
と
し
て
は
原＊

典
に
あ
た
る
べ
き
だ
と
思
い
、
文＊

献
を
頼
り
に
レ
シ
ピ
を
読
み
解
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
代
日
本
の
ス
ー
パ
ー
で
は
手
に
入
ら
な

い
食
材
も
多
く
、
調
味
料
に
関
し
て
は
記
述
は
あ
っ

て
も
分
量
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
れ
に
記
述
が

あ
っ
て
も
、
一
般
家
庭
の
台
所
で
は
実
現
不
可
能
な

ほ
ど
多
量
な
も
の
も
多
く
、「
何
を
作
る
の
か
」と
い

う
よ
り
も
、「
何
が
作
れ
る
の
か
」と
思
い
悩
み
ま
し

た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
知
り
合
い
の
研
究
者
が「『
斉
民

要
術
』に
は
め
っ
ち
ゃ
お
い
し
い
最
古
の〈
す
ぶ
た
〉

の
レ
シ
ピ
が
あ
る
よ
」と
言
っ
て
い
た
の
を
思
い
出

し
ま
し
た
…
。
記
録
に
残
る
ほ
ど
の〈
す
ぶ
た
〉の

味
と
は
一
体
…
気
に
な
る
！

こ
れ
は〈
す
ぶ
た
〉な
の
か
？
・
・
・

　

食
材
集
め
よ
う
と
レ
シ
ピ
を
読
み
進
め
て
い
く
と

「
粳
米
」と
い
う
記
述
を
発
見
…
こ
の
時
点
で
も
は

や
普
段
口
に
し
て
い
る〈
す
ぶ
た
〉と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
察
し
ま
し
た
が
、
冷
蔵
庫
と
ス
ー

パ
ー
の
品
揃
え
を
眺
め
つ
つ
、
実
現
可
能
な
レ
シ
ピ

に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
き
ま
し
た
。
が
、
問
題
は
味
付

け
！　

分
量
が
わ
か
ら
な
い
以
上
、
料
理（
味
）の
全

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

調
味
料
の
分
量
は
調
理
を
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

当
時
の〈
す
ぶ
た
〉と
は
・
・
・
？　

　

出
来
上
が
っ
た
の
は
、〈
す
ぶ
た
〉と
い
う
よ
り「
豚

肉
の
豆
鼓
リ
ゾ
ッ
ト
」と
い
う
代
物
。
そ
の
ま
ま
食

べ
る
と
う
っ
す
ら
回
鍋
肉
の
よ
う
な
味
で
し
た
が
、

そ
こ
に
酢
と
山
椒
を
加
え
る
こ
と
で
、
さ
っ
ぱ
り
と

し
た
味
に
な
り
ま
し
た
。

　

結
局
、調
味
料
の
分
量
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、

自
分
好
み
の
味
付
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に

「
大
美
」と
評
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、も
し
か
す
る
と
、例
え

ば
カ
レ
ー
の
よ
う
に
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
料
理
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
作
り
方
や
調
味
料
の
分
量
が
作

り
手
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
為
に
、
賈
思

勰
は
分
量
を
記
述
し
て
い
な
い（
で
き
な
か
っ
た
）

の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ
ま
し
た
。

 

