
ち
」
の
折
で
し
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
『
太
宰
府
市

史
―
建
築
・
美
術
工
芸
資
料
編
』
の
発
刊
記
念
を

兼
ね
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の

少
な
か
っ
た
近
代
の
太
宰
府
に
焦
点
を
当
て
、
太
宰

府
の
絵
師
と
各
地
の
文
人
と
の
多
彩
な
交
流
の
一
端

を
ご
紹
介
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
と
き
、
紙
幅
の
都
合
で
市
史
に
掲
載
で
き
な

か
っ
た
関
連
資
料
の
継
続
的
な
調
査
、
中
で
も
印
章

調
査
の
実
施
が
、
作
品
の
制
作
年
代
や
真し
ん

贋が
ん

の
特
定

に
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で

ま
ず
、
多
く
の
印
章
を
伝
え
て
き
た
吉
嗣
家
の
ご
協

力
を
得
て
、
計
２
５
３
顆か

の
印
章
・
印
材
を
文
化
ふ

れ
あ
い
館
で
お
預
か
り
し
、
展
覧
会
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
調
査
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

市
民
と
の
共
同
作
業

　

調
査
は
、
印
章
の
収
蔵
場
所
の
確
保
に
は
じ
ま

り
、
個
体
の
形
や
材
質
の
分
類
、
計
測
、
ナ
ン
バ
リ

ン
グ
、
印
面
の
撮
影
と
押
印
作
業
な
ど
を
10

年
に
わ

た
っ
て
行
い
ま
し
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
調
査
に
市

民
の
参
加
を
頂
い
た
こ
と
で
す
。
館
が
主
催
し
た
拓

本
講
座
の
卒
業
生
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
し
た
市
民

団
体
「
太
宰
府
拓
友
会
」
は
、
講
座
で
学
ん
だ
知

識
と
技
術
の
維
持
向
上
の
た
め
、
主
に
市
内
の
石
碑

を
採
拓
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
長
年
の
活
動
実
績
と

高
い
技
術
を
活
か
し
て
調
査
へ
の
協
力
を
お
願
い
し

た
と
こ
ろ
、
「
市
民
が
貴
重
な
資
料
に
直
接
触
れ
ら
れ

る
絶
好
の
勉
強
の
機
会
」
と
喜
ん
で
頂
き
、
大
小
さ

ま
ざ
ま
な
印
面
の
押
印
、
ま
た
印
章
側
面
の
細
字
（
側

款
）
の
採
拓
、
そ
の
た
め
の
道
具
づ
く
り
や
紙
選
び

な
ど
に
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

今
後
に
期
待
す
る
こ
と

　

調
査
に
市
民
の
目
線
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
逆
に

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
多
く
の
関
連
情
報
が
館
に
集

ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
太
宰
府
市
内
や
周
辺
地

域
は
も
と
よ
り
、
九
州
各
県
、
そ
し
て
全
国
各
地
に
、

ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
太
宰
府
の
絵
師
た
ち
の
作
品

が
数
多
く
眠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
格
的
な

調
査
は
絵
師
調
査
チ
ー
ム
に
引
き
継
が
れ
、
研
究
も

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
一
人
で
も
多
く
の
方

に
関
心
を
寄
せ
て
頂
く
こ
と
で
調
査
の
裾
野
が
さ
ら
に

広
が
り
、
絵
師

を
介
し
て
近
代

の
太
宰
府
に
花

開
い
た
文
化
が

ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
、
解

明
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
井
上
理
香
）

　
印
章
調
査
の
は
じ
ま
り

　

