
之
部
、
夏
之
部
、
春
冬
之
部
の
順
で
、
文
政
年
間
に

名
古
屋
の
俳
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
そ
の
地
で
出

板
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
よ
そ
は
見
開
き
の
左
右
頁
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ひ
と

つ
ふ
た
つ
の
植
物
を
大
き
く
描
き
、
発
句
は
そ
の
余

白
を
埋
め
て
い
ま
す
。
画
の
多
く
は
、
疎
密
も
あ
り

ま
す
が
、
花
、
茎
や
葉
な
ど
そ
の
植
物
の
特
徴
を
実

物
に
違
わ
ず
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
発
句

の
作
者
は
芭
蕉
は
じ
め
古
今
の
人
々
、
在
所
は
陸
奥

か
ら
薩
摩
ま
で
日
本
各
地
に
及
び
ま
す
。

　

今
日
に
伝
存
す
る
『
艸
名
集
』
の
な
か
で
、
東
京

国
立
博
物
館
所
蔵
本
の
秋
之
部
の
目
録
に
は
14
人
の

絵
師
の
名
が
あ
り
、我わ
れ
も
こ
う

亦
香
や
雀か
る

麦か
や

な
ど
19
図
を「
秋

圃
」が
担
当
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た「
秋
甫
」

の
発
句
が
、
全
巻
あ
わ
せ
て
9
句
収
録
さ
れ
て
い
ま

す
。　

　

秋
圃
と
秋
甫
と
、
齋
藤
秋
圃

　
こ
の
「
秋
圃
」
と
「
秋
甫
」
が
齋
藤
秋
圃
で
あ
る

か
否
か
。
残
念
な
が
ら
否
定
的
意
見
が
優
勢
で
す
。

そ
の
理
由
は
、
齋
藤
秋
圃
に
は
縁
の
な
い
名
古
屋
で

の
編
纂
出
板
、
目
録
の
絵
師
の
う
ち
事
跡
の
確
認
さ

れ
る
の
は
み
な
名
古
屋
ゆ
か
り
の
人
。
し
か
も
名
古

屋
に
は
、
画
業
は
不
明
で
す
が
、
少
な
く
と
も
俳
号

を
「
秋
甫
」
と
し
た
人
物
が
い
た
と
の
報
告
も
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
従
来
、
齋
藤
秋
圃
の
作
品
に
お
い
て

植
物
は
背
景
や
脇
役
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
主
題
と
さ
れ

た
例
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
目
録
の
絵
師
に
は
「
日
光
山
下
」

の
人
も
あ
り
、
齋
藤
秋
圃
と
親
交
の
あ
っ
た
僧
豪ご
う

潮
ち
ょ
う

も
す
で
に
文
化
年
間
に
は
名
古
屋
在
住
で
す
。
そ
し

て
何
よ
り
齋
藤
家
の
画
稿
に
ふ
く
ま
れ
る
植
物
の
詳

細
な
写
生
図
か
ら
、
植
物
を
写
す
こ
と
に
秋
圃
が
い

か
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

今
後
の
研
究
に
託
し
て

　

意
見
の
優
劣
逆
転
に
は
至
り
ま
せ
ん
が
、
齋
藤
家

の
植
物
写
生
図
を
知
っ
た
今
、『
艸
名
集
』
も
秋
圃
の

画
業
と
し
て
拾
い
あ
げ
る
余
地
は
残
し
て
お
く
べ
き
で

は
な
い
か
と
お
も
い
ま
す
。

　

齋
藤
秋
圃
研
究
は
こ
こ
数
年
で
格
段
の
進
展
を
果

た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
か
れ
が
謎
に
満
ち
た
人
物

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
史

料
を
集
め
、
検
討
を
か
さ
ね
る
こ
と
が
必
要
で
す
。                                                    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
（
小
林
法
子
）

主
な
参
考
文
献

･

金
子
明
代
「
大
鶴
庵
塊
翁
撰
絵
入
俳
書
『
名
家
画
譜
艸
名
集
』

  

に
つ
い
て
」
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要
49

・
橋
冨
博
喜
「
齋
藤
秋
圃
研
究
1
・
2
」
年
報
太
宰
府
学
6
・
7

　
齋
藤
家
に
伝
わ
っ
た
画
稿
な
ど
の
史
料
は
、
秋
圃

の
履
歴
や
画
業
の
解
明
に
多
く
の
手
が
か
り
を
あ
た

え
て
い
ま
す
。
か
れ
の
生
年
、
地
誌
や
肖
像
画
制
作

へ
の
意
欲
も
こ
れ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
か
れ
の
画
業
に
光
を

あ
て
た
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

画
譜
を
称
す
る
句
集

　
『
艸
名
集
』
は
野
辺
や
畑
の
植
物
の
名
に
ち
な
む

発
句
を
あ
つ
め
た
句
集
で
す
。
書
物
の
内
容
を
説
明

す
る
角つ
の

書が
き
に
は
「
名め
い

家か

画が

譜ふ

」
と
あ
り
、
高
名
な
絵

師
の
手
に
な
る
画
の
掲
載
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
秋

　