（
蓬
左
文
庫　

星
子
桃
子
）

＊
蓬
左
文
庫
に
伝
わ
る『
斉
民
要
術
』

・
金
沢
文
庫
本（
一
六
八
―
二
）

・『
津
逮
秘
書
』第
三
集 

巻
四
十
五
―
五
十（
一
五
四
―
九
）

＊
参
考
文
献

西
山
武
一
・
熊
代
幸
雄『
校
訂 

譯
註 

齊
民
要
術
』（
三
陽
社
、

一
九
五
七
年
）

田
中
静
一（
編
訳
）『
新
装
版　

現
存
す
る
最
古
の
料
理
書『
齊

民
要
術
』』（
雄
山
閣
出
版
、二
〇
〇
七
年
）

せ
い

み
ん

よ
う

じ
ゅ
つ

　令
和
七
年
度
末
に
、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
と
連
携
し
て

開
催
す
る
「
金
沢
文
庫
本―

流
離
う
本
の
物
語―

」
展
の
準

備
に
あ
た
り
、
現
在
、
蓬
左
文
庫
に
伝
わ
る
金
沢
文
庫
旧
蔵

書
（「
河
内
本
源
氏
物
語
」・「
斉
民
要
術
」・「
侍
中
群
要
」・「
続

日
本
紀
」・「
太
平
聖
恵
方
」
／
す
べ
て
重
要
文
化
財
）
の
調

査
を
進
め
て
い
ま
す
。

ク
ッ
キ
ン
グ

に
学
芸
員
が
挑
む
！
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 の

つ
く
り
か
た

原典試訳
猪俣貴幸（立命館大学）

【材料】　
・小間切れの豚肉　適量
　（本来はブロック状）　
・細切りorみじんぎりに
　した白ねぎ　適量
・豆鼓醬　適量　
・水　適量
・ごはん　適量
・酢　お好みで
・山椒　お好みで

細切れの豚肉をゆでる

　　鍋にゆでた豚肉と細切りにした白ねぎ半
分と、豆鼓醤を入れ炒める。香りがでたら、食
材がかぶるくらい水をいれて煮詰める。

　　水分がある程度とんだところで、ごはんと
残りの白ねぎと豆鼓醤を入れて混ぜ、少し煮詰
めて「まぜめし」にする。

　　お米がゆるまない程度に酢を入れ、お好み
で山椒をかけて完成。

ブロック状の豚肉を用意で
きませんでした…

今回は参考文献にあった
「細切り」をチョイスしまし
たが、食感的にはみじん切
りがよいかも。焦げ付きを
防ぐためにごま油を少々入
れて炒めました。

ごはんはあらかじめ炊飯し
たものを入れましたが、パ
エリアのように生米を入れ
る方法もありかも？

用乳下肫。燖治訖、并骨斬臠之、令片别帶皮。

〔乳
ちのみ

下の肫
こぶた

を用
もち

いる。燖
ボイルして毛を処理

治し訖
おわ

ったら、幷
ほね

骨
ごと

斬
き

って臠
ブロック肉

にし、片
ひとつひとつのきりみ

别は帶
皮付き

皮にしておく。〕

細切葱白、豉汁炒之、香、微下水、爛煑為佳。

〔葱の白いところを細
みじん

切
ぎり

にし、これを豉汁で炒めて、香
りがでたら、微

すこ

し水を下
い

れ、爛
につめ

煑ると佳
よ

いとされる。〕

下粳米為糝。細擘葱白、并豉汁下之。熟、

〔粳米を下
い

れて糝
リゾット状

にする。細
しらがねぎ

擘葱白と豉汁をこれに下
い

れ、熟
にえあが

ったら、〕

下椒、醋、大美。

〔椒
さんしょう

と醋
す

を下
い

れると、 大
めっちゃ

美
おいし

い。〕

11

22

33

44
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『
汲き

ゅ
う

古こ

』
と
『
汲
古
会
忌き

辰し
ん

人
名
』

　
『
汲
古
』は
当
文
庫
の
所
蔵
す
る
雑
賀
重
良
旧
蔵
書
の
一

で
、現
在
第
一
～
三
、五
～
七
号
の
計
六
冊
が
伝
わ
っ
て
い

る
。
内
容
は
大
正
か
ら
昭
和
前
期（
戦
時
中
）に
か
け
て

名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
、
古
美
術
品
の
展
覧
会
の
記
録
を

掲
載
し
、
あ
わ
せ
て
文
化
史
に
関
す
る
文
献
の
翻
刻
を
続

け
た
不
定
期
刊
行
物
で
あ
っ
た
。

　

現
在
、
博
物
館
・
美
術
館
な
ど
で
開
催
さ
れ
る
古
美
術

展
覧
会
の
、名
古
屋
に
お
け
る
先
駆
的
な
試
み
と
し
て
、再

考
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
『
汲
古
』を
刊
行
し
た
主
体
は「
名
古
屋
汲
古
会
」と
い

