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向
か
っ
て
左
の
画
面
に
博
多

湾
と
福
岡
城
下
の
風
景
、
右
の

画
面
に
は
太
宰
府
が
誇
る
宝
満

山
、
天
満
宮
、
観
世
音
寺
な
ど

の
名
所
が
描
か
れ
た
《
博
多
太

宰
府
図
屏
風
》。
齋
藤
秋
圃
の
代

表
作
の
ひ
と
つ
で
す
。
天
満
宮

参
詣
、
い
わ
ゆ
る
「
さ
い
ふ
ま

い
り
」
で
賑
わ
う
参
道
の
光
景

が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
郷
土
史

関
連
の
書
物
に
挿
図
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ご
存

じ
の
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

73
歳
の
作
で
、
齋
藤
秋
圃
は

こ
の
頃
か
ら
太
宰
府
に
移
り
住

み
、
亡
く
な
る
ま
で
約
20
年
近

く
の
年
月
を
こ
こ
で
過
ご
し
ま

し
た
。
住
ま
い
の
場
所
は
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
の

光
明
寺
前
の
「
国
博
通
り
」
周

辺
だ
っ
た
よ
う
で
す
（『
宰
府
画

報
』
第
３
号
・
朱
雀
信
城
「
齋

藤
秋
圃
の
住
ま
い
」
参
照
）。
本

屏
風
で
言
え
ば
参
道
の
右
辺

り
、
霞
に
覆
わ
れ
て
い
る
部
分

に
当
た
り
ま
す
。

齋さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃
作

博は

か

た

だ

ざ

い

ふ

ず

び

ょ

う

ぶ

多
太
宰
府
図
屏
風
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あ
ら
た
め
て
下
の
全
図
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
博
多
図
、
太

宰
府
図
と
も
に
、
高
い
位
置
か

ら
見
下
ろ
す
よ
う
な
、
い
わ
ゆ

る
鳥

ち
ょ
う

瞰か
ん

視
点
で
描
か
れ
て
い
ま

す
。
名
所
図
な
ど
で
一
般
的
に
用

い
ら
れ
る
手
法
で
、
絵
師
は
必
ず

し
も
そ
の
場
所
を
知
ら
ず
と
も
、

参
考
と
な
る
図
や
地
誌
等
を
も

と
に
し
て
こ
の
よ
う
な
絵
を
描
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

で
は
い
っ
た
い
秋
圃
は
ど
う

や
っ
て
こ
の
図
を
描
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
も
う
一
度
全
体
を

よ
く
見
て
み
る
と
…
、
あ
っ
と

気
づ
い
た
方
、
そ
う
で
す
。
天

拝
山
山
頂
の
展
望
所
か
ら
見
渡

す
と
、
ま
さ
に
右
手
に
宝
満
山

と
太
宰
府
の
町
、
前
方
遠
く
に

は
博
多
湾
が
見
え
る
の
で
す
。

　

実
際
に
町
を
歩
く
人
ま
で
見

え
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
す

が
、
秋
圃
は
き
っ
と
天
拝
山
に

登
っ
て
こ
の
景
色
を
見
た
に
ち

が
い
な
い
と
思
え
て
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
井
形
栄
子
）　

太宰府図 部分



第 21号

王お

う

治ち

本ほ

ん

と
菅す

が

原わ

ら

道み

ち

真ざ

ね

　
拝
山
と
交
流
し
た
清
国
の
文
人

吉
嗣
拝
山
が
交
流
を
持
っ
た
文
人
に
は
清

人
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
王
治
本

（
１
８
３
５
～
１
９
０
８
）
が
い
ま
す
。
字

は
維
能
で
、
黍
（
漆
）
園
と
号
し
た
浙
江
省

慈じ

谿け
い

の
出
身
の
人
物
で
す
。
明
治
10
年
（
光

緒
３
年
、
１
８
７
７
）
に
来
日
し
、
滞
在
中

に
は
各
地
を
巡
り
、
在
地
の
文
人
た
ち
と
漢

詩
の
応
酬
を
し
て
交
流
を
深
め
て
い
ま
し

た
。
こ
の
王
治
本
が
拝
山
の
も
と
を
訪
ね
た

の
は
明
治
20
年
仲
春
（
２
月
）
の
こ
と
で
す
。

拝
山
は
王
治
本
に
骨こ

っ
ぴ
つ筆

を
見
せ
て
、
詩
を
書

い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
自
筆
の
菅
原

道
真
の
画
に
賛
も
書
い
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
今
回
紹

介
す
る
の
が
こ
の
《
菅
原
道
真
像
》
の
王
治

本
の
賛
文
で
す
。

　
　
諸し

ょ
葛か

つ
孔こ

う
明め

い
に
な
ぞ
ら
え
て

　

