
出
版
に
は
至
ら
ず
、
現
在
原
本
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
の
10
巻
本
は
未
完
成
の
稿こ
う

本ほ
ん

で
す
。

  

挿
絵
の
筆
者

　

『
図
会
』
の
挿
絵
の
数
は
約
２
５
０
図
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ま
で
は
、
一
部
の
図
を
除
い
て
、
文
字
も

挿
絵
も
す
べ
て
玉
蘭
が
書
い
た
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
『
図
会
』
の
凡
例
に
、
「
余
よ
お
の
ず
か
ら
こ
れ

自
是
を

画え
が

」
き
、
「
友ゆ

う

人じ
ん

の
補ほ

画が

ハ
、
其そ

の

名な

を
記し

る

す
」
と
あ

る
た
め
で
す
。
確
か
に
12
図
に
９
名
の
人
物
の
署
名

が
あ
る
の
み
な
の
で
、
そ
れ
以
外
の
全
て
を
玉
蘭
が

描
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
挿
絵
全
体

を
見
渡
す
と
、
玉
蘭
独
り
が
描
い
た
と
は
考
え
が
た

い
、
複
数
の
作
風
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
こ

こ
で
再
び
凡
例
を
見
る
と
続
き
が
あ
っ
て
、
「
人じ
ん

物ぶ
つ

の
画が

ハ
諸し

ょ

家か

に
需も

と

」
め
た
と
、
先
の
補
画
と
は
別
に
、

人
物
を
描
く
図
も
ま
た
複
数
の
絵
師
に
依
頼
し
た
と

読
み
取
れ
る
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。

  

齋
藤
家
資
料
か
ら
の
大
発
見

　

さ
て
、
齋
藤
家
資
料
報
告
書
の
刊
行
か
ら
ま
も
な

い
２
０
１
８
年
の
と
あ
る
日
、
当
時
文
化
財
課
で
調

査
チ
ー
ム
を
と
り
ま
と
め
て
い
た
宮
崎
亮
一
氏
か
ら
、

『
図
会
』
の
挿
絵
と
雰
囲
気
が
似
た
絵
が
資
料
中
に

あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
ど
き
ど
き
し
な
が

ら
見
て
み
る
と
、
下
図
の
通
り
互
い
に
よ
く
似
た
図

柄
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
人
物
を
描
く
図
で

す
。
秋
圃
は
『
図
会
』
の
挿
絵
の
筆
者
の
一
人
で
は
な

い
か
と
思
い
、
資
料
を
再
び
探
し
て
み
る
と
、
ス
ケ
ッ

チ
な
ど
を
し
た
た
め
た
帳
面
の
用
紙
の
一
部
に
『
図
会
』

と
同
じ
書
体
の
「
筑
前
名
所
図
繪
」
の
文
字
が
摺
ら

れ
た
反ほ

故ご

紙し

（
不
要
紙
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
『
図
会
』
の
下
描
き
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
発
見
は
、
秋
圃

が
『
図
会
』
の
制
作
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
強
く
窺
う
か
が

わ
せ
る
も
の
で
す
。

　

玉
蘭
の
発
願
で
建
立
さ
れ
た
太
宰
府
天
満
宮
絵
馬

堂
に
は
秋
圃
の
絵
馬
が
掲
げ
ら
れ
、
両
者
は
知
己
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
玉
蘭
が
人
物
図
を
得

意
と
す
る
当
代
き
っ
て
の
絵
師
た
る
秋
圃
に
作
画
を
依

頼
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。（
井
形
栄
子
）

　

福
岡
を
代
表
す
る
地ち

誌し

の
ひ
と
つ

『
筑ち

く

前ぜ
ん

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』
（
以
下
、
『
図
会
』
）
は
、
『
筑ち
く