う
団
体
で
、
同
会
は
大
正
六
年（
一
九
一
七
）十
月
、
名
古

屋
に
発
足
し
た
古
美
術
品
の
所
蔵
者
を
主
体
と
し
た
同
好

者
の
集
ま
り
で
あ
る
。

　

同
会
設
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
会
報『
汲
古
』第
一
号

の
巻
末
に
大
口
生（
会
の
主
宰
者
た
る
大
口
佩
蘭
、
全
三

郎
）が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
大
正
四
年（
一
九
一
五
）、
大
正
天
皇

の
大
典
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
教
育
品
展
覧
会
の
一
部

と
し
て
名
古
屋
に
お
け
る
歴
史
的
な
著
名
人
の
遺
墨
・
遺

品
が
展
観
さ
れ
、
一
か
月
の
会
期
中
に
五
回
も
展
示
替
を

お
こ
な
う
ほ
ど
の
盛
況
で
あ
っ
た
。

　

同
展
を
き
っ
か
け
に
春
秋
二
回
、
遺
墨
展
覧
会
を
開
催

し
て
は
ど
う
か
と
企
図
さ
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
、

具
体
的
な
開
催
方
法
を
探
る
こ
と
約
二
年
。
月
ご
と
に
尾

張
名
古
屋
の
著
名
人
の
忌
辰（
忌
日
、
命
日
の
こ
と
）を
と

り
ま
と
め
、
ま
ず
は
十
月
十
六
日
の
瑞
龍
院
公（
尾
張
藩

二
代
藩
主
光
友
）の
忌
辰
を
会
日
と
し
て
大
正
六
年
十
月

十
六
日（
水
曜
日
）、
よ
う
や
く「
汲
古
会
」の
初
会
が
開
催

さ
れ
る
は
こ
び
と
な
っ
た
。
当
日
の
様
子
に
つ
い
て
、
開

催
翌
日
十
七
日
の
新
聞『
新
愛
知
』は
第
七
面
で
以
下
の

よ
う
に
報
じ
る
。

●
先
哲
遺
墨
展
覧
会　
集
ま
っ
た
逸
品
五
十
余
点

先
哲
の
事
蹟
を
顕
彰
し
て
未
だ
知
ら
ざ
る
面
目
を
紹
介

し
、
併
せ
て
先
哲
の
慰
霊
を
慰
む
る
目
的
を
以
て
、
名
古

屋
汲
古
会
主
催
に
て
、
十
六
日
午
前
九
時
よ
り
門
前
町
商

品
陳
列
館
龍
影
閣
に
於
て
、
名
古
屋
先
哲
に
し
て
本
月
が

忌
辰
に
当
れ
る
人
士
の
遺
墨
、
遺
物
、
著
書
等
の
展
覧
会

を
開
会
せ
り
。
出
陳
の
遺
品
は
徳
川
光
友
、
宗
春
の
両
卿

よ
り
学
者
に
て
は
田
中
道
麿
、深
田
明
峰
、須
賀
精
齋
、阿

部
松
園
、
国
枝
老
足
、
鷲
津
毅
堂
、
書
家
に
て
は
久
野
鳳

湫
、
画
家
に
て
は
小
田
切
春
江
、
武
人
に
て
は
柳
生
連
也
、

医
家
に
て
は
浅
井
南
溟
、
山
崎
真
人
等
の
諸
家
よ
り
俳
優

宗
十
郎
に
至
る
ま
で
五
十
余
人
に
達
し
、
天
下
の
逸
品
尠

か
ら
ず
。
同
会
に
て
は
今
後
毎
月
忌
辰
の
月
に
当
る
先

哲
の
遺
品
を
順
次
展
観
す
る
計
画
な
り
と
。

　

展
覧
会
の
会
場
と
な
っ
た
愛
知
県
商
品
陳
列
館
は
、
常

設
の
商
品
見
本
市
会
場
を
設
け
る
べ
く
、
明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
〇
）、
名
古
屋
市
内
門
前
町
に
新
た
に
建
設
さ
れ