令
和
3

年
3

月
、
太
宰
府
の
絵
師
調
査
事
業
の
一

環
と
し
て
、
「
吉
嗣
家
資
料
【
印
章
編
】」
が
刊
行

さ
れ
ま
し
た
。
３
０
０
点
を
超
え
る
印
章
や
印
材
の

画
像
が
関
連
情
報
と
と
も
に
収
録
さ
れ
、
江
戸
末

期
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
吉
嗣
家
三
代

の
絵
師
た
ち
の
足
跡
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

印
章
調
査
の
必
要
性
が
最
初
に
説
か
れ
た
の
は
、

平
成
10

年
（
１
９
９
８
）
5

月
に
太
宰
府
市
文
化

ふ
れ
あ
い
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
示
「
太
宰
府
の

絵
師
―
齊
藤
秋
圃
・
吉
嗣
家
・
萱
島
家
の
絵
師
た平成 10 年度特別展の様子

　

宝
満
山
を
登
っ
て
ゆ
く
と
、
８
合
目
あ
た
り
に
目
立

つ
姿
の
巨
石
が
あ
り
ま
す
。
鼎
か
な
え

形が
た

に
三
つ
並
ん
だ
様
子

が
鍋
や
釜
を
据
え
る
か
ま
ど
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
竈

門
山
の
名
の
由
来
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
石
は
竈
門
岩
と

称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
竈
門
岩
は
い
つ
の
頃
か
一
石
が
倒
れ
て
苔

に
埋
ま
っ
て
い
た
と
い
い
、
江
戸
時
代
の
文
化
13

年

（
１
８
１
６
）
に
再
興
さ
れ
ま
し
た
。
三
石
の
ひ
と
つ

で
あ
る
亀
岩
に
再
興
事
業
の
由
緒
が
刻
ま
れ
て
い
て
、

時
の
天
満
宮
座ざ

す主
が
信
雅
、
施
主
は
魚う

お

屋や

武た
け

四し

郎ろ
う

で

あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
魚
屋
武
四
郎
は
天
満
宮

に
《
町ま
ち

並な
み

図ず

絵え

馬ま

》
を
奉
納
し
て
い
る
博
多
の
商
人
で
、

こ
の
絵
馬
の
筆
者
は
齋
藤
秋
圃
で
す
。
齋
藤
家
資
料

中
に
は
「
魚
屋
武
四
郎
父
」
と
書
き
込
み
の
あ
る
人

物
の
画
稿
も
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
三
石
の
う
ち
一
石
に
は
、
大
き
く
「
仙
竈
」

の
二
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
書
は
博
多
の
禅

僧
で
絵
を
よ
く
し
た
仙せ
ん
が
い
お
し
ょ
う

厓
和
尚
の
も
の
で
す
。
齋
藤
秋

圃
と
も
親
し
か
っ
た
仙
厓
は
、
何
度
も
太
宰
府
を
訪
れ

て
お
り
、
宝
満
山
や
都
府
楼
、
観
世
音
寺
の
風
景
を

描
い
た
作
品
を
の
こ
し
て
い
ま
す
。
（
井
形
栄
子
）

作業中の太宰府拓友会の皆さん

（上）

宝満山中の竈門岩

（左）

《魚屋武四郎父》

齋藤家資料

( 上 ) 印の側款を採る

( 下 ) 印面に印泥をつけ押印

する作業



れ
、
虎
に
乗
っ
て
寺
内
を
歩
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
寒

山
と
拾
得
は
、
豊
干
の
弟
子
と
さ
れ
る
隠
者
で
、
寒
山

は
巻
物
を
、
拾
得
は
箒
を
持
っ
た
姿
で
描
か
れ
る
こ
と

が
多
い
で
す
。
三
人
と
も
に
、
古
来
、
流
派
を
問
わ
ず

多
様
な
絵
画
に
描
か
れ
て
き
た
人
物
た
ち
で
す
が
、
な

か
で
も
こ
の
画
題
は
、
禅
の
悟
り
の
境
地
を
示
す
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

画
面
手
前
に
い
る
の
は
、
輪
郭
線
を
用
い
ず
に
墨
の

ぼ
か
し
を
活
か
し
て
描
く
、
い
わ
ゆ
る
没
骨
の
技
法
で

表
現
さ
れ
た
虎
で
す
。
丸
ま
っ
た
寝
姿
は
猫
の
よ
う
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
奥
に
、
縦
に
連
な
る
構
図
で
描
か