吉よ
し
つ
ぐ
ば
い
せ
ん

嗣
梅
仙
は
、
幕
末
の
慶け
い
お
う応
３
年
（
１
８
６
７
）、

天
満
宮
の
境
内
絵
図
を
制
作
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
参
道
に
「
櫻
馬
場
町
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
参
道
に
は
桜
並
木
が
あ
り
ま
し
た
。

　

尾
張
国
の
商
人
菱ひ
し
や
へ
い
し
ち

屋
平
七
（
吉よ
し
だ
し
げ
ふ
さ

田
重
房
）
は
、

享き
ょ
う
わ和

２
年
（
１
８
０
２
）
に
太
宰
府
を
訪
れ
、
そ
の

時
の
様
子
を
紀
行
文
『
筑つ
く
し
き
こ
う

紫
紀
行
』
巻
７
に
記
し
て

い
ま
す
。
参
道
に
つ
い
て
は
、「
一
の
鳥
居
を
入
る
と〝
桜

の
馬
場
〟と
い
っ

て
、
道
の
左
右

に
桜
の
木
が
多

数
植
え
ら
れ
て

い
る
。弥
生（
旧

暦
３
月
）
の
頃

は
さ
ぞ
す
ば
ら

し
い
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
い
な

が
ら
、
青
葉
の

梢
を
ぼ
ん
や
り

見
つ
め
た
」
な

ど
と
述
べ
て
い

ま
す
。

《植物鳥魚類写生帖》部分（齋藤家資料）

『艸名集』秋之部（福岡大学図書館蔵）

むかって右頁に我亦香図など、左頁第一行に、
すずだま（数珠玉）や月にすかせは帚星「秋甫」

吉嗣梅仙筆《天満宮境内絵図》部分（太宰府天満宮蔵）

　

江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
肉
筆
の
境
内
絵
図
は
、
梅

仙
筆
以
外
に
２
点
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
桜
並
木

が
道
の
両
脇
に
び
っ
し
り
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
梅
仙
筆
の
境
内
絵
図
に
は
、
参
道
の
北
側
に
３

本
、
南
側
に
５
本
し
か
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
理
想
的

に
描
く
な
ら
、
桜
が
立
ち
並
ぶ
様
子
を
絵
に
す
る
で

し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
は
当
時
の
実
際
の
状
況
を
反
映
し

た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
朱
雀
信
城
）



　

今
回
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
解
説
し
て
き
た
、
書
画

作
品
の
署
名
に
関
す
る
字
を
紹
介
し
ま
す
。

　
「
行
年
」
と
い
い
、
こ

の
続
き
に
作
者
の
年
齢

が
書
か
れ
る
こ
と
で
、

作
品
完
成
時
の
年
齢
を

判
断
す
る
材
料
に
な
り

ま
す
。
字
を
見
ま
す
と
、

「
行
」
は
彳
が
縦
線
に

点
が
一つ
、「
亍
」
は
縦
線
一
本
に
な
り
、
二
画
く
ら

い
に
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。「
年
」
は
漢
字
の
「
手
」

の
よ
う
に
崩
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
行
年

八
十
六
歳
／
土
筆
翁
秋
圃
写
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

齋
藤
秋
圃
が
86
歳
の
時
に
こ
の
作
品
を
完
成
さ
せ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
行
年
」
は
享
年
と
同
じ
よ
う
に
亡
く
な
っ
た
時
の

年
齢
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
書
画
作
品

で
は
、
署
名
時
の
年
齢
を
意
味
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
前
号
（
第
12
号
）
で
も
紹
介
し
た
よ
う

に
、
秋
圃
の
作
品
に
は
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ

る
88
歳
以
降
の
年
齢
を
記
し
た
署
名
も
あ
り

ま
す
。
作
者
の
年
齢
は
調
査
研
究
の
た
め
の

大
事
な
情
報
で
す
が
、
行
年
は
あ
く
ま
で
も

作
品
制
作
年
を
判
断
す
る
一
材
料
と
し
て
、

他
の
事
例
も
含
め
て
総
合
的
に
検
討
し
な
い

と
い
け
な
い
よ
う
で
す
。（
木
村
純
也
）

紙本墨画　86.9 × 112.4㎝

７
月
か
ら
９
月
ま
で
市
内
で
パ
ネ
ル
展
示
を
実
施
中
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

《齋藤秋圃自画像》
齋藤家資料

　

ふ
た
り
の
武
者
が
何
や
ら
話
し
合
い
、
画
面
左
方
向
の
小

鳥
を
見
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
を
画
面
右
か
ら
数
名
が
窺
っ
て