た
も
の
で
、敷
地
内
に
は
本
館
の
ほ
か
に
和
式
会
堂
、洋
式

会
堂
と
称
す
る
集
会
施
設
も
設
け
ら
れ
た
。
テ
ー
ブ
ル
と

椅
子
を
用
意
し
た
の
が
洋
式
会
堂
で
あ
り
、
和
式
会
堂
は

和
風
建
築
の
別
棟
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
和
式
会
堂
は
、
か
つ
て
明
治
十
一
年（
一
八

七
八
）に
市
内
總
見
寺
境
内
に
建
て
ら
れ
た
名
古
屋
博
物

館
で
愛
知
県
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
折
、
品
評
所
と
し
て

建
て
ら
れ
た
も
の
あ
っ
た
。
商
品
陳
列
館
が
新
た
に
発
足

す
る
に
当
た
り
、
こ
の
品
評
所
を
再
利
用
し
て
龍り

ょ
う

影え
い

閣か
く

と

命
名
し
、
和
式
会
堂
と
し
た
も
の
で
あ
る（
昭
和
七
年
以

降
何
度
か
移
設
を
繰
り
返
し
、
現
在
は
熱
田
神
宮
境
内
に

現
存
す
る
）。
両
会
堂
は
当
時
、無
償
で
貸
し
出
さ
れ
る
規

定
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
名
古
屋
汲
古
会
は
初
回
の
開
催
場
所
と

し
て
、
こ
こ
を
選
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
後
も

数
年
間
、
大
正
十
一
年（
一
九
二
二
）夏
八
月
頃
ま
で
は
、

一
部
例
外
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
毎
月
の
よ
う
に
龍
影
閣
を
汲

古
会
例
会（
展
覧
会
）の
開
催
場
所
と
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る（
商
品
陳
列
館
報
告
に
よ
る
）。

　

こ
れ
以
後
、
名
古
屋
汲
古
会
は
昭
和
十
年
代
ま
で
月
一

回
の
ペ
ー
ス
で
所
蔵
品
を
持
ち
寄
り
、
連
綿
と
展
覧
会
を

開
催
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
開
催
場
所
は
商
品
陳
列
館
の

後
は
転
々
と
変
わ
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
昭
和
八
～
九
年

は
建
中
寺
、
同
十
～
十
四
年
は
矢
場
町
の
法
光
寺
に
お
い

て
、毎
月
第
三
日
曜
日
に
例
会
が
開
か
れ
、当
月
忌
辰
に
あ

た
る
名
古
屋
先
哲
の
遺
作
・
遺
品
が
展
観
さ
れ
て
い
る
。

　

名
古
屋
汲
古
会
は
開
催
記
録
を
兼
ね
た
会
報『
汲
古
』

を
発
行
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
第
一
号（
大
正
七
年
七

月
発
行
）か
ら
第
七
号（
昭
和
十
二
年
六
月
発
行
）ま
で
、

計
七
冊
の
発
行
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
う
ち
第
一
～
三
号
、
五
号
に
は
大
正
六
年
十
月
開

催
第
一
回
例
会
か
ら
、
大
正
八
年
十
二
月
開
催
第
二
十
七
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回
例
会
ま
で
の
陳
列
品
目
録
、
第
六
号
に
は
昭
和
八
年
一

月
～
十
二
月（
第
百
八
十
四
回
～
百
九
十
五
回
）、
第
七

号
に
は
昭
和
十
年
一
～
十
二
月
開
催（
第
二
百
八
回
～

二
百
十
九
回
）の
陳
列
品
目
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る（
第

四
号
は
横
井
也
有
の
特
集
号
）。

　

ま
た
、第
二
～
三
号
、五
～
七
号
に
は「
稿
本
金
城
名
家

忌
辰
録
巻
上
」と
し
て
一
月
～
六
月
の
忌
辰
人
名
と
各
人

物
の
業
績
が
記
さ
れ
る
。
七
月
以
降（
巻
下
か
）の
刊
行

が
未
完
に
終
わ
っ
た
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

　