れ
る
豊
干
、
寒
山
、
拾
得
は
、
膝
を
抱
え
て
ま
ど
ろ

ん
で
い
ま
す
。
モ
チ
ー
フ
の
丸
い
形
態
が
呼
応
し
合
い
、

皆
が
微
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
の
も
あ
っ
て
、
画
題
の

難
解
で
深
遠
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
画
中
に
は
柔

ら
か
で
和
や
か
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
日
野
綾
子
）

　

今
年
の
干え

と支
に
ち
な
み
、
虎
の
描
か
れ
た
画
稿
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
四
睡
図
と
は
、
中
国
・
唐
時
代

の
高
僧
で
あ
る
豊ぶ

干か
ん

禅ぜ
ん

師じ

と
、
虎
、
寒か

ん

山ざ
ん

、
拾じ

っ

得と
く

の
四
者
が
眠
る
姿
を
描
い
た
絵
画
の
こ
と
で
す
。
豊

干
禅
師
は
天
台
山
国こ
く

清せ
い

寺じ

の
僧
で
、
奇
行
で
知
ら

　
源
平
合
戦
の
名
場
面

　

源
氏
の
武
将
熊
谷
直
実
が
平
家
の
若
武
者
平
敦

盛
を
一
騎
打
ち
の
末
に
手
に
か
け
る
と
い
う
『
平
家

物
語
』
一
ノ
谷
合
戦
の
話
を
主
題
と
し
て
い
ま
す
。

わ
が
子
と
同
じ
年
頃
の
少
年
を
討
つ
と
い
う
、
悲

し
く
無
常
な
物
語
は
、
能
や
文
楽
の
題
材
と
な
り
、

絵
馬
や
屏
び
ょ
う

風ぶ

、
浮
世
絵
な
ど
、
絵
画
の
主
題
と
し

て
も
多
く
採
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

秋
圃
の
個
性
が
全
開

　

画
面
は
、
海
へ
逃
れ
よ
う
と
す
る
敦
盛
を
、
追
っ

て
き
た
直
実
が
扇
を
広
げ
て
呼
び
止
め
る
瞬
間
を

描
い
て
い
ま
す
。
母ほ

衣ろ

（
後
方
か
ら
の
攻
撃
か
ら
身
を
守

る
防
具
）
の
赤
と
白
、
馬
の
毛
色
の
白
と
黒
、
追
う

直
実
と
振
り
返
る
敦
盛
の
動
と
静
、
と
い
う
よ
う
に
、

モ
チ
ー
フ
は
対
比
的
に
描
か
れ
、
激
し
く
も
美
し
い

弧
線
を
連
ね
る
白
波
が
、
劇
的
な
場
面
を
演
出
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
画
面
は
左
上
部
を
雲
で
区
切
っ

て
遠
景
と
し
て
い
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
源
氏
の

白
旗
に
先
導
さ
れ
た
武
士
の
一
行
が
と
て
も
小
さ
く

描
か
れ
て
い
て
、
弁べ
ん

慶け
い

ら
し
き
人
物
も
見
え
ま
す
。

　

色
や
動
き
、
構
図
な
ど
に
、
対
比
や
強
弱
、
緩

急
を
つ
け
る
点
が
秋
圃
作
品
の
特
徴
で
す
が
、
本

作
品
に
は
そ
れ
ら
が
見
事
に
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
絵
馬
の
〝
周
囲
〟
に
も
目
を
向
け
よ
う

　