こ
の
賛
に
は
道
真
の
人
生
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
ま
す
。「
吾
嘗
読
史
、
至
昌
泰
延
喜

間
、
不
能
不
為
公
掩
巻
」（
歴
史
書
を
繙
き
、

昌
泰
・
延
喜
年
間
の
道
真
の
半
生
を
読
み
進
め
て
い

く
と
、
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
読
む
の
を
中
断
し

た
）
と
記
し
て
お
り
、
清
人
の
王
治
本
の
目

か
ら
見
て
も
道
真
の
人
生
は
壮
絶
な
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
。ま
た
政
治
の
手
腕
は「
済

世
経
綸
邁
管
楽
」（
天
下
を
治
め
る
こ
と
は
管
仲

や
楽
毅
を
超
え
て
い
る
）
と
述
べ
て
お
り
、
中

国
の
春
秋
戦
国
時
代
の
名
宰
相
管か

ん
ち
ゅ
う

仲
と
名
将

楽が
く

毅き

を
超
え
て
い
る
と
思
っ
た
よ
う
で
す
。

賛
文
は
褒
め
称
え
る
文
で
す
か
ら
、
そ
の
点

は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
道
真

を
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま

た
「
尽
瘁
效
諸
葛
」（
全
力
で
尽
く
す
こ
と
は
諸

葛
孔
明
に
倣
う
）
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
孔
明

は
管
仲
と
楽
毅
に
匹
敵
す
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
王
治
本
は
道
真
を
孔
明
に
な

ぞ
ら
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
旧
作
を
再
利
用

　

最
後
に
「
不
暇
綴
詞
、
為
摘
録
旧
題
」（
賛

を
創
作
す
る
時
間
が
な
い
の
で
以
前
に
書
い
た
も
の

か
ら
選
び
出
し
て
書
い
た
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

王
治
本
は
明
治
19
年
に
周
防
を
訪
れ
て
お

り
、
そ
の
折
に
防
府
天
満
宮
（
当
時
は
松
崎

天
満
宮
）
に
立
ち
寄
り
「
防
府
菅
右
相
廟
謹

賦
」
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
道

真
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
す
が
、
今
回
取

り
上
げ
る
賛
文
と
比
較
す
る
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
文
言
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
王
治
本
が
言
っ
て
い
る
「
旧
題
」
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
太
宰
府
を
訪
ね
た
明
治
20

年
仲
春
に
は
久
留
米
に
も
行
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
王
治
本
の
人
気
は
相

当
な
も
の
で
、
訪
問
地
で
は
引
っ
張
り
だ
こ

と
な
り
、
忙
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
賛

文
か
ら
は
王
治
本
の
正
直
な
人
柄
も
見
え
て

き
ま
す
。（
木
本
拓
哉
）

菅原道真像
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参
考
文
献
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三
浦
一
竿
『
江
漁
晩
唱
集�

附
録
』（
三
浦

萬
里
、
１
９
０
９
年
）

・�

柴
田
清
継
「
明
治
二
十
年
前
半
に
お
け

る
王
治
本
の
足
跡
と
詩
文
交
流
―
九
州

北
部
、
小
豆
島
―
」(

武
庫
川
女
子
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
『
日
本
語
日
本
文

学
論
叢
』
第
８
号
、
２
０
１
３
年)

・�

柴
田
清
継
「
王
治
本
の
周
防
訪
問
お
よ

び
地
元
文
人
と
の
文
藝
交
流
」（『
武
庫

川
女
子
大
学
紀
要
』人
文・社
会
科
学
編・

60
号
、
２
０
１
３
年
）

―�

拝
山
と
の
合
作
を
め
ぐ
っ
て�

―

【
賛
文
】

緬
想
公
自
寛
平
初
超
擢
翰
院
登
鼎
司
濟
世
經
綸
邁

管
樂
匡
時
事
業
擬
皋
伊
獻
可
替
否
尊
王
室
威
権
未

許
戚
臣
移
明
良
相
慶
纔
十
載
天
皇
倦
勤
超
退
思
君

臣
之
遇
不
終
合
讒
毀
之
言
從
此
滋
慷
慨
避
位
三
上
表
從

容
諌
獵
一
二
詞
鄙
哉
博
士
生
妄
議
漫
云
明
哲
見
機
遲
公

以
此
身
作
砥
柱
一
去
一
留
關
盛
衰
唯
願
盡
瘁
效
諸
葛
不

願
避　
學
范
蠡
海
西
之
行
亦
夙
料
臣
罪
當
誅
復
何
辭

幽
廬
相
對
唯
書
巻
荒
逕
栽
植
有
楳
枝
毎
日
焚
香
拜
恩

賜
愁
逢
佳
節
賦
新
詩
悠
悠
謫
居
過
三
載
樞
星
夜
墜

筑
水
湄
嘆
息
一
蹶
不
復
起
道
之
窮
也
命
為
之
吾
嘗
讀
史
至

昌
泰
延
喜
間
不
能
不
為
公
掩
巻
而
噫
嘻

　
拜
山
詞
兄
恭
摹　
菅
右
相
神
像
属
贊
余
因
游
期
匆
促
不
暇
綴
詞

　
　
為
摘
録
舊
題　
菅
廟
古
篇
以
代
賛
語

　
　
光
緒
丁
亥
仲
春
月
淛
東
王
治
本
敬
書
於
宰
府

落款部分



第 21号

鯉こ
い

の
滝た

き

上の
ぼ

り
図ず

　

こ
と
し
は
辰
年
、
齋
藤
秋
圃
も
辰
年
（
安

永
元
年
）
の
生
ま
れ
で
し
た
。
そ
の
秋
圃
の

画
稿
の
な
か
に
鯉
の
滝
上
り
図
が
あ
り
ま

す
。
登

と
う
り
ゅ
う
も
ん

龍
門
図
と
も
称
し
、
龍
門
の
急
流
を

越
え
る
こ
と
の
で
き
た
鯉
は
龍
に
な
る
と
い

う
中
国
の
言
い
伝
え
に
も
と
づ
き
、
吉

き
っ
し
ょ
う祥

の

絵
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
画
稿
で
は
画
面
中
央
に
立
ち
あ
が
っ

た
か
の
よ
う
な
巨
大
な
鯉
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
上
方
に
は
淡た

ん
ぼ
く墨

線
の
水
流
が
垂
直
に
落

下
し
、
尾お

び
れ鰭

の
周
辺
の
水
し
ぶ
き
は
波は

と
う濤

の

よ
う
に
せ
り
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
滝
を
遡そ

じ
ょ
う上

し
よ
う
と
飛
び
跳
ね
た
、
ま
さ
に
そ
の
瞬
間

の
鯉
を
と
ら
え
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

鯉
は
し
ば
し
ば
描
か
れ
ま
す
が
、
こ
の
画

稿
の
鯉
は
通
例
の
鯉
と
は
す
こ
し
違
っ
て
い

ま
す
。
前
方
を
見
据
え
る
鋭
い
目ま

な
ざ
し差

、
ひ
と

の
顔
で
い
え
ば
眉
に
あ
た
る
部
分
に
は
鋸
の
こ
ぎ
りの

歯
の
よ
う
な
凹
凸
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
口

元
か
ら
の
び
る
髭
は
太
く
長
く
、
胸む

な
び
れ鰭
は
扇

形
に
大
き
く
開
き
、
そ
の
鰭き

じ
ょ
う条

の
先
端
は
針

の
よ
う
に
尖
っ
て
い
ま
す
。
腹は

ら

鰭び
れ

に
も
尾
鰭

に
も
、
縁
の
部
分
に
は
薔
薇
の
棘と

げ

の
よ
う
な

突
起
が
な
ら
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
龍
の
表
現
に
通
じ
ま
す
。
さ
ら
に
、
鰓え

ら

蓋ぶ
た

上
端
近
く
の
濃
墨
部
分
に
は
「
角つ

の

ニ
成
骨

カ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鯉
は
龍
に

な
る
こ
と
が
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　

流
浪
と
研け

ん

鑽さ
ん

の
時
を
経
て
秋
月
藩
の
絵
師

に
召
し
だ
さ
れ
た
秋
圃
は
登
龍
門
を
果
た
し

た
絵
師
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
い
さ
さ
か
異

形
の
こ
の
鯉
に
は
無
名
時
代
の
秋
圃
の
姿
が

か
さ
な
り
ま
す
。（
小
林
法
子
）

紙本墨画　67.0 × 24.0㎝

　

宝
満
山
に
鎮
座
す
る
竈
門
神
社
は
、
縁
結

び
の
神
社
と
し
て
も
有
名
で
多
く
の
参
拝

者
が
訪
れ
ま
す
。
駐
車
場
か
ら
石
段
と
鳥
居

を
通
り
、
本
殿
・
社
務
所
に
続
く
階
段
の
登

り
口
ま
で
た
ど
り
着
く
と
、
左
右
に
は
人
の

背
丈
を
越
え
る
注
連
柱
が
建
っ
て
い
ま
す
。

右
の
石
柱
に
は
「
春
秋
厳
祭
享
」、
左
の
石

柱
に
は
「
上
下
粛
容
儀
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
春
秋
は
厳
か
に
祭
り
を
お
こ
な
い
、

上
下
は
慎
ん
で
振
る
舞
う
と
い
う
意
味
で

し
ょ
う
か
。
本
殿
に
向
か
う
に
あ
た
り
、
気

の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。

こ
の
石
柱
は
裏
面
の
刻
字
か
ら
大
正
12

年
（
１
９
２
３
）
に
田
原
晋
と
い
う
人
物

に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
左
側
の
石
柱
を
よ
く
見
る
と
文
字
の

下
に
落
款
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。「
吉
嗣
」

「
鼓
山
」
と
読
め
、
こ
れ
は
太
宰
府
の
文
人

吉
嗣
鼓
山
が
揮き

ご
う毫

し
た
も
の
だ
と
分
か
り

ま
す
。
こ
の
時
鼓
山
は
45
歳
で
、
大
正
9

年
、
11
年
に
は
御
前
揮
毫
を
お
こ
な
う
な

ど
、
文
人
と
し
て
充
実
し
た
時
期
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

　

過
去
の
宰
府
画
報(

第
2
号)

で
も
紹

介
し
た
よ
う
に
、
同
年
に
は
坂
本
八
幡
宮

の
注
連
柱
も
揮
毫
し
て
い
ま
す
。
他
に
も

太
宰
府
市
内
外
で
の
石
造
物
へ
の
揮
毫
も

数
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の
人
気
ぶ
り
が

窺
え
ま
す
。 （
木
村
純
也
）

竈カ

マ

ド

ジ

ン

ジ

ャ

門
神
社
の
注シ

メ

バ

シ

ラ

連
柱

神社に向かって左の石柱の正面下部
に刻まれた、吉嗣鼓山の落款。



第 21号

　

レ
イ
ア
ウ
ト
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
Ａ
４
サ
イ
ズ
で

文
字
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
今
号
は
新
年
に
相
応

し
い
縁
起
の
良
い
記
事
に
な
り
ま
し
た
。（
木
）　

　

新
コ
ー
ナ
ー
「
関
係
者
名
鑑
」
で
は
、
齋
藤
秋
圃

や
吉
嗣
三
代
に
ゆ
か
り
の
あ
る
絵
師
や
文
人
た
ち
に

つ
い
て
、
関
連
資
料
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。（
井
）

仙せ
ん

厓が
い

義ぎ

梵ぼ
ん

編
集
後
記

関
係
者

名

鑑

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

　

臨
済
宗
の
僧
。
美
濃
国
の
人
。
若
く
し
て

出
家
、
19
歳
で
武
州
の
月げ

っ

船せ
ん

禅ぜ
ん

慧ね

に
参
じ
た

の
ち
諸
国
を
遍
歴
。
40
歳
で
博
多
聖
福
寺
の

第
１
２
３
世
住
持
と
な
る
。
62
歳
で
隠
居
す

る
も
87
歳
で
１
２
５
世
住
持
に
再
任
。
同
寺

の
伽が

藍ら
ん

整
備
に
力
を
注
ぎ
、
晩
年
は
軽
妙
な

筆
致
と
機
知
に
富
む
禅
画
を
多
く
描
い
て
人

気
を
得
た
。
享
年
88
。

Vol.1

れ
た
扁へ

ん

額が
く

の
２
点
の
仙
厓
の
作
品
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
（
写
真
）。
伝
来
の
経
緯
は
不
明

で
す
が
、
天
神
図
は
吉
嗣
家
が
天
満
宮
の
社し

ゃ

家け

に
つ
ら
な
る
家
で
あ
る
こ
と
、
扁
額
は
吉

嗣
梅
仙
の
雅が

号ご
う

に
関
わ
る
も
の
か
と
推
察
さ

れ
ま
す
。
齋
藤
秋
圃
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
い

は
秋
圃
を
介
し
て
、
仙
厓
は
吉
嗣
家
と
も
交

流
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。（
井
形
栄
子
）

印 

面　
３・６
×
２・４
㎝

総 

高　
５・６
㎝

材 

質　
石
製

作 

者　
葉
墨
卿

吉
嗣
家
資
料

　

笑
い
に
は
様
々
な
効
用
が
あ
り
、
健
康

に
な
る
と
同
時
に
人
生
を
充
実
さ
せ
ま
す
。

近
代
の
文
人
も
そ
う
い
っ
た
想
い
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
、
今
回
は
吉
嗣
家
資
料
か

ら
「
一
笑
百
慮
忘(

い
っ
し
ょ
う
ひ
ゃ
く
り
ょ

ぼ
う)

」
と
刻
ま
れ
た
印
章
を
紹
介
し
ま
す
。

「
一
度
笑
う
と
百
あ
る
嫌
な
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
う
」
と
い
う
意
味
で
、
笑
う
こ
と
の
大

切
さ
を
教
え
て
く
れ
る
縁
起
の
良
い
言
葉

で
す
。

画
像
を
見
る
と
、「
一
笑
百
」
は
ほ
ぼ
原

形
の
ま
ま
で
す
が
、「
慮
」
は
「
卍
」
と
「
界
」

が
く
っ
つ
い
た
よ
う
な
文
字
に
、「
忘
」
は

上
部
の
「
亡
」
は
そ
の
ま
ま
に
「
心
」
の
箇

所
は
象
の
鼻
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
篆
書

体
で
は
よ
く
み
ら
れ
る
形
で
す
。

印
章
の
外
観
は
全
面
に
岩
と
樹
木
を
あ

ら
わ
す
、
精
緻
な
細
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、

制
作
技
術
の
高
さ
が
窺
え
ま
す
。
側そ

っ

款か
ん

に
記

さ
れ
る
作
者
と
思
わ
れ
る
「
葉
墨
卿
」
は
清

国
永
嘉
の
人
で
、
拝
山
と
同
年
代
に
あ
た

る
篆
刻
家
で
す
。
制
作
年
代
は
不
明
で
す

が
、
拝
山
が
清
国
に
渡
航
し
た
際
に
会
っ

て
入
手
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

笑
う
こ
と
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
は
日

本
だ
け
で
な
く
世
界
共
通
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 （
木
村
純
也
）

この資料

（右）渡唐天神図
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（左）書「梅仙舎」
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生
没
年　
寛
延
３
～
天
保
８
（
１
７
５
０
～
１
８
３
７
）

関
係
者　
齋
藤
秋
圃
、
吉
嗣
梅
仙

【
一
笑
百
慮
忘 

】

　
「
博
多
の
仙
厓
さ
ん
」
と
し
て
親
し
ま
れ

る
仙
厓
は
、
太
宰
府
と
も
関
わ
り
が
深
く
、

宝
満
山
の
頂
上
近
く
に
あ
る
大
岩
に
刻
ま
れ

た
仙
厓
揮き

毫ご
う

の
「
仙
竈
」
の
書
な
ど
、
そ
の

痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

齋
藤
秋
圃
と
は
懇
意
の
仲
だ
っ
た
こ
と
も
知

ら
れ
ま
す
。
聖
福
寺
に
は
仙
厓
の
涅
槃
図
や

肖
像
画
な
ど
の
秋
圃
作
品
が
現
存
し
、
齋
藤

家
資
料
に
は
そ
の
聖
福
寺
の
仙
厓
図
の
構
想

段
階
の
も
の
と
思
わ
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
っ

て(

『
宰
府
画
報
』
第
７
号
・
日
野
綾
子
「
仙

厓
像
」
参
照)

、
両
者
の
関
係
性
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
絵
師
調
査
事
業
で
は
、
吉

嗣
家
資
料
の
中
か
ら
、
梅
の
枝
を
手
に
持
っ

た
渡と

唐と
う

天て
ん

神じ
ん

図
と
、「
梅
仙
舎
」
と
揮
毫
さ


