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す
。
焼
筆
と
は
、
木
を
箸
の
よ
う
に
削
っ
て
火
を
つ

け
炭
化
さ
せ
た
も
の
で
、
下
絵
を
描
い
た
り
手
本
を

転
写
し
た
り
す
る
際
に
用
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
「
大だ
い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

図ず

」
（
図
１
）
の
胸
や
足
な
ど
の
輪り
ん

郭か
く

線
の

付
近
が
黒
ず
ん
で
い
る
の
は
焼
筆
の
痕こ
ん

跡せ
き

で
す
。

  
粉
本
の
歴
史

　

粉
本
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
古
い
例
と

し
て
、
10
世
紀
の
敦と
ん

煌こ
う

資
料
中
の
仏
像
の
型
紙
が
あ

り
ま
す
。
「
仏
尊
像
型
紙
」
（
図
２
）
は
特
殊
な
紙

に
墨ぼ
く

線せ
ん

と
針
孔
線
で
仏
像
の
図
柄
が
描
か
れ
、
こ
れ

を
石せ
っ

窟く
つ

の
壁
に
当
て
、
針
孔
の
上
か
ら
粉
を
な
す
り

つ
け
て
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
も
奈

良
の
法
隆
寺
金
堂
や
大
分
の
富
貴
寺
大
堂
な
ど
の
壁

画
に
凹
線
が
認
め
ら
れ
、
下
絵
を
壁
面
に
貼
り
箆
の

類
で
な
ぞ
っ
て
描
い
た
、
つ
ま
り
粉
本
を
用
い
た
「
ね

ん
紙
」
の
技
法
が
使
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

平
安
時
代
以
降
盛
ん
に
描
か
れ
た
仏
画
に
関
わ
る
粉

本
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

  

粉
本
の
調
査
と
報
告
書

　

江
戸
時
代
最
大
の
画
派
で
あ
っ
た
狩か

野の
う

派
は
、
粉

本
の
模
写
を
絵
画
学
習
に
不
可
欠
な
行
為
と
位
置
づ

け
て
お
り
、
こ
れ
は
他
の
流
派
に
も
共
通
し
て
い
ま
し

た
。
当
然
な
が
ら
近
世
以
降
の
粉
本
の
総
数
は
膨
大

な
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
木こ

挽び
き

町
ち
ょ
う

狩
野
家
資
料
約

５
０
０
０
件
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
、
大
和
絵

の
流
派
の
土
佐
派
絵
画
資
料
約
２
０
０
０
点
（
京
都

市
立
芸
術
大
学
所
蔵
）
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
全
国
諸
藩
の
御
用
絵
師
の
粉
本
は
、
各
地
に
伝
え

ら
れ
、
個
別
に
調
査
・
研
究
・
展
示
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
粉
本
の
う
ち
総
合
調
査
を
経

て
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
尾お

形が
た

家
（
福
岡
藩
）
、

梅う
め

田だ

家
（
加
賀
藩
）
、
三み

谷た
に

家
（
久
留
米
藩
）
な
ど
、

限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
齋
藤
家
資
料

の
報
告
書
刊
行
は
ま
さ
に
快
挙
と
い
え
ま
す
。

  

粉
本
の
大
群
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

本
画
は
完
成
後
に
注
文
者
の
元
に
分
散
す
る
た
め
、

現
在
で
は
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
の

で
す
が
、
粉
本
は
す
べ
て
絵
師
の
手
元
に
残
り
ま
す
。

大
群
と
し
て
の
粉
本
は
、
当
時
の
絵
師
活
動
を
総
合

的
に
語
っ
て
く
れ
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

と
い
え
ま
す
。
諸
藩
で
は
な
く
、
江

戸
や
上
方
で
も
な
い
地
方
都
市
の
太

宰
府
に
お
い
て
、
近
世
か
ら
近
代
へ

の
時
代
の
変
革
期
に
豊
か
な
文
化
活

動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、

太
宰
府
の
絵
師
三
家
（
齋
藤
家
・
吉よ
し

嗣つ
ぐ

家
・
萱か
や

島し
ま

家
）
に
伝
わ
る
大
群
の

粉
本
は
語
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

（
小
林
知
美
・
筑
紫
女
学
園
大
学
）

　

