
　

絵
師
た
ち
は
求
め
に
応
じ
、
あ
る
い
は
自
ら
進
ん

で
、
記
念
品
と
し
て
色
紙
や
扇
な
ど
に
揮
毫
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
吉
嗣
拝
山
は
、
明
治
35
年

（
１
９
０
２
）
３
月
20
日
に
太
宰
府
滞
在
中
の
文
豪
・

森
鷗
外
へ
書
画
扇
を
贈
っ
て
い
ま
す
。
飾
る
だ
け
で
な

く
、
日
常
使
い
も
で
き
る
扇
は
揮き
ご
う毫

す
る
品
と
し
て
特

に
好
ま
れ
た
の
か
、
同
年
３
月
25
日
か
ら
太
宰
府
天

満
宮
で
行
わ
れ
た
「
菅
公
一
千
年
祭
」
に
お
い
て
、
拝

山
の
扇
が
大
変
な
人
気
を
博
し
た
様
子
が
記
録
に
残
っ

て
い
ま
す
。

　

菅
公
一
千
年
祭
は
、
菅
原
道
真
の
没
後
千
年
と
い

う
節
目
に
全
国
の
天
神
社
で
行
わ
れ
た
祭
事
で
、
太

宰
府
天
満
宮
で
も
約
１
か
月
間
に
及
ぶ
大
祭
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
奥
園
の
興
行
地
で
は
生い
き
に
ん
ぎ
ょ
う

人
形
や
活
動
写

真
の
ほ
か
、
多
く
の
小
屋
掛
け
が
な
さ
れ
、
周
辺
が
賑

わ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
雑
誌
『
風
俗
画
報
』（
増
刊
号

２
５
０
号
）
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
中
で
拝
山
は
「
菅

公
頌し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

」
建
設
費
用
を
集
め
る
べ
く
、
発
起
者
で

あ
る
文
人
ら
と
境
内
に
設
け
ら
れ
た
場
所
で
梅
花
扇

の
揮
毫
を
し
、
日
々

５
～
６
０
０
本
を
販

売
し
た
と
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
、
拝
山
が

揮
毫
し
た
梅
花
扇
の

売
れ
行
き
は
好
調
で
、

こ
の
扇
を
使
い
な
が

ら
大
祭
を
楽
し
む

人
の
姿
も
少
な
く
な

か
っ
た
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
　
　
（
髙
松
麻
美
）

写
に
加
え
、
2
月
の
二
日
灸
、
3
月
の
潮
干
狩
り
、

5
月
の
競
べ
馬
、
6
月
の
夕
涼
み
、
7
月
の
盆
踊
り
、

8
月
の
放ほ
う

生じ
ょ
う

会や

、
9
月
の
菊
見
、
11
月
の
報
恩
講
、

12
月
の
年
の
市
な
ど
、
市
井
の
人
々
の
風
俗
を
季
節

と
と
も
に
表
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
モ
チ
ー
フ

は
勢
い
の
あ
る
筆
で
軽
快
に
描
か
れ
、
淡
く
施
さ
れ

た
彩
色
が
瀟し
ょ
う
し
ゃ洒な

印
象
で
す
。
形
態
描
写
や
画
面
構

成
の
巧
み
さ
か
ら
は
、
秋
圃
の
画
技
の
高
さ
が
う
か

が
え
ま
す
。
秋
圃
の
数
多
い
作
品
の
な
か
で
も
、
優

作
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
新
出
の
梅
圃
作
《
風
俗
図
絵
巻
》

　
こ
ち
ら
に
加
え
、
最
近
当
館
の
所
蔵
品
に
加
わ
っ

た
の
が
、
秋
圃
の
息
子
、
梅
圃
の
描
い
た
《
風
俗
図

絵
巻
》
で
す
。
16
場
面
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
、
詳
細
な

画
題
は
ま
だ
検
討
中
で
す
が
、
冒
頭
に
門
松
が
表
さ

れ
、
大だ
い
こ
く
ま
い

黒
舞
（
図
2
）
の
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

松ま
つ

囃ば
や

子し

な
ど
の
正
月
に
関
わ
る
芸
事
を
描
い
た
も
の

か
と
考
え
て
い
ま
す
。
武
士
、
修
験
者
、
ひ
ょ
っ
と
こ

の
面
を
被
っ
た
人
物
、
猿
ま
わ
し
な
ど
多
彩
な
人
物

が
描
写
さ
れ
、
な
か
に
は
酔
っ
て
い
る
の
か
地
面
に
寝

転
ぶ
人
物
（
図
3
）
な
ど
も
い
る
こ
と
か
ら
、
芸
能

だ
け
で
な
く
そ
れ
に
興
ず
る
人
々
の
お
祭
り
騒
ぎ
も

含
め
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
鮮
や
か
な

彩
色
が
特
徴
で
す
。

　
父
子
の
人
物
表
現
の
違
い

　

風
俗
を
描
い
た
ふ
た
つ
の
作
品
か
ら
、
父
子
の
人
物

の
描
き
方
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
人
物
の
弾

む
よ
う
な
躍
動
的
な
表
現
が
双
方
に
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
踵
を
尖
ら
せ
足
先
を
２
つ
に
割
る
、
足
袋
を
は
い

た
足
の
描
き
方
な
ど
も
そ
っ
く
り
で
、
梅
圃
が
父
の
絵

画
表
現
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た

だ
こ
の
ふ
た
つ
の
作
品
に
見
る
な
ら
ば
、
梅
圃
の
人
物

は
や
や
体
の
動
き
が
固
く
、
面
貌
表
現
も
よ
り
細
か

く
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
彩
色
の
濃
度
の
違
い
も
相

ま
っ
て
、
秋
圃
の
軽
妙
な
画
風
と
は
や
や
異
な
る
印
象

を
受
け
ま
す
。
秋
圃
に
は
真

贋
の
判
断
の
難
し
い
作
例
が

多
く
、
ま
た
、
工
房
作
と
し

て
息
子
の
梅
圃
ら
の
関
わ
っ

た
作
品
も
あ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
真
筆
と
み
ら
れ
る
父
子

の
作
を
比
較
し
て
そ
の
違
い

を
明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

画
風
を
見
極
め
て
い
く
こ
と

が
、
こ
れ
か
ら
の
秋
圃
・
梅

圃
研
究
で
大
切
な
作
業
と
な

る
で
し
ょ
う
。（
日
野
綾
子
）

　
齋
藤
秋
圃
作
《
十
二
ヵ
月
風
俗
図
絵
巻
》

　

筆
者
の
勤
め
る
九
州
歴
史
資
料
館
が
所
蔵
す
る

《
十
二
ヵ
月
風
俗
図
絵
巻
》（
図
１
）
は
、
秋
圃
が

70
歳
の
時
、
す
な
わ
ち
天
保
12
年
（
１
８
４
１
）
頃

の
作
品
で
す
。
12
の
場
面
に
、
1
年
の
12
か
月
の
風

俗
を
描
い
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
筑
前
の
歌
人
・
小こ

金が
ね

丸ま
る

金き
ん

生し
ょ
うの

和
歌
が
添
え
ら
れ
ま
す
。
月
々
の
歳
時

を
描
い
た
絵
画
は
月つ
き

次な
み

絵え

と
呼
ば
れ
、
古
く
は
平

安
時
代
に
遡
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
風

俗
描
写
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
秋
圃
の
こ
の
作
品
も
、
１
月
の
海
と
富
士
、
４

月
の
時ほ
と
と
ぎ
す鳥、

10
月
の
紅
葉
と
鳥
居
な
ど
の
風
物
の
描
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図 1　齋藤秋圃作《十二ヶ月風俗図絵巻》部分（7月）
紙本着色　巻子装　1巻　28.0 × 1143.0㎝
天保 12 年（1841）頃　九州歴史資料館蔵

図 2　齋藤梅圃作《風俗図絵巻》部分（大黒舞）
紙本着色　巻子装　1巻　31.8 × 830.7㎝
幕末～明治初期　九州歴史資料館蔵

図 3　同上　部分（桜の枝を持つ一行）



　

旧
秋
月
藩
内
の
名
社
の
絵
馬

　
こ
の
絵
馬
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
朝
倉
市
と

嘉
麻
市
に
ま
た
が
る
馬
見
山
の
北
麓
に
あ
る
馬う
ま
み見

神
社
の
拝
殿
で
す
。
馬
見
神
社
は
、
も
と
は
馬
見

山
山
頂
近
く
の
巨
岩
を
祀ま
つ
る
神
社
の
下げ
ぐ
う宮
と
し
て
、

源み
な
も
と
の
た
め
と
も

為
朝
に
よ
っ
て
平
安
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
い

う
由
緒
が
あ
り
、
拝
殿
内
に
は
数
多
く
の
古
い
絵

馬
が
所
狭
し
と
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
梅
圃
の
絵

馬
と
同
じ
年
に
当
時
の
才
田
村
か
ら
奉
納
さ
れ
た

父
秋
圃
の
《
相
撲
図
絵
馬
》
も
掲
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
当
時
神
社
周
辺
の
一
帯
は
秋
月
藩
の
領
内
で
、

秋
圃
は
同
藩
お
抱
え
絵
師
と
し
て
現
役
ま
っ
た
だ

中
の
頃
で
し
た
。

　

子
ど
も
つ
な
が
り

　

文
字
の
一
部
は
消
え
か
か
っ
て
い
ま
す
が
、
金
太

郎
の
左
足
あ
た
り
の
部
分
に
「
當（
当
村
）邑
子
供
中
」
と

墨
書
が
あ
り
、
当
地
の
子
ど
も
た
ち
が
願
主
と
な
っ

て
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

祈
願
の
内
容
は
不
明
で
す
が
、
同
じ
文
政
10
年
奉

納
の
絵
馬
が
、
秋
圃
、
梅
圃
の
絵
馬
の
ほ
か
に
３

面
も
あ
り
、
地
域
や
神
社
に
何
か
大
き
な
出
来
事

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
一
連
の
奉
納
事
業

に
際
し
て
、
少
年
梅
圃
が
子
ど
も
た
ち
の
絵
馬
制

作
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

描
写
に
は
硬
さ
は
あ
る
も
の
の
、
筆
跡
は
強
く

お
お
ら
か
さ

が
感
じ
ら
れ
、

金
太
郎
や
熊
の

ユ
ー
モ
ラ
ス
な

表
情
に
は
、
梅

圃
が
父
に
よ
く

学
ん
で
い
る
こ

と
が
う
か
が
え

ま
す
。

（
井
形
栄
子
）

　

古
文
書
の
文
中
に
は
他
の
文
字
よ
り
小
さ
く
書
か

れ
た
字
が
時
々
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
文
字
の
中
に
は

助
詞
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
し
っ
か

り
読
ま
な
い
と
文
意
を
把
握
で
き
ま
せ
ん
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
「
而
」・「
江
」・「
ニ
」。
そ

れ
ぞ
れ
な
ん
と
読
む
か
分
か
り
ま
す
か
？
右
の
画
像
は

「
ニ
而
」
と
「
而
」
が
小
さ
く
書
か
れ
て
お
り
、

「
而
」は
平
仮
名
の「
る
」の
よ
う
に
見
え
ま
す
。「
而
」

は
通
常
、「
し
か
し
て
」
や
「
じ
」
な
ど
と
読
み
ま

す
が
、こ
こ
で
は
「
て
」
と
読
み
、「
宿
に
て
」、「
始
て
」

と
読
み
ま
す
。「
ニ
」
は
「
に
」
と
な
り
ま
す
。
左
の

画
像
は
「
江
」
と
い
う
字
が
小
さ
く
書
か
れ
、
平
仮

名
の
「
ん
」
の
よ
う
に
崩
れ
て
い
ま
す
。「
江
」
は
大

河
や
入
り
江
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
が
、「
え
（
へ
）」

と
読
み
、
画
像
左
は
「
肥
前
大
村
へ
」
と
読
み
ま
す
。

　
こ
の
画
像
の
文
書
は
伊
勢
神
宮
の
信
仰
を
広
め
る

御お
ん
し師

の
黒く
ろ

瀬せ

主し
ゅ

馬め

が
齋
藤
秋

圃
に
宛
て
た
も
の
で
、
春
に

田た

代し
ろ

宿し
ゅ
く（

今
の
鳥
栖
市
）
で

秋
圃
と
会
い
絵
を
贈
ら
れ
た

こ
と
を
喜
び
、
夏
に
は
肥
前

大
村
（
今
の
長
崎
県
大
村
市
）

に
行
く
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。　
　
　
（
木
村
純
也
）

　

梅
圃
12
歳
の
デ
ビ
ュ
ー
？
作

　

片
手
で
大
き
な
木
の
棒
を
持
ち
、
果
物
を
頬
張
り

な
が
ら
２
頭
の
熊
を
あ
し
ら
う
腕わ
ん
ぱ
く白
ぶ
り
の
男
の
子
。

前
掛
け
の
「
金
」
の
文
字
か
ら
、
昔
話
や
童
謡
な
ど

で
お
な
じ
み
の
坂さ
か
た
の
き
ん
と
き

田
金
時
、
す
な
わ
ち
金
太
郎
（
金

時
の
幼
名
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

作
者
は
齋
藤
秋
圃
の
３
男
で
画
業
を
継
い
だ
梅
圃

（
１
８
１
６
～
１
８
７
５
）。
画
面
向
か
っ
て
左
上

に
署
名
が
あ
り
、
文
政
10
年
（
１
８
２
７
）
に
12
歳

で
描
か
れ
た
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。
わ
ず
か
十
数
件

が
確
認
さ
れ
る
ば
か
り
の
現
存
作
品
中
、
も
っ
と
も

若
描
き
の
作
品
で
、梅
圃
が
幼
い
頃
か
ら
絵
筆
を
握
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
逸
品
で
す
。

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

梅圃作《金時図絵馬》板地着色　１面　103 × 138㎝
文政 10 年（1827）嘉麻市・馬見神社蔵

　

齋
藤
家
資
料
の
画
稿
類
の
な
か
で
、
能
狂
言
に
関
わ

る
画
稿
下
絵
は
30
件
ほ
ど
を
数
え
、
そ
の
画
稿
の
な
か

に
４
件
の
《
演
能
図
》
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
、

２
枚
の
紙
を
継
い
だ
淡
彩
の
画
稿
を
み
て
い
き
ま
す
。

田
代
宿
ニ
而
始
而

紙本墨画淡彩　46.1 × 40.0㎝

12
号
か
ら
始
ま
っ
た
齋
藤
秋
圃
特
集
も
今
号
で
終
了
で
す
。

　

演
者
は
女
性
の
面
を
あ
て
、
や
や
前
屈か
が

み
に
眼
の

前
に
置
か
れ
た
小
さ
な
台
車
を
み
て
い
ま
す
。
能
装

束
に
は
「
白
」「
百
六
」「
コ
ン
」「
泥
（
金
泥
）」
な

ど
の
色
注
が
あ
り
、
淡
く
刷は

か
れ
た
絵
の
具
と
と
も

に
そ
の
優
美
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た

よ
く
み
る
と
、
右
手
の
扇
子
に
松
樹
が
、
台
車
の
水

桶
に
「
銀
泥
」
の
色
注
と
と
も
に
波
頭
が
え
が
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
あ
と
こ
の
演
者
が
手
に
も
つ
扇
子
で

潮
を
汲
む
仕し
ぐ
さ科

に
う
つ
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
ま
す
。
演

者
の
姿
態
は
重
ね
着
の
装
束
の
な
か
に
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
骨
格
は
ゆ
る
ぎ
な
く
、
た
し
か
に
人
が
演
じ
て
い

る
こ
と
を
し
め
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
少
な
い
線

描
で
、
人
の
動
き
を
そ
の
体
躯
ま
で
き
ち
ん
と
表
す

こ
と
、
齋
藤
秋
圃
の
も
っ
と
も
得
意
な
と
こ
ろ
か
と
思

い
ま
す
。
な
お
能
の
演
目
は
「
松
風
」。
松
風
、
村
雨

姉
妹
の
在あ
り

原わ
ら
の

行ゆ
き

平ひ
ら
を
め
ぐ
る
恋
の
物
語
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
冨
博
喜
）

秋圃作《相撲図絵馬》
板地着色　１面　160 × 194㎝

黒瀬主馬より秋圃宛書状
齋藤家資料

肥
前
大
村
江