会
報
は
い
ず
れ
も
冒
頭
に
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
に
よ
る
書

画
の
写
真
を
数
葉
収
録
し
、
そ
れ
に
続
い
て
尾
張
・
名
古

屋
に
関
連
す
る
記
録
類
の
翻
刻
、
会
次
順
の
陳
列
品
目
録

（
作
者
・
題
名
・
出
品
者
を
明
示
）、会
員
名
簿
、末
尾
に
会

の
雑
録
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
一
号
記
載
の
会
員
名
簿（
大
正
七
年
六
月
現
在
）を

見
る
と
、
総
勢
二
百
名
の
住
所
と
氏
名
が
い
ろ
は
順
に
列

挙
さ
れ
、冒
頭
に
石
田
元
季
、伊
藤
次
郎
左
衛
門（
い
と
う

呉
服
店
の
当
主
、
後
の
松
坂
屋
の
創
業
家
）の
名
が
並
ぶ
。

「
お
」の
と
こ
ろ
に
は「
汲
古
」の
編
集
者
で
あ
る
東
区
裏

筒
井
町
の
大
口
全
三
郎
、「
し
」に
は
愛
知
郡
鳴
海
町
の
下

郷
百
松（
下
郷
家
の
う
ち
本
川
家
初
代
）、
末
尾「
す
」に
は

鈴
木
半
右
衛
門（
戦
前
名
古
屋
に
お
け
る
蔵
書
家
）の
名

前
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、会
員
に
は
関
戸
守
彦
、富

田
重
助
、岡
谷
惣
助
な
ど
、そ
う
そ
う
た
る
名
古
屋
財
界
の

重
鎮
が
並
ぶ
の
で
あ
る
が
、と
り
も
な
お
さ
ず
、彼
ら
は
古

美
術
品
の
収
集
家
で
も
あ
っ
た
。

　

大
正
年
間
か
ら
の
地
道
な
活
動
が
大
き
く
開
花
し
た
の

が
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
九
月

十
九
日
～
二
十
二
日
の
四
日
間
、
東
京
上
野
の
松
坂
屋
に

お
い
て「
名
古
屋
偉
人
先
哲
遺
墨
遺
品
展
覧
会
」が
名
古

屋
汲
古
会
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
名
古
屋
よ
り
多
数
の

出
品
物
が
東
京
へ
運
ば
れ
て
広
く
展
観
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
加
え
て
東
京
に
本
部
を
置
く
徳
川
黎
明
会
か

ら
も
多
数
の
所
蔵
品
が
出
品
さ
れ
る
と
い
う
画
期
的
な
展

覧
会
と
な
っ
た
。
本
展
に
つ
い
て
は
そ
の
出
品
目
録
も
刊

本
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

汲
古
会
は
七
冊
の
会
報
の
他
に
、
少
な
く
と
も
昭
和
八

年
～
十
四
年
の
間
、
毎
年『
汲
古
会
忌
辰
人
名
』と
称
す
る

小
冊
子
を
発
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
た
だ
し
昭
和

十
二
年
版
は
未
確
認
）。
こ
れ
は
冒
頭
に
年
間
の
例
会（
展

覧
会
）の
開
催
日
、
会
場
を
印
し
、
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で

月
別
に
著
名
人
の
分
野
、氏
名
、号
、没
年
、没
日
、菩
提
寺

ま
た
は
墓
の
所
在
場
所
を
記
す
。
こ
の
う
ち
、
昭
和
八
年

版
で
は
鈴
木
半
右
衛
門
に
よ
る
朱
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の

が
愛
知
県
図
書
館
に
残
っ
て
お
り
、
同
会
に
鈴
木
半
右
衛

門
が
か
な
り
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　

昭
和
十
二
年
、
日
中
戦
争
勃
発
以
降
の
同
会
の
状
況
は

先
の『
汲
古
会
忌
辰
人
名
』の
発
行
以
外
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
昭
和
十
年
代
名
古
屋
で
刊
行
さ
れ
た
郷
土
雑
誌