観
世
音
寺
裏
手
の
小
高
い
丘
に
位
置
す
る
日
吉
神

社
は
、
江
戸
時
代
の
拝
殿
を
有
し
、
そ
の
創
建
は
大た
い

治じ

３
年(

１
１
２
８)

と
も
言
わ
れ
る
由
緒
あ
る
神
社

で
す
。
66
段
の
階
段
を
登
っ
た
先
に
あ
る
本
殿･

拝
殿

は
市
指
定
有
形
文
化
財
、
神
社
を
覆
う
よ
う
に
広
が

る
森
林
は
市
内
で
も
貴
重
な
植
生
を
有
す
る
鎮
守
の
森

と
し
て
市
指
定
天
然
記
念
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
注
目
す
る
の
は
参
道
入
口
の
鳥
居
。
明
治
44
年

(

１
９
１
１)

に
作
ら
れ
た
花か

崗こ
う

岩が
ん

製せ
い

の
鳥
居
に
は
「
利

済
礼
坤
欽
聖
徳
」
「
恩
波
四
海
仰
福
功
」
と
大
き
く

彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
柱
に
刻
ま
れ
た
人
物
名
に
「
獨ど
く

掌し
ょ
う

居こ

士じ

拝は
い

山ざ
ん

書し
ょ

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
吉よ

し

嗣つ
ぐ

拝
山
の
書

に
よ
る
も
の
と
分
か
り
ま
す
。
「
獨
掌
居
士
」
と
は
、

拝
山
が
明
治
42
年
に
久
留
米
梅ば
い

林り
ん

寺じ

の
東と

う

海か
い

猷ゆ
う

禅ぜ
ん

禅ぜ
ん

師し

よ
り
授
か
っ
た
号
で
、
拝
山
が
晩
年
に
用
い
て
い
た

も
の
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
鳥
居
建
設
時
に
区
長
を
務
め
た
原は
ら

野の

百
ひ
ゃ
く

太た

郎ろ
う

の
功
績
を
称
え
る
碑
が
鳥
居
の
そ
ば
に
あ
り
ま
す

が
、
こ
ち
ら
は
吉
嗣
鼓こ

山ざ
ん

が
揮
毫
し
て
い
ま
す
。
吉
嗣

家
と
の
縁
を
感
じ
さ
せ
る
名
所
で
す
。
（
木
村
純
也
）

　  

絵
画
の
市
指
定
文
化
財
第
一
号
～
斎さ
い

藤と
う

家け

資
料

　

平
成
26
年
（
２
０
１
４
）
度
に
太
宰
府
絵
師

調
査
が
始
ま
り
、
最
初
に
取
り
組
ん
だ
齋
藤
家
資

料
は
、
平
成
30
年
度
の
報
告
書
刊
行
後
、
絵
画
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
最
初
の
太
宰
府
市
の
指
定
文
化
財
と

な
り
ま
し
た
。
総
数
１
４
０
８
件
の
齋
藤
家
資
料

の
中
心
を
な
す
の
は
１
２
５
３
件
に
の
ぼ
る
画が

稿こ
う

類
で
す
。
画
稿
と
は
本
画
制
作
の
参
考
と
す
る
た

め
の
下
絵
や
模
本
な
ど
の
総
称
で
、
江
戸
時
代
当

時
は
「
粉
本
」
や
「
絵
（
手
）
本
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。

  

粉
本
の
実
例
～
焼や

き

筆ふ
で

の
痕
跡

　

齋
藤
家
資
料
に
は
、
紙
の
表
や
裏
に
焼や

き

筆ふ
で

の
跡

が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
２
６
５
件
含
ま
れ
て
い
ま

日吉神社の鳥居

図１《大日如来図》齋藤家資料

バックナンバーはこちらから

図２《仏尊像型紙》

（大英博物館所蔵 Stein73.2）
※ CC BY-NC-SA 4.0 の下に提供されています。
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今

