
実
に
絵
画
化
し
て
い
る
と
さ
れ
、
島
原
の
乱
の
リ
ア

ル
な
一
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
歴
史
資
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

代
表
作
か
？
問
題
作
か
？

　

美
術
作
品
と
し
て
も
優
れ
た
本
作
は
、
秋
月
藩
士

の
木
付
要
人
が
記
し
た
「
木
付
日
記
」
に
、
要
人
本

人
と
齋
藤
秋
圃
が
屏
風
作
成
を
命
じ
ら
れ
た
旨
の
記

述
が
あ
り
、
作
者
は
出
陣
図
を
要
人
、
戦
闘
図
を
秋

圃
と
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
画
中

に
落
款
印
章
は
な
く
、
戦
闘
図
の
作
風
も
秋
圃
の
も

の
と
断
定
し
づ
ら
い
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
作
者

の
問
題
を
真
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。　
　
　

　

思
い
込
み
は
禁
物

　

そ
ん
な
と
あ
る
日
。
九
州
歴
史
資
料
館

の
Ｉ
氏
と
秋
月
博
物
館
を
訪
ね
、
常
設
の

レ
プ
リ
カ
作
品
を
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｉ

氏
が
出
陣
図
を
指
さ
し
て
「
こ
っ
ち
が
秋

圃
だ
」
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
い
や
こ
っ

ち
は
木
付
要
人
の
作
と
思
っ
た
も
の
の
、

画
面
を
見
て
驚
愕
。
戦
闘
図
で
は
探
す
の

に
苦
労
す
る
秋
圃
ら
し
い
表
現
が
、
出
陣

図
の
方
に
は
随
所
に
確
認
で
き
る
の
で
す
。

で
も
記
録
上
は
秋
圃
で
は
な
い
し
…
、
と

首
を
か
し
げ
て
い
た
ら
、
秋
月
博
物
館
の

Ｓ
氏
か
ら
さ
ら
に
驚
き
の
一
言
が
。「
日
記

に
は
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
を
描
い
た
と
は
記
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
」
と
。

　

で
は
な
ぜ
秋
圃
が
戦
闘
図
、
要
人
が
出
陣
図
の
作

者
と
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
は
秋
圃
が
島

原
の
乱
図
を
描
い
た
と
い
う
言
説
が
、
い
つ
し
か
乱
の

〝
場
面
〟
つ
ま
り
戦
闘
図
を
秋
圃
が
担
当
し
た
と
い

う
解
釈
に
す
り
替
わ
り
、
も
う
一
方
の
出
陣
図
の
作
者

に
要
人
を
あ
て
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
秋
圃
の

作
か
否
か
の
問
題
が
戦
闘
図
の
み
に
向
け
ら
れ
、
出

陣
図
を
は
な
か
ら
見
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
と
て
も

愚
か
な
思
い
込
み
で
し
た
。

　

出
陣
図
、
戦
闘
図
と
も
に
複
数
の
絵
師
の
手
が
入
っ

て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
、
ふ
た
り
だ
け
で
作
ら
れ
た
も

の
で
は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
具
体
的
な
検
討
は
こ
れ
か

ら
の
お
楽
し
み
。
近
い
う
ち
に
齋
藤
秋
圃
の
代
表
作

と
し
て
紹
介
で
き
る
よ
う
に
研
究
を
進
め
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。（
井
形
栄
子
）

※
１ 

福
岡
市
博
物
館
蔵　

※
２ 

筑
紫
野
市
歴
史
博
物
館
蔵

【
参
考
文
献
】

・ 『
島
原
の
乱
図　

戦
国
合
戦
図
」』（
戦
国
合
戦
絵
屏
風
集
成 

第
5
巻　

１
９
８
１
年　

中
央
公
論
社
）

・ 「
木
付
日
記
」（『
甘
木
市
史
資
料
』
近
世
編
第
１
集　

１
９
８
３
年　

甘
木
市
史
編
纂
委
員
会
）

・  『
島
原
の
乱
図
屏
風
』（
週
刊
絵
で
知
る
日
本
史
25 

２
０
１
１

年　

集
英
社
）

・ 『
嶋
原
一
揆
談
話
』（
朝
倉
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
20
集　