『
無む

閑か

之し

』第
二
十
二
号（
昭
和
十
三
年
十
一
月
）に
、
前
月

（（
十
月
）の
例
会
の
状
況
が
以
下
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。

汲
古
会
は
十
月
廿
三
日
（
定
例
第
三
日
曜
日
）に
矢
場
町

法
光
寺
に
て
例
会
を
開
催
さ
る
。
郷
土
関
係
の
資
料
多

数
出
品
せ
ら
れ
頗
る
盛
大
で
あ
っ
た
。
尚
会
場
に
て
会

員
に
「
汲
古
会
忌
辰
人
名
」を
頒
布
せ
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
は
、
昭
和
九
年
版
を
元
に
昭
和
十
七
年
版
を
準

備
し
よ
う
と
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る（
筆
者
所
蔵
・
写

真
右
）な
ど
、そ
の
後
も
戦
時
中
ま
で
活
動
を
続
け
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
降
の
状
況

は
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
戦
争
遂
行
に
か
か
わ
ら

な
い
こ
う
し
た
文
化
的
な
事
業
は
、
戦
局
の
深
刻
化
に
と

も
な
っ
て
継
続
が
困
難
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容

易
に
推
察
さ
れ
る
。
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化
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）

▼
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熊
喜
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東
海
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
の
研
究
』（
一
九
四
二
）

　
鳴
海
宿
本
陣
屋
敷
図（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
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現
在
準
備
を
進
め
て
い
る
、
神
奈
川

県
立
金
沢
文
庫
と
の
交
流
展
「
金
沢
文

庫
本
―
流さ

す
ら離

う
本
の
物
語
―
」
は
両
館

の
学
芸
員
が
長
年
温
め
て
き
た
企
画
で

す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
両
館
の
縁
が

「
ブ
ラ
タ
モ
リ
」で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
金
沢
文
庫
本
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い

ま
す
。
一
方
で
、
書
か
れ
て
い
る
内
容

を
理
解
す
る
に
は
少
々
難
し
い
テ
キ
ス

ト
も
多
い
の
も
事
実
…
少
し
で
も
親
し

ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
今
号
掲
載
の
よ

う
な
コ
ラ
ム
や
展
示
手
法
を
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。　
　

　

ま
た
、
改
め
て
蓬
左
文
庫
に
残
る
金

沢
文
庫
本
と
向
き
合
っ
て
み
る
と
、
日

本
の
歴
史
を
紐
解
く
上
で
重
要
な
資
料

と
し
て
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た

だ
け
で
な
く
、
研
究
材
料
と
し
て
積
極

的
に
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
気
づ

か
さ
れ
ま
し
た
。
金
沢
文
庫
本
が
七
百

年
以
上
を
か
け
て
金
沢
か
ら
尾
張
へ
と

至
る
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
に
注
目

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

�

（
蓬
左
文
庫　

星
子
桃
子
）

　

本
文
書
は
、①
天
皇
即
位
、大
嘗
祭
な
ど　

②

行
幸
啓　

③
立
太
子
、立
后
、宣
下
な
ど　

④
元

服　

⑤
元
日
・
白あ

お

馬う
ま

・
踏
歌
な
ど
の
節せ

ち

会え　

⑥

改
元
儀　

⑦
法
会
、葬
礼
、陵
墓
、放ほ

う

生じ
ょ
う

会え　

⑧

伊
勢
神
宮
、賀
茂
上
下
社
、春
日
大
社
な
ど
の
神

社
祭
祀　

⑨
叙
位
、任
官
、拝
賀
、着
陣　

⑩
朝

儀
、
公
事
な
ど　

⑪
家
政　

⑫
文
学
・
文
芸　

に
大
ま
か
に
分
類
さ
れ
、
節
会
な
ど
の
先
例
を

抜
書
し
た
部
類
記
、
伊
勢
神
宮
か
ら
の
文
書
な

ど
が
あ
る
。
総
点
数
は
一
一
五
七
点
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
近
世
の
も
の
で
あ
る
。

　

本
文
書
を
蔵
し
た
大
炊
御
門
家
は
、
藤
原
北

家
師
実
三
男
経
実（
一
〇
六
八
～
一
一
三
一
）

を
祖
と
し
、
代
々
有
職
故
実
を
家
職
と
し
た
。

中
近
世
に
は
権
大
納
言
や
左
・
右
大
臣
、
神
宮

上
卿（
享
保
十
六
年
ま
で
神
宮
伝
奏
）な
ど
に

任
じ
ら
れ
た
。
神
宮
上
卿
と
は
、
伊
勢
神
宮
か

ら
式
年
遷
宮
諸
祭
や
外
内
宮
の
神
職
の
叙
位
な

ど
を
取
次
ぎ
、そ
れ
ら
を
天
皇
に
奏
上
し
、そ
の

結
果
を
伊
勢
神
宮
に
知
ら
せ
た
要
職
で
あ
っ
た
。

近
世
後
期
に
神
宮
上
卿
に
任
じ
ら
れ
た
大
炊
御

門
経
久（
一
七
八
一
～
一
八
五
九
）は
、
文
化
九

年（
一
八
一
二
）二
月
二
日
～
五
月
二
十
一
日
、

同
十
一
年
八
月
十
九
日
～
文
政
二
年（
一
八
一

九
）二
月
十
九
日
、同
三
年
二
月
二
十
四
日
～
同

五
年
四
月
七
日
の
三
期
に
わ
た
り
務
め
た
。
そ

の
折
、
経
久
は
備
忘
録
と
し
て「
神
宮
上
卿
之

記
」を
記
し
た
が
、現
在
は
文
化
十
五（
文
政
元
）

年
、文
政
二
年
、同
五
年
の
三
冊
し
か
な
い
。　

　

こ
こ
で
は
、
文
政
五
年「
神
宮
上
卿
之
記
」か

ら
、
文
政
十
二
年
式
年
遷
宮
の
山
口
祭
の
日
時

決
定
の
記
述
を
紹
介
し
た
い
。
山
口
祭
は
、
式

年
遷
宮
造
営
諸
祭
の
最
初
に
所
用
木
材
伐
出
の

安
全
を
祈
る
祭
典
で
、
元
禄
二
年（
一
六
八
九
）

以
降
、
式
年
遷
宮
の
七
年
前
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

文
政
五
年
一
月
二
十
一
日
、
伊
勢
神
宮
祭
主

藤
波
光
忠
ら
か
ら
経
久
に
山
口
祭
の
日
時
伺
い

が
あ
っ
た
。
そ
の
伺
い
を
受
け
、
陰
陽
寮
陰
陽

頭
土
御
門
晴
親
が
、
山
口
祭
の
日
時
と
そ
の
正

式
決
定
の
陣
儀
を
い
く
つ
か
の
候
補
日
か
ら
陣

儀
を
二
月
三
日
、
山
口
祭
を
三
月
七
日
に
選
定

し
た
。
そ
の
後
、
二
月
三
日
に
行
わ
れ
た
陣
儀

に
山
口
祭
の
開
始
時
刻
が
諮
ら
れ
、
内
宮
は
三

月
七
日
巳
の
刻
、
外
宮
は
同
日
午
の
刻
に
決
定

し
、
経
久
は
そ
の
後
こ
の
決
定
を
祭
主
に
通
知

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
神
宮
上
卿
之
記
」は
、伊
勢
神

宮
か
ら
神
宮
上
卿
に
到
来
す
る
朝
廷
へ
の
取
次

内
容
と
朝
廷
内
で
の
決
定
ま
で
の
動
き
が
わ
か

る
、興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。　
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文
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矢
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渡
辺
修「
神
宮
傳
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
史
学
』三
八
、
二

〇
〇
〇
年
三
月
）

渡
辺
修「
近
世
朝
廷
と
神
宮
式
年
遷
宮
」（『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研

究
大
会
成
果
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集
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所
収
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〇
八
年
三
月
）
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