回

取

り

上

げ
る
の
は
こ
の
広

報
誌
の
タ
イ
ト
ル

『
宰さ
い

府ふ

画が

報ほ
う

』
の

「
宰
府
」
で
す
。
見
て
の
と
お
り
太
宰
府
が
省
略
さ

れ
た
表
現
で
す
が
、
史
料
上
で
は
平
安
時
代
頃
よ
り

「
宰
府
」
や
「
西
府
（
西
の
都
督
府
）」
と
い
う
語

が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
太
宰

府
天
満
に
参
詣
す
る
こ
と
を
「
さ

い
ふ
ま
い
り
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

画
像
の
文
字
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
「
宰
」
は
部
首
の
ウ
冠
は
そ
の

ま
ま
で
す
が
そ
の
中
の
「
辛
」
が
崩
れ
て
い
ま
す
。

漢
字
の
十
と
手
を
く
っ
つ
け
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

「
府
」
も
、
部
首
の
ま
だ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
「
付
」

は
「
内
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
資
料
は
明
治
19
年(

１
８
８
６)

、
備
後
の

福ふ
く

原は
ら

琴き
ん

堂ど
う

と
い
う
人
物
が
吉よ

し

嗣つ
ぐ

梅ば
い

仙せ
ん

の
古こ

稀き

(

70

歳)

を
祝
っ
て
贈
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
、
全
国
か

ら
絵
画
や
書
な
ど
、
多
く
の
品
が
吉
嗣
家
に
送
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
吉
嗣
家
の
幅
広
い
交
流
関
係
を
伺
わ

せ
る
と
と
も
に
、
宰
府
と
い
う
地
名
が
九
州
外
で
も

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
（
木
村
純
也
）

紙本墨画淡彩　38.5 × 27.0cm

「福原琴道七言絶句」

吉嗣家資料

　

出
典
は
杜と

甫ほ

の
詩

　

船
に
揺
ら
れ
る
よ
う
に
酔
っ
て
馬
に
乗
る
賀が

智ち

章し
ょ
う、
参
内
の
道
す
が
ら
に
麹
車
を
見
て
は
涎
よ
だ
れ

を
流

す
汝じ
ょ

陽よ
う

、
鯨
が
川
を
飲
み
込
む
ほ
ど
の
大
酒
飲
み

の
左さ

相し
ょ
う、
酒
盃
を
か
か
げ
て
天
を
見
上
げ
る
美
少

年
の
宗そ
う

之し

、
仏
画
の
前
で
酒
を
飲
み
つ
つ
修
行
の

ふ
り
を
す
る
蘇そ

晋し
ん

、
酒
場
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
は
天

子
の
お
召
し
に
も
動
じ
な
い
李り

白は
く

、
酒
を
三
杯
飲

ん
で
か
ら
書
を
書
い
た
張
ち
ょ
う

旭き
ょ
く、

五
斗
の
酒
で
よ
う

や
く
背
筋
が
伸
び
て
雄
弁
に
な
る
焦
し
ょ
う

遂す
い

。

　

本
作
品
は
唐
の
詩
人
杜
甫
の
「
飲い
ん

中
ち
ゅ
う

八は
っ

仙せ
ん

歌か

」

を
絵
画
化
し
た
も
の
で
す
。
詩
仙
と
も
い
わ
れ
た

李
白
を
は
じ
め
、
彼
ら
は
み
な
杜
甫
と
同
時
代
の

実
在
の
人
物
で
す
。
現
代
で
は
ど
れ
も
大
問
題
な

逸
話
で
す
が
、
豪
放
で
大
ら
か
な
気
分
を
も
つ
も

の
と
し
て
、
詩
書
画
の
好
主
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

異
な
る
場
面
を
一
図
に
集
約

　

背
景
描
写
の
な
い
縦
長
の
画
面
に
は
、
心
地
よ

く
ジ
グ
ザ
グ
に
人
物
が
配
さ
れ
、
８
人
の
酒
豪
た

ち
は
、
特
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
や
ポ
ー
ズ
と
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
を
特

定
で
き
る
よ
う

に
描
か
れ
て
い

ま
す
。
詩
で
は

個
別
に
扱
わ
れ

る
八
仙
は
、
画

面
を
区
切
る
こ

と
な
く
全
員
が

同
じ
空
間
を
共

有
し
て
い
る
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
画
な
ら
で
は
の
ア
レ

ン
ジ
で
あ
り
、
常
と
う
的
な
手
法
で
す
。

　