前
ぜ
ん
の

国く
に

続ぞ
く

風ふ

土ど

記き

』
『
筑ち
く

前
ぜ
ん
の

国く
に

続ぞ
く

風ふ

土ど

記き

附ふ

録ろ
く

』
な
ど
と

並
ぶ
、
福
岡
を
代
表
す
る
地
誌
の
ひ
と
つ
で
す
。
企

画
と
編
集
を
し
た
の
は
、
博
多
の
商
家
に
生
ま
れ
、

太
宰
府
に
も
暮
ら
し
た
、
文
化
人
の
奥お
く

村む
ら

玉
ぎ
ょ
く

蘭ら
ん

で

す
。
こ
の
『
図
会
』
は
、
筑
前
各
地
の
歴
史
や
風
土
、

風
俗
に
関
す
る
事
柄
が
、
豊
富
な
数
の
挿
絵
に
よ
っ

て
、
視
覚
的
に
理
解
し
や
す
い
と
い
う
点
に
大
き
な

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
序
文
に
文
政
４
年
（
１
８
２
１
）

の
年
紀
が
あ
り
、
こ
の
頃
完
成
し
た
よ
う
で
す
が
、

『筑前名所図会』巻４ 安楽寺鬼すべ図　福岡市博物館蔵

図右から

『筑前名所図会』巻６ 刈田図（部分）と《綾部八幡宮社参図》（部分）

『筑前名所図会』の柱題と《写生帖》の柱題

　※柱題…袋綴じ本の折り目部分に摺られる題目のこと

　

光こ
う
み
ょ
う
じ

明
寺
の
北
側
を
東
西
に
流
れ
る
染
川
は
藍
染
川

と
も
呼
ば
れ
る
、
古
来
よ
り
知
ら
れ
る
恋
物
語
ス
ポ
ッ

ト
で
す
。
話
の
あ
ら
す
じ
は
、
「
昔
、
天
満
宮
の
神
官

で
あ
る
中な
か
つ
か
よ
り
ず
み

務
頼
澄
が
、
京
で
梅う

め
つ
ぼ壺

と
い
う
女
性
と
恋
仲

に
な
り
梅う

め

ち

よ

千
世
と
い
う
男
子
を
も
う
け
ま
す
が
、
頼

澄
は
筑
紫
に
帰
り
母
子
と
は
離
れ
る
こ
と
に
。
歳
月

を
経
て
梅
壺
は
成
長
し
た
我
が
子
を
父
に
逢
わ
せ
よ

う
と
、
太
宰
府
ま
で
下
り
頼
澄
へ
手
紙
を
宛
て
ま
す
。

手
紙
を
見
た
頼
澄
の
妻
は
偽
り
の
返
事
を
書
き
梅
壺

母
子
を
追
い
返
そ
う
と
し
、
梅
壺
は
悲ひ

た

ん嘆
の
あ
ま
り

藍あ
い
ぞ
め
が
わ

染
川
に
身
を
投
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
残
さ
れ
た
梅
千

代
が
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
偶
然
通
り
か
か
っ
た
頼

澄
は
、
梅
壺
の
遺
書
に
よ
っ
て
事
情
を
知
り
、
梅
壺
の

蘇
生
を
天
満
天
神
に
祈
り
ま
す
。
す
る
と
不
思
議
な
こ

と
に
、
天
神
様
が
現
れ
梅
壺
は
生
き
返
っ
た
。」
と
い

う
も
の
で
す
。

　

こ
の
物
語
は
謡
よ
う
き
ょ
く

曲
「
藍
染
川
」
と
し
て
知
ら
れ
、「
染

川
」
と
い
う
語
は
和
歌
の
歌
枕
に
も
多
く
用
い
ら
れ
ま

し
た
。
明
治
期
に
太
宰
府
の
名
所
を
描
い
た
吉
嗣
拝

山
の
『
太だ

宰ざ
い

府ふ

廿
に
じ
ゅ
う

四し

詠え
い

』
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
は
水
量
の
僅
か
な
小
さ
な
川
で
す
が
、
「
梅う
め

壺つ
ぼ

侍じ

従じ
ゅ
う

蘇そ

生せ
い

の
碑ひ

」
が
残
さ
れ
、
か
つ
て
の
恋
愛
悲
話
を

偲
ば
せ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
木
村
純
也
）

「梅壺侍従蘇生の碑」と染川



　