２
０
１
４
年　

朝
倉
市
教
育
委
員
会
）

榎社御旅所

　

２
０
０
年
を
経
て
制
作
さ
れ
た
大
作

　

本
作
は
、
寛か
ん

永え
い

14
年
（
１
６
３
7
）
に
勃
発
し

た
島
原
の
乱
平
定
に
参
戦
し
た
初
代
秋
月
藩
主
黒く
ろ

田だ

長な
が

興お
き

を
顕
彰
す
る
た
め
、
10
代
藩
主
黒
田
長な
が

元も
と

の
命

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
屏
風
で
す
。
乱
か
ら
２
０
０
年

の
節
目
に
あ
た
る
天て
ん

保ぽ
う

８
年
（
１
８
3
７
）
に
完
成

し
ま
し
た
。
秋
月
城
を
出
立
し
て
現
地
へ
と
向
か
う

藩
の
軍
勢
を
描
い
た
出
陣
図
（
左
写
真
上
）
と
、
原

城
総
攻
撃
の
様
子
を
描
い
た
戦
闘
図
（
同
下
）
と
が

セ
ッ
ト
と
な
っ
た
一
対
の
屏
風
で
す
。
乱
に
参
戦
し
た

藩
士
の
証
言
や
記
録
を
ま
と
め
た
小お

川が
わ

碩せ
き

翁お
う

『
嶋
原

一
揆
談
話
』（
１
７
４
８
年
）
な
ど
藩
の
記
録
を
忠

上《嶋原陣図御屏風（出陣図）》
下《嶋原陣図御屏風（戦闘図）》　
紙本着色　各 162.3 × 368.6㎝　秋月博物館蔵（朝倉市指定文化財）

出陣図葵氏艶譜 ※ 1

熊谷直実と平敦盛図 ※ 2 出陣図 戦闘図
　

今
年
も
９
月
22
日
・
23
日
に
太
宰
府
天
満
宮
の
神じ
ん

幸こ
う

式し
き

大
祭
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
御お

旅た
び

所し
ょ

の
あ

る
の
が
菅
公
の
配
所
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
榎
社
で
す
。

　

御
旅
所
右
手
に
1
基
の
菅
公
詩
碑
が
あ
り
ま
す
。

刻
ま
れ
て
い
る
の
は
「
九
月
十
日
」
と
題
す
る
詩
、
大

宰
府
に
左
遷
さ
れ
る
前
年
の
昌し
ょ
う
た
い泰３

年
（
９
０
０
）、

長
陽
後
朝
の
詩
宴
に
侍
し
た
時
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
時
、
醍だ
い
ご醐

天
皇
か
ら
い

た
だ
い
た
「
恩
賜
の
御
衣
」
は
今
、こ
こ
配
所
に
あ
り
、

毎
日
捧
持
し
て
は
そ
の
余
香
を
拝
し
て
い
る
の
だ
、
と

切
々
と
詠
じ
て
い
ま
す
。

　

詩
碑
は
、
そ
の
筆
致
と
刻
ま
れ
た
印
章
か
ら
吉
嗣

拝は
い
ざ
ん山
の
息
子
鼓
山
の
書
と
知
ら
れ
ま
す
。
裏
面
に
よ
る

と
、昭
和
16
年
（
１
９
４
１
）、朝
鮮
・
京け
い
じ
ょ
う城の

進
辰
馬
・

森
啓
助
の
両
名
が
こ
れ
を
造
立
し
た
と
あ
り
ま
す
。
も

と
は
天
満
宮
に
あ
り
ま
し
た
が
、
の
ち
に
こ
の
榎
社
境

内
に
移
さ
れ
た
も
の
と
い
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
松
敏
彦
）

碑
文
「
去
年
今
夜
侍
清
凉
秋
思
詩
／
篇
独
断
腸
恩
賜
御
衣

今
在
／
此
捧
持
日
毎
拝
余
香
」
印
章
「
梅
華
香
処
」「
鼓
山
」

菅公詩碑



　

手
書
き
で
文
章
を
書
い
て
い
た
時
代
、
そ
の
手
間
を

減
ら
す
た
め
、
先
人
た
ち
は
省
略
し
た
文
字
を
使
用

し
て
い
ま
し
た
。
今

回
ご
紹
介
す
る
「
〱
」

と
い
う
文
字
も
そ
う

し
た
工
夫
の
一
種
で

す
。
一
見
、
ひ
ら
が
な

の
「
く
」
に
見
え
ま

す
が
、
こ
れ
は
く
の

字
点
と
呼
ば
れ
る
繰
り
返
し
記
号
で
、
二
字
以
上
の

前
の
言
葉
を
繰
り
返
す
と
い
う
役
割
を
持
ち
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
文
書
が
多
数
あ
る
齋
藤
家
資
料
の
中

に
も
多
数
の
繰
り
返
し
記
号
が
見
ら
れ
ま
す
。
画
面

右
は
「
い
よ
〱
」
と
書
き
「
い
よ
い
よ
」、
左
は
「
よ

ふ
〱
」
と
書
き
「
よ
う
よ
う
」
と
読
み
ま
す
。

　

繰
り
返
し
記
号
は
踊
り
字
と
も
い
い
、他
に
も「
々
」

「
ゝ
」「
〃
」「
〵
」
な
ど
多
数
あ
り
ま
す
。
前
の
字

が
一
字
か
二
字
以
上
か
、
ま
た
、
平
仮
名
か
漢
字
か

で
使
用
す
る
踊
り
字
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
踊
り
字

の
歴
史
は
古
く
、「
〱
」
は

平
安
時
代
か
ら
使
用
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
宰
府

画
報
10
号
で
紹
介
し
た
合
字

「
ゟ
」
も
文
字
を
書
く
手

間
を
省
力
化
す
る
役
割
が

あ
り
ま
し
た
。

　

踊
り
字
は
現
代
で
も
使

用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
文
字

で
す
。
見
か
け
た
ら
前
の
文

字
と
と
も
に
解
読
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
木
村
純
也
）

　

光
明
寺
の
紅
葉
に
着
想

　

鮮
や
か
に
様
々
に
色
づ
い
た
木
々
。
晴
れ
た
夕

空
は
喜
ば
し
く
気
持
ち
が
新
た
に
な
る
。
寺
は
錦

の
雲
の
中
に
あ
り
、
鐘
の
音
も
ま
た
よ
い
気
分
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
意
の
五
言
絶
句
と
と
も
に
、

す
っ
く
と
立
つ
大
小
の
瓢
箪
と
、
折
り
紙
の
よ
う

に
カ
ラ
フ
ル
な
楓
の
葉
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。「
光

明
精
舎
の
観
楓
席
上
で
筆
を
走
ら
す
」
と
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
太
宰
府
の
古
刹
、
光
明
寺
の

紅
葉
を
見
て
作
ら
れ
た
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。

　

３
代
目
の
個
性
は
「
書
」

　

明
治
12
年
（
１
８
８
０
）、
拝
山
の
清し
ん

国
渡
航

の
翌
年
に
誕
生
し
、
昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）
に

79
歳
で
世
を
去
っ
た
鼓
山
は
、
や
わ
ら
か
な
筆
づ
か

い
や
淡
い
色
彩
表
現
な
ど
、
祖
父
梅ば
い

仙せ
ん

や
父
拝は
い

山ざ
ん

の
作
風
を
よ
く
学
ん
で
い
た
こ
と
が
多
く
の
現
存
作

品
か
ら
看
て
取
れ
ま
す
。
コ
ロ
コ
ロ
と
し
た
丸
み
の

あ
る
書
の
雰
囲
気
は
拝
山
に
似
て
い
る
部
分
も
あ

り
ま
す
が
、
左
上
の
落
款
写
真
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
鼓
山
の
書
は
丸
み
が
あ
り
つ
つ
も
し
な
や
か
で
、

心
地
よ
い
筆
の
走
り
や
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

絵
と
は
対
照
的
に
墨
色
が
濃
く
明
瞭
な
書
は
、
ひ

と
目
で
鼓
山
の
も
の
と
わ
か
る
個
性
が
あ
り
ま
す
。

　

鼓
山
と
瓢
箪
、
い
か
な
る
関
係
？

　