祖
父
と
孫
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

逸
話
の
豪
快
さ
と
は
う
ら
は
ら
の
穏
や
か
な
雰

囲
気
を
か
も
す
絵
の
作
者
は
、
本
誌
３
号
で
も
採

り
上
げ
た
吉
嗣
拝は
い

山ざ
ん

の
父
、
梅
仙
で
す
。
一
方
、

上
部
の
画
賛
は
梅
仙
の
孫
、
つ
ま
り
拝
山
の
子
で
あ

る
鼓
山
が
記
し
た
も
の
。
末
尾
に
は
飲
中
八
仙
歌

の
本
文
を
書
い
て
空
白
を
埋
め
た
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
制
作
年
は
不
詳
で
す
が
、
梅
仙
は
明
治
29
年

（
１
８
９
６
）
で
世
を
去
り
、
鼓
山
は
こ
の
時
18

歳
だ
っ
た
の
で
、
賛
は
時
を
経
て
加
え
ら
れ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
鼓
山
は
父
拝
山
と
も
合
作
を
お

こ
な
っ
て
お
り
、
梅
仙
と
拝
山
の
没
後
は
折
々
に
追

討
の
書
画
会
を
催
す
な
ど
、
祖
父
と
父
の
顕
彰
と

供
養
に
つ
と
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
（
井
形
栄
子
）

紙
本
着
色
・
掛
幅
装　

１
５
１
×
４
０
・
４
㎝　

制
作
年
不
詳　

吉
嗣
家
資
料

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

　

画
面
中
央
、
男
が
ひ
と
り
、
地
面
に
両
膝
を
つ
い

て
い
ま
す
。
背
後
に
大
き
な
柴
の
束
が
あ
り
ま
す
か

ら
樵
し
ょ
う

夫ふ

で
し
ょ
う
か
。
体
は
や
や
前
傾
な
が
ら
、
顔

は
上
空
に
む
け
て
、
左
手
に
は
瓢
ひ
さ
ご

を
握
り
、
右
手
は

何
か
を
受
け
と
め
る
か
の
よ
う
に
さ
し
だ
し
て
い
ま

す
。
画
面
む
か
っ
て
左
上
方
に
ほ
の
か
に
み
え
る
五
筋

の
淡
い
墨
線
は
瀧
で
す
。

　

こ
の
図
は
、
お
酒
を
好
む
老
父
の
た
め
に
い
つ
も
お

酒
を
買
い
も
と
め
て
い
た
極
貧
の
男
が
お
酒
の
わ
き
で

る
霊
泉
を
発
見
す
る
と
い
う
、
養
老
瀧
説
話
の
一
場

面
で
す
（
金か
な

井い

紫し

雲う
ん

『
東と

う

洋よ
う

畫が

題だ
い

綜そ
う

覽ら
ん

』
）
。

　

養
老
瀧
図
の
多
く
は
、
流
れ
る
お
酒
を
汲
む
と
こ

ろ
、
時
の
帝
み
か
ど

の
行

ぎ
ょ
う

幸こ
う

の
様
子
な
ど
が
描
か
れ
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
図
は
、
う
や
う
や
し
く
天
を
仰
ぎ
み
る

人
物
の
姿
勢
、
驚
き
と
喜
び
を
と
も
に
あ
ら
わ
す
仕

草
と
表
情
か
ら
、
奇
跡
に
遭
遇
し
た
瞬
間
を
と
ら
え

た
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
図
様
の
選
択
と
細
部
の

表
現
は
、
秋
し
ゅ
う

圃ほ

そ
の
人
に
備
そ
な
わ
っ
て
い
た
、
人
知

を
超
え
た
で
き
ご
と
へ
の
畏
敬
の
念
や
、
敬
老
や
孝
養

と
い
う
慈
し
み
の
心
に
由
来
す
る
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

（
小
林
法
子
）

今
号
よ
り
Ｑ
Ｒ
コ
ｰ
ド
が
復
活
し
ま
し
た
︒
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒


