
の
う
ち
瀬
戸
内
海
に
つ
い
て
記
し
た
下
巻
の
文
章
を

ベ
ー
ス
と
し
て
、
適
宜
内
容
を
省
略
す
る
な
ど
し
た

本
文
に
、
新
た
に
挿
絵
を
加
え
て
再
構
成
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
挿
絵
は
最
後
ま

で
描
か
れ
る
も
の
の
、
本
文
は
途
中
ま
で
し
か
記
さ

れ
ず
、
本
来
本
文
が
入
る
べ
き
所
が
白
紙
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
未
完
成
の
稿
本
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

秋
圃
の
落
款

　

こ
の
資
料
の
上
巻
最
後
の
挿
絵
で
あ
る
陰い
ん

陽よ
う

石せ
き

図ず

（
図
１
）
に
「
秋
圃
」
と
署
名
が
あ
り
ま
す
。
絵
の

雰
囲
気
、
と
く
に
人
物
表
現
は
齋
藤
家
資
料
《
綾あ
や

部べ

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

社し
ゃ

参さ
ん

図ず

》
（
図
２
）
に
も
通
じ
る
、
秋
圃

ら
し
い
書
き
ぶ
り
が
見
ら
れ
ま
す
。
『
江
海
風
帆
録
』

に
は
風
景
図
・
寺
社
境
内
図
・
物
語
図
な
ど
多
様

な
挿
絵
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
な
か
で
も
こ
う
し
た

風
俗
図
に
は
、
秋
圃
の
絵
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
ま

す
。

　

『

江
海
風
帆
録
』
の
書
き
損
じ
？

　

齋
藤
家
資
料
に
は
『
江
海
風
帆
録
』
の
本
文
と
挿

絵
そ
の
ま
ま
の
内
容
を
も
つ
画
稿
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

《
大
里
浜
図
》
（
図
３
）
は
『
江
海
風
帆
録
』
の
上

巻
４
丁
目
（
図
４
）
と
一
致
し
て
お
り
、
本
文
の
末

尾
の
行
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
き
損
じ
な
い
し

下
書
き
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
同
じ
よ
う
な

資
料
が
齋
藤
家
資
料
中
に
数
点
確
認
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
直
接
的
な
証
拠
以
外
に
も
、
齋
藤
家
資
料

中
に
『
江
海
風
帆
録
』
の
挿
絵
と
酷
似
す
る
画
稿
が

あ
り
、
挿
絵
の
多
く
は
秋
圃
筆
と
認
め
て
よ
い
と
思
い

ま
す
。
詩し

賛さ
ん

や
句く

賛さ
ん

（
漢
詩
や
俳は

い

諧か
い

の
発ほ

っ

句く

を
絵
の

賛
文
と
し
た
も
の
）
の
作
者
に
は
頼ら
い

山さ
ん

陽よ
う

や
田た

口ぐ
ち

四し

軒け
ん

と
い
っ
た
秋
圃
と
交
流
の
あ
る
人
物
の
名
が
確
認
さ

れ
、
『
江
海
風
帆
録
』
の
制
作
背
景
を
考
え
る
上
で
の

示
唆
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
ご
家
庭
に
も
秋
圃
を
始
め
と
す
る
太

宰
府
の
絵
師
の
作
品
が
眠
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
本
市
で
は
絵
師
の
家
に
伝
わ
る
資
料
の
整
理
と

と
も
に
、
太
宰
府
お
よ
び
そ
の
近
辺
に
遺
る
太
宰
府

の
絵
師
の
作
品
の
情
報
を
収
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
（
朱
雀
信
城
）

　

小
倉
～
大
坂
間
の
案
内
記

　

今
回
は
太
宰
府
の
絵
師
齋さ

い

藤と
う

秋
し
ゅ
う

圃ほ

の
作
品
と
し

て
本
市
か
ら
遠
く
離
れ
た
愛
知
県
西
尾
市
岩
瀬
文

庫
所
蔵
の
『
江
海
風
帆
録
』
を
紹
介
し
ま
す
。

　

『
江
海
風
帆
録
』
は
上
下
２
冊
、
豊
前
小
倉
か
ら

大
坂
天
満
橋
に
至
る
各
地
の
名
所
旧
跡
を
本
文
と

挿
絵
と
で
紹
介
す
る
海
路
案
内
記
で
す
。
も
と
も
と

宝ほ
う

永え
い

元
年
（
１
７
０
４
）
の
序
文
を
持
ち
、
福
岡

藩
士
吉よ
し

田だ

重し
げ

昌ま
さ

ら
に
よ
る
文
章
の
み
か
ら
な
る
『
江こ

う

海か
い

風ふ
う

帆は
ん

草そ
う

』
（
全
３
巻
）
と
い
う
地
誌
が
あ
り
、
そ図１『江海風帆録』上巻「陰陽石図」( 西尾市岩瀬文庫所蔵 )

　

大
宰
府
政
庁
跡
の
北
に
聳そ
び

え
る
四
王
寺
山
は
、
古

く
こ
こ
に
大
野
城
が
築
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
野
山
、

大お
お

城き

山や
ま

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

『

太だ

ざ

い

ふ

に

じ

ゅ

う

し

え

い

宰

府

廿

四

詠

』
（

明

治

17

年

刊

）

は
、

吉よ
し
つ
ぐ
は
い
ざ
ん

嗣
拝
山
の
識し

き

ご語
に
よ
る
と
、
父
梅ば
い
せ
ん仙
が
描
い
た
、

太
宰
府
に
遺
る
十
二
古こ

物ぶ
つ

、
十
二

勝
し
ょ
う

区く

の
図
に
、
拝

山
自
身
が
題
詩
を
添
え
て
、
そ
れ
ら
の
古
物
・
勝
区

を
世
人
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
公
に
し
た
、
と
記

し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
十
二
古
物
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
大
城
山
焦
米
」
が
、
十
二
勝
区
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
大

城
山
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
物
「
大
城
山
焦
米
」

で
は
天
正
の
乱
、
つ
ま
り
岩
屋
城
合
戦
で
焼
け
た
米
が

今
で
も
遺
っ
て
い
る
と
記
し
、
ま
た
、
勝
区
「
大
城
山
」

で
は
、
城
跡
の
荒
廃
し
た
さ
ま
を
「
頭と
う

童ど
う

歯し

豁か
つ

人
」（
頭

が
禿
げ
て
歯
が
抜
け
落
ち
た
老
人
の
意
）
に
た
と
え
て

詠
じ
て
い
ま
す
。

　

四
王
寺
山
は
、
往
時
の
大
野
城
や
岩
屋
城
の
遺
跡

が
あ
り
、
ま
た
林
道
も
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
比

較
的
簡
便
に
登
山
が
で
き
る
山
と
し
て
人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。
（
重
松
敏
彦
）

図２《綾部八幡宮社参図》部分

図３《大里浜図》

図４『江海風帆録』上巻 4 丁目　

　　　　　　( 西尾市岩瀬文庫所蔵 )

ウラ オモテ

（上）大宰府政庁跡から

　　  望む四王寺山　　

（右）『太宰府廿四詠』

　　  大城山



び
、
目
じ
り
が
上
が
っ
た
真
剣
な
面
持
ち
を
呈
し
て
い

ま
す
。
余
白
に
両
目
の
輪
郭
と
瞳
を
抜
き
描
き
し
て
い

ま
す
。
全
１
０
３
紙
か
ら
な
る
《
人
物
図
冊
》
に
含

ま
れ
る
こ
の
図
は
、
秋
圃
が
数
多
く
手
が
け
た
人
物
写

生
の
一
例
で
す
。

　

こ
の
男
性
は
福
岡
藩
の
儒じ
ゅ
し
ゃ者

亀
井
南
冥
（
１
７
４
３

～
１
８
１
４
）
で
あ
る
こ
と
が
墨
書
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

南
冥
の
肖
像
と
し
て
有
名
な
、
白
紙
を
前
に
筆
硯
と
短

刀
を
両
脇
に
置
い
て
端た

ん

ざ座
す
る
姿
の
著

ち
ゃ
く
し
ょ
く
が

色
画
（
福
岡
市

博
物
館
所
蔵
）
と
は
異
な
り
、
墨
線
を
引
き
重
ね
て

顔が
ん
ぼ
う貌

が
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
人
の
間
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
南
冥
が
着
賛
し

た
秋
圃
筆
《
双
鹿
図
》
（
文
化
２
年
〔
１
８
０
５
〕
、

福
岡
市
博
物
館
所
蔵
）
な
ど
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

南
冥
を
秋
圃
が
ス
ケ
ッ
チ
す
る
間
、
ど
の
よ
う
な
会
話

が
交
わ
さ
れ
た
の
か
、
聞
い
て
み
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
小
林
知
美
）

　

瞳
の
大
き
な
目
、
長
い
眉
毛
、
削
げ
た
頬
が
印

象
的
な
、
同
一
男
性
と
思
わ
れ
る
頭
部
が
二
つ
描
か

れ
て
い
ま
す
。
左
は
唇
を
開
き
、
拳
を
口
元
に
寄
せ
、

目
じ
り
が
下
が
っ
た
和
ら
い
だ
表
情
、
右
は
唇
を
結

　

『
太た
い

平へ
い

記き

』
の
忠
臣
を
描
く

　

児
島
高
徳
は
、
南
北
朝
時
代
前
期
に
南
朝
方
で
活

躍
し
た
武
将
で
す
。
鎌
倉
幕
府
討
伐
に
失
敗
し
て
隠お

岐き

に
流
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
後
醍
醐
天
皇
を
救
出

す
べ
く
宿
所
に
忍
び
込
ん
だ
高
徳
が
、
そ
れ
を
果
た

せ
ず
、
桜
の
幹
に
忠
誠
を
誓
う
詞
句
を
書
い
た
と
い

う
、
軍
記
物
語
『
太
平
記
』
の
逸
話
で
知
ら
れ
、
絵

馬
や
浮
世
絵
の
画
題
に
も
し
ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。

縦
１
８
５
セ
ン
チ
、
横
80

セ
ン
チ
の
、
継
ぎ
目
の
な

い
大
き
な
一
枚
板
の
画
面
に
は
、
甲
冑
の
上
に
蓑
を

ま
と
っ
た
高
徳
が
、
花
咲
く
桜
の
木
に
ま
さ
に
文
字

を
書
き
付
け
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

息
子
拝
山
の
賛

　

絵
を
描
い
た
の
は
吉
嗣
梅
仙
。
画
を
生な
り

業わ
い

と
し

た
吉
嗣
家
の
初
代
で
す
。
画
面
向
か
っ
て
右
下
に

「
七
十
三
翁　

梅
僲
寫
」
と
墨
書
さ
れ
、
明
治
22

年

（
１
８
８
９
）
に
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
奉

納
は
明
治
24

年
）
。
描
線
は
伸
び
や
か
で
安
定
感
が

あ

り
、

足

首
を
キ
ュ
ッ

と
す
ぼ
め

て
足

先
は

大
き
く
外

に
開

く
よ

う
な
緩
急
の
つ
け
方
な
ど
、
齋
藤
秋
圃
に
学
ん
だ
こ

と
を
う
な
づ
か
せ
る
表
現
も
看
取
さ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
経
年
に
よ
る
劣
化
で
判
読
し
づ
ら
く
な
っ

て
い
ま
す
が
、
画
面
左
上
に
は
「
一
樹
墨
痕
留
十
字　

千
秋
忠
節
説
三
郎　

辛
卯
春
晩
題　

一
聯
拝
山
左

手
」
の
墨
書
も
あ
り
ま
す
。
一
本
の
木
に
刻
ま
れ
た

十
文
字
は
、
永
遠
に
三
郎
（
高
徳
）
の
忠
節
を
伝

え
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
の
賛
文
は
、
梅
仙
の
息
子

で
あ
る
拝は
い

山ざ
ん

が
記
し
た
も
の
で
す
。

　