さ
て
絵
の
方
は
、
秋
の
季
語
と
も
な
っ
て
い
る
瓢

箪
と
紅
葉
が
、
輪
郭
線
を
用
い
ず
淡
い
色
彩
と
軽

や
か
な
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
吉
嗣
家
資
料

に
は
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
瓢
箪
図
が
い
く
つ
か
あ

り
、鼓
山
は
瓢
箪
を
好
ん
で
描
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

瓢
箪
と
い
え
ば
、縁
起
の
よ
い
も
の
と
し
て
知
ら
れ
、

一
方
で
は
酒
の
容
器
と
な
る
こ
と
か
ら
、
酒
好
き
を

暗
示
す
る
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

梅
仙
、
拝
山
、
鼓
山
は
い
ず
れ
も
お
酒
が
大
好

き
だ
っ
た
と
か
。
鼓
山
の
こ
の
瓢
箪
に
は
、
ど
ん
な

意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。（
井
形
栄
子
）

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

〔
賛
〕

 

爛
斑

 

紅
樹

 

色
尤
喜
晩

 

晴
新

 

寺
在
錦
雲

 

裏
鐘
聲

 

也
可
人

光
明
精
舎

　

観
楓
席
上

　

走
筆

 

昭
和
廿
七
年

 

秋
日

  

鼓
山
道
人

　
（
印
）（
印
）

紙本着色　扁額装　40.7 × 112.5㎝
昭和 27 年（1952）吉嗣家資料

《寄合画賛》部分図
吉嗣家資料

《瓢箪に紅葉図色紙》　
吉嗣家資料

　

島
原
の
乱
図
に
登
場
す
る
武
将
た
ち
の
か
ぶ
る
よ

う
な
立
派
な
兜
が
、
菖
蒲
と
一
枝
の
よ
も
ぎ
の
う
え
に

置
か
れ
て
い
ま
す
。
端
午
の
節
句
に
も
ち
い
る
掛
軸
で

し
ょ
う
。
こ
の
画
稿
は
、
画
面
右
下
の
墨
書
か
ら
土と

佐さ

光み
つ

文ぶ
み
の
作
品
の
写
し
と
わ
か
り
ま
す
。
光
文
は
、
室
町

時
代
以
来
代
々
宮
廷
に
仕
え
た
土
佐
家
の
本
家
を
継

い
だ
絵
師
で
、
江
戸
時
代
最
後
の
京
都
御
所
造
営
の

際
に
は
、
清
涼
殿
な
ど
の
障
壁
画
を
担
当
し
て
い
ま
す

（『
京
の
絵
師
は
百
花
繚
乱
』）。

 　
こ
の
画
稿
と
類
似
し
た
図
様
の
秋
圃
の
作
品
が
ド

イ
ツ
と
日
本
に
現
存
し
て
い
ま
す
（『
よ
み
が
え
れ
！

シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
博
物
館
』、『
齋
藤
秋
圃
・
梅
圃

関
係
資
料
』）。
画
稿
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
菖
蒲

と
よ
も
ぎ
を
兜
の
頭
頂
部
に
挿
し
た
か
の
よ
う
に
え
が

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
鍬
形
の
前
立
を
も
つ
厳
め
し

い
兜
も
一
輪
挿
し
の
花
瓶
の
よ
う
で
す
。

 　

秋
圃
の
魅
力
の
ひ
と
つ
は
、
市
井
の
人
々
や
そ
の

営
み
に
注
ぐ
あ
た
た
か
い
ま
な
ざ
し
で
す
。
邪
気
を

払
い
、
こ
ど
も
の
成
長
を
祝
う
菖
蒲
に
兜
図
の
方
が
、

い
く
さ
そ
の
も
の
を
題
材
と
す
る
大
作
の
島
原
の
乱

図
よ
り
も
、
秋
圃
の
意
に
か
な
う
制
作
で
あ
っ
た
よ

う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。（
小
林
法
子
）

齋藤家資料《京遊日記》より 紙本着色　53.0 × 39.0㎝

小
紙
も
積
も
っ
て
15
号
と
な
り
ま
し
た
。
秋
圃
特
集
は
次
号
が
今
シ
リ
ー
ズ
の
ラ
ス
ト
で
す
。