鹿
の
絵
の
名
手
と
謳
わ
れ

た
齋
藤
秋
圃
に
か
か
わ
る
齋

藤
家
資
料
の
な
か
に
、
「
鹿

図
」
が
あ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
紹
介
す
る
の

は
そ
う
し
た
画
稿
の
な
か
の
一
点
で
、
淡
い
色
彩
が
施
さ
れ
た
本ほ
ん
　
が画

の
下
絵
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
す
。
こ
こ
で
は
二
頭
の
雌
雄
と
思
わ

れ
る
鹿
が
水
辺
に
遊
び
、
両
岸
に
は
薄
す
す
き

も
描
か
れ
秋
の
様
相
を
示

し
て
い
ま
す
。
紙
継
ぎ
も
矧は

が
れ
、
画
面
の
上
下
に
は
破
損
も
み
ら

れ
ま
す
が
、
資
料
の
な
か
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
画
稿
の
裏
面
に
は
「
廿
二
番
韋い
　
こ
う光
」
の
墨
書
を
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
齋
藤
家
の
な
か
で
韋
光
を
名
乗
る
の
は
秋
圃
の
長
子

璘り
ん
　
た
　
ろ
う

太
郎
で
、
文
政
11
年
（
１
８
２
８
）
に
家
督
を
継
ぎ
ま
す
が
、

そ
れ
か
ら
10
年
後
、
江
戸
に
お
い
て
出
奔
し
秋
月
藩
齋
藤
家
が
断

絶
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
韋
光
の
画
稿
が
き
ち
ん
と
の
こ
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
秋
圃
の
後
を
受
け
て
画
系
を
繋
い
だ
梅ば
い

圃ほ

の

意
志
を
み
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
齋
藤
家
資
料
に
は
10

点
余
の
「
韋
光
」
の
墨
書
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
橋
冨
博
喜
）

　

葵
氏
が
描
い
た
遊
郭
の
絵
本

　

筑
前
の
絵
師
あ
る
い
は
太
宰
府
の
絵
師
と
し
て
知

ら
れ
る
齋
藤
秋
圃
は
、
も
と
は
上か
み

方が
た

の
人
で
し
た
。

前
半
生
は
不
明
な
部
分
が
多
い
も
の
の
、
京
の
公
家

の
家
柄
に
生
ま
れ
、
30
歳
前
後
で
大
坂
に
移
り
住
み
、

遊ゆ
う

郭か
く

の
新
町
で
幇ほ
う

間か
ん

（
宴
席
で
座ざ

興き
ょ
うを
す
る
男
芸
人
）

と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
な
か
な
か
珍
し
い
経

歴
で
す
。
当
時
の
秋
圃
は
葵
あ
お
い

衞ま
も
りと
名
の
り
、
亦ま
た

助す
け

、

双そ
う

鳩
き
ゅ
う

子し

な
ど
と
も
号
し
て
い
ま
し
た
。
本
作
品
は
こ

の
頃
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
著
名
な
俳
人
や
遊
女

な
ど
の
俳
句
と
と
も
に
、
色
彩
豊
か
な
秋
圃
の
挿
絵

が
展
開
し
て
ゆ
く
冊
子
本
で
す
。

　

情
事
よ
り
常
時
を
描
く

　

艶
譜
と
い
う
と
、
浮
世
絵
の
春
し
ゅ
ん

画が

の
よ
う
に
男
女

の
な
ま
め
か
し
い
様
子
を
描
い
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
が
、
本
作
品
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
左
上
の
図
は
舞
い
の
伴
奏
者
で
あ
る

地じ

方か
た

の
女
性
が
三
味
線
な
ど
を
弾
く
様
子
を
、
下

の
図
は
遊
郭
近
く
の
蕎
麦
屋
の
賑
わ
い
を
描
い
て
い

ま
す
。
遊
郭
の
主
役
だ
け
で
な
く
、
裏
方
な
ど
様
々

な
人
々
の
日
常
や
、
来
訪
す
る
客
の
気
取
ら
な
い

姿
な
ど
が
、
新
町
を
隅
々
ま
で
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
秋
圃
の
鋭
い
観
察
眼
で
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

出
世
作
に
し
て
代
表
作

　

に
こ
や
か
な
笑
顔
と
丸
み
の
あ
る
体
型
、
見
る

者
を
く
す
り
と
笑
わ
せ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
仕
草
な

ど
、
秋
圃
の
人
物
表
現
に
は
な
ご
や
か
な
雰
囲
気

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
た
と
え
ば
上
の
図
を
見
る

と
、
右
上
に
余
白
を
と
り
、
反
対
に
左
下
に
は
モ

チ
ー
フ
を
凝
縮
さ
せ
て
構
図
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
た

り
、
蝋ろ
う

燭そ
く

と
炎
は
細
く
鋭
い
線
で
描
か
れ
て
い
て
、

画
面
を
き
り
り
と
引
き
締
め
て
い
ま
す
。
緩
急
の
あ

る
構
図
や
描
写
が
あ
る
種
の
心
地
よ
さ
を
生
み
出

す
点
が
秋
圃
作
品
の
特
徴
と
魅
力
だ
と
い
え
ま
す
。

　

彫
り
と
摺
り
の
技
巧
も
優
れ
た
『
葵
氏
艶
譜
』

は
人
気
を
博
し
て
版
を
重
ね
、
秋
圃
の
名
も
一
躍

有
名
と
な
り
ま
し
た
。
秋
圃
の
出
世
作
で
あ
り
、

そ
の
完
成
度
の
高
さ
か
ら
、
代
表
作
の
筆
頭
に
も

掲

げ

ら
れ
る

名
品
で
す
。

　

秋
圃
が
上

方
を
去
っ
て
九

州
に
来
た
り
、

筑
前
秋
月
藩

の
御

抱

え
絵

師

と

な
る
の

は
、

初

版

刊

行
か
ら
２

年

後
の
こ
と
で
す
。

（
井
形
栄
子
）

全３冊　紙本木版色刷　※図は福岡市博物館所蔵資料

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

　

昔
の
書
状
を
読

ん
で
い
る
と
「
ゟ
」

と
い
う
、
漢
字
の

よ
う
な
ひ
ら
が
な

の
よ
う
な
、
一
見
何

と
読
む
か
分
か
ら

な
い
字
を
見
か
け
ま
す
。
漢
字
の
「
与
」
や
ひ
ら

が
な
の
「
よ
」
に
似
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
「
よ
り
」

と
読
み
ま
す
。
合ご
う

字じ

と
呼
ば
れ
る
文
字
の
一
種
で
、

ひ
ら
が
な
の
「
よ
」
と
「
り
」
が
く
っ
つ
い
た
も

の
に
な
り
ま
す
。

　

合
字
は
複
数
の
漢
字
や
仮
名
な
ど
で
表
記
す

る
語
を
一
字
で
表
す
文
字
で
す
が
、
明
治
33
年

(

１
９
０
０)

の
《
小
学
校
令
施
行
規
則
》
に
よ
っ
て
一

音
に
つ
き
一
字
と
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
徐
々
に
使
用

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
「
ゟ
」
の
他
に
も
「
ヿ
（
コ
ト
）」
、

「
乄(

シ
テ)

」
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
合
字
が
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
手
書
き
が
主
流
の
時
代
は
こ
う
し
た

省
略
文
字
が
重

宝
さ
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

合
字
は
Ｐ
Ｃ

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
打
つ
こ
と
が

可

能
で
す
。

お

手
元
の
機
器
で

探
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

（
木
村
純
也
）

こ
れ
、
読
め
ま
す
か
？

紙本墨画淡彩　38.5 × 27.0cm

齋藤家資料「京遊日記」 より

２
０
２
１
年
も
あ
と
僅
か
。
来
年
も
宰
府
画
報
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い