梅
仙
と
絵
馬

　

本
作
品
は
、
４
５
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
岩い
わ

戸と

神か

楽ぐ
ら

で
有
名
な
、
筑
紫
野
市
の
山や
ま

家え

宝ほ
う

満ま
ん

宮ぐ
う

の

拝
殿
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
拝
殿
に
は
他
に
《
神じ
ん

宮ぐ
う

皇こ
う

后ご
う

伝で
ん

絵え

絵
馬
》
（
嘉か

永え
い

２
年
〔
１
８
４
９
〕

奉
納
）
も
掛
か
り
、
現
在
は
別
置
さ
れ
て
い
る
《
宝ほ
う

満ま
ん

宮ぐ
う

普ふ

請し
ん

図ず

》
（
弘こ

う

化か

２
年
〔
１
８
４
５
〕
奉
納
）

な
ど
全
部
で
７
面
の
梅
仙
の
絵
馬
が
現
存
し
て
い
ま

す
。
筑
紫
野
市
、
嘉
麻
市
、
飯
塚
市
域
を
中
心
と

し
た
神
社
に
は
梅
仙
の
絵
馬

が
多
数
あ
り
、
そ
の
数
は
福

岡
県
内
だ
け
で
１
０
０
点
を

こ
え
ま
す
。
20

代
か
ら
70

代

の
終
わ
り
ま
で
幅
広
い
年
代

の
作
品
が
あ
っ
て
、
梅
仙
が

絵
馬
師
さ
な
が
ら
に
健
筆
を

走
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
（
井
形
栄
子
）

拝山の賛

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

　

春
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
だ
1

月
下
旬
の
寒
い

季
節
で
す
が
、
旧
暦
で
は
正
月
か
ら
３
月
ま
で
が

春
と
さ
れ
て
お
り
、
正
月
の
こ
と
を
新し
ん

春し
ゅ
んと
呼
ぶ
の

は
こ
の
た
め
で
す
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る

字
は
、
福
岡
藩
主
黒く
ろ

田だ

長な
が

溥ひ
ろ

に
よ
る
延え
ん

寿じ
ゅ

王お
う

院い
ん

訪
問
の
際
、
齋

藤
秋
圃
が
画
を
描
い

た
と
す
る
書
付
に
書
か
れ
た
「
春
」
で
す
。
「
三
」

と
「
人
」
が
く
っ
つ
い
た
よ
う
な
上
部
は
、
く
ず
し

字
で
は
一
画
目
を
横
に
引
い
た
後
、
二
画
目
を
縦
に

下
ろ
し
、
そ
の
後
横
に
三
本
線
が
ひ
か
れ
て
い
ま
す
。

部
首
の
「
日
」
部
分
は
カ
タ
カ
ナ
の
「
ム
」
の
よ
う
に

小
さ
く
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
春
二
月
」

と
書
い
て
あ
る
の
で
、
今
の
３
月
に
あ
た
り
ま
す
。

　

「
春
」
と
い
う
漢
字
は
、
も
と
も
と
「　

  

」
と
い
う

旧
字
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
「
艸
」
と
「
屯
」
と
「
日
」

の
三
文
字
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
真
ん
中
の
「
屯
」
は

草
が
伸
び
出
よ
う
と
す
る
様
子
を
表
す
漢
字
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
暖
か
く
な

る
に
つ
れ
、

少

し
ず
つ
新
芽
が

出
て
き
て
、
ま

さ
し
く
春
の
息

吹
を
感
じ
る
季

節
と
な
り
ま
す
。

　

（
木
村
純
也
）

紙本墨画／ 24.5 × 21.8cm

今
回
は
記
念
す
べ
き
第
10

号
。
２
０
２
２
年
も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

板地著色　明治 24 年奉納
筑紫野市・山家宝満宮所蔵

《書付》安政 6 年（1859）　齋藤家資料