お
り
、
中
に
は
兜
を
か
ぶ
っ
た
武
者
も
見
え
ま
す
。

　
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
が
始
ま
る
直
前
、
打
倒
平
氏
の
兵
を
挙

げ
た
源
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝
が
、
石
橋
山
の
戦
い
に
敗
れ
、
山
中
の
洞
窟
に

潜
ん
で
い
る
所
を
、
敵
方
の
梶か

じ

原わ
ら

景か
げ

時と
き

が
見
逃
し
た
た
め
九

死
に
一
生
を
得
た
と
い
う
場
面
を
描
い
た
も
の
で
す
。
景
時
は

洞
窟
に
隠
れ
る
頼
朝
を
見
つ
け
ま
す
が
、
武
士
の
情
け
か
自

分
の
出
世
の
た
め
か
、
洞
窟
か
ら
出
て
く
る
「
し
と
ど
」
と

呼
ば
れ
る
小
鳥
を
見
て
、「
こ
こ
に
は
誰
も
い
な
い
」
と
捜
索

を
中
止
さ
せ
ま
し
た
。
命
拾
い
し
た
頼
朝
は
、
そ
の
後
勢
力

を
拡
大
し
、
平
氏
討
伐
、
鎌
倉
幕
府
樹
立
を
果
た
し
、
景
時

は
侍
所
所
司
を
任
さ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
鎌
倉
幕
府
創
設
に
ま
つ
わ
る
故
事
は
江
戸
時
代

に
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
絵
馬
等
の
絵
画
作
品
と
し
て
描

か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
画
稿
も
ど
こ
か
の
作
品
を
模
写
し
た

も
の
、
あ
る
い
は
絵
馬
の
下
絵
と
し
て
描
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
木
村
純
也
）

　

お
洒
落
な
デ
ザ
イ
ン

　

画
面
の
中
に
設
け
た
６
つ
の
枠
―
巻
物
、
冊
子
、

掛
軸
、
扇
面
、
額
、
芭
蕉
の
葉
―
の
中
に
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
作
者
が
書
や
絵
を
か
い
た
作
品
で

す
。
各
画
面
に
記
さ
れ
た
署
名
か
ら
、
筆
者
は
吉

嗣
鼓
山
、
萱
島
秀
山
、
中
垣
楳
山
、
平
島
古
僲
、

瓜
生
涓
泉
、 

天
本
基
峰
の
６
名
だ
と
確
認
で
き
ま

す
。
絵
の
中
に
絵
が
あ
り
、
そ
の
絵
の
中
の
掛
軸

に
も
絵
が
描
か
れ
て
い
て
、
デ
ザ
イ
ン
的
に
凝
っ
た

趣
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

吉
嗣
梅
仙
没
後
40
年
の
記
念
作

　

画
面
最
上
部
の
巻
物
型
の
枠
の
中
に
書
か
れ
た

鼓
山
の
書
に
、
吉
嗣
梅
仙
の
没
後
40
年
に
あ
た
る

昭
和
９
年
に
、
鼓
山
の
祖
父
吉よ
し

嗣つ
ぐ

梅ば
い

仙せ
ん
の
門
人
一

同
で
遺
墨
展
覧
会
を
開
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
吉
嗣
家
資
料
中
に
あ
る
藤ふ
じ

瀬せ

冠か
ん

邨そ
ん

（
拝

山
の
弟
子
）が
記
し
た
古こ

詩し（
参
考
写
真
）に
は
、

「
萱
島
秀
山
瓜
生
涓
泉
天
本
基
峰
平
島
古
仙
中
垣

梅
山
諸
氏
」
が
、「
福
岡
県
物
産
奨
励
館
」
で
遺

墨
展
を
開
い
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
本
作
品
は
こ
の

展
覧
会
の
記
念
に
梅
仙
を
偲
ん
で
作
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

昭
和
初
期
の
地
元
絵
師
た
ち

　

秀
山
は
吉
嗣
家
と
同
じ
く
太
宰
府
の
絵
師
と
し

て
活
躍
し
た
萱
島
家
の
２
代
目
で
、
古
僲
は
朝
倉
、

楳
山
は
小
郡
、
涓
泉
は
嘉
穂
の
人
で
あ
っ
た
と
伝

わ
り
ま
す
。
基
峰
に
つ
い
て
は
、
基
山
を
連
想
さ
せ

る
の
で
佐
賀
の
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
探

索
中
で
す
。
基
峰
に
つ
い
て
、
ま
た
他
の
作
者
に
つ

い
て
何
か
ご
存
じ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
と
も
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。（
井
形
栄
子
）

絹本着色　掛幅装
124.9 × 43.5㎝
昭和 9年（1934）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

（上）萱島秀山　書斎図
　梅仙の画室をイメージした
　ものでしょうか。

（右）瓜生涓泉　梅雀図

（参考）
藤瀬冠邨《七言古詩》