こ
の
絵
馬
に
は
枠
の
上
部
に
「
奉
掛
御
宝
前
」
、

向
か
っ
て
右
に
「
天
保
十
一
年
」
、
左
に
「
庚
子
二

月
吉
日　

氏
子
中
」
と
銘
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
画

中
に
「
秋
圃
」
の
墨
書
が
あ
り
ま
す
。
天
保
11

年

（
１
８
４
０
）、
齋
藤
秋
圃
が
69

才
の
時
に
奉
納
し

た
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。
同
市
山
口
に
か
つ
て
あ
っ

た
大お
お

山や
ま

祇ず
み

神じ
ん

社じ
ゃ

に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
の
絵
馬
は
、

現
在
は
下
ろ
さ
れ
て
筑
紫
野
市
歴
史
博
物
館
の
所

蔵
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

絵
馬
は
枠
や
裏
面
に
年
紀
や
祈
願
の
内
容
、
寄

進
者
名
な
ど
が
刻
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
神
社
や

地
域
の
貴
重
な
記
録
史
料
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

絵
馬
に
は
「
氏
子
中
」
と
記
す
の
み
で
す
が
、
そ

の
氏
子
た
ち
が
財
を
集
め
、
当
代
随
一
の
絵
師
齋

藤
秋
圃
に
制
作
を
依
頼
す
る
よ
う
な
、
何
か
大
き

な
出
来
事
が
あ
っ

た
と
想
像
さ
れ
ま

す
。
さ
て
、
敦
盛

と
直
実
に
託
さ
れ

た
願
い
は
何
だ
っ

た
の
か
と
、
思
い

を
め
ぐ
ら
せ
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
　

（
井
形
栄
子
）

部分図

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

　

右
の
画
稿
鑑
賞
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

今
年
は
寅
年
で
、
干
支
で
い
う
と
「
壬
み
ず
の
え

寅と
ら

」
に
あ

た
り
ま
す
。
十じ
っ

干か
ん

と
十
じ
ゅ
う

二に

支し

を
組
み
合
わ
せ
る
干

支
は
60

年
周
期
と
な

り
、
齋
藤
家
や
吉
嗣

家
の
資
料
に
も
今
か

ら
１
２
０
年
前
や

１
８
０
年
前
の
「
壬
寅
」
の
文
字
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

画
像
を
見
る
と
、
「
壬
」
は
一
画
目
の
払
い
は
そ

の
ま
ま
で
す
が
、
「
士
」
部
分
は
筆
順
が
通
常
と
異

な
り
、
縦
線
か
ら
始
ま
り
「
の
」
の
よ
う
に
書
い
て

下
の
横
線
へ
と
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
「
寅
」
は
ウ
冠
の

下
が
ひ
ら
が
な
の
「
ゑ
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

の
が
特
徴
的
で
す
。
下
の
字
と
合
わ
せ
て
「
壬
寅
春
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
年
代
と
季
節
が
こ
こ
か
ら
分
か
り

ま
す
。

　

こ
の
資
料
は
筑
前
出
身
で
南
画
家
と
し
て
活
躍
し
た

中な
か

西に
し

耕こ
う

石せ
き

を
描
い
た
も
の
で
、
絵
を
木き

村む
ら

耕こ
う

巌が
ん

、
題
字

を
宮み
や

小こ
う

路じ

浩こ
う

潮ち
ょ
う、
賛
文
を
吉よ
し

嗣つ
ぐ

拝は
い

山ざ
ん

が
書
い
て
い
ま
す
。

耕
巌
・
拝
山
は
中
西
耕
石
に
師
事
し
た
門
下
生
で
し

た
。
本
資
料
は
明
治
35

年
（
１
９
０
２
）
に
太
宰
府

天
満
宮
で
執
り
行
わ
れ
た
中
西
耕
石
の
二
十
回
忌
の

際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
三
人
の
耕
石
に

対
す
る
追
慕
の
念
が
う
か
が
え
ま
す
。
（
木
村
純
也
）

紙本墨画　24.5 × 21.8cm

壬
寅
に
は
「
成
長
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
か
。
宰
府
画
報
も
号
を
重
ね
て
い
け
ま
す
よ
う
に
。

板絵著色　114.5 × 151.7㎝
天保 11 年（1840）奉納
筑紫野市歴史博物館所蔵

【
四し

睡す
い

図ず

】

【
壬
寅
】

《
中
西
耕
石
像
》
明
治
35
年
（
１
９
０
２
）
吉
嗣
家
資
料


