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太
宰
府
の
絵
師
調
査
事
業
広
報
誌

　

掛
軸
を
お
さ
め
る
箱
に
「
筑
後
磐
井
古
蹟
人
形
原
図
」

と
墨
書
が
あ
り
、
６
世
紀
初
頭
に
北
九
州
一
帯
を
治
め
、

ヤ
マ
ト
政
権
と
戦
っ
た
〝
筑
紫
君
磐い

わ
　
い井

〟
の
故
地
と
し
て
、

つ
と
に
知
ら
れ
る
場
所
を
描
い
た
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。

現
在
の
福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
の
西
部
、
右
手
を
南
と
し

て
走
る
旧
薩
摩
街
道
の
一
条
村
あ
た
り
か
ら
、
南
東
の
石

人
山
古
墳
の
丘
陵
を
眺
望
し
て
い
ま
す
。

　
画
面
右
下
に
「
秌
圃
」
と
読
め
る
印
が
あ
り
、
絵
の
作

者
が
齋
藤
秋
圃
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
が
、
本
作
に
つ

い
て
は
、
齋
藤
家
資
料
の
中
に
次
の
よ
う
な
重
要
な
関
連

資
料
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
（
下
図
１
～
８
）。
そ
の
資
料

と
は
、
長
崎
や
日
田
な
ど
い
く
つ
か
の
土
地
に
伝
わ
る
奇き

譚た
ん

を
記
し
た
帳
面
で
、
こ
の
中
に
本
作
と
同
じ
場
所
を
写

し
た
図
（
図
１
～
４
）、
古
墳
に
関
わ
る
武
装
石
人
お
よ
び

石
室
の
図
（
図
５
～
７
）、
そ
し
て
石
人
石
室
の
言
わ
れ
の

文
章
（
図
８
）
が
あ
り
ま

す
。
文
章
は
藤と

う

貞て
い

幹か
ん

著

『
好こ

う
古こ

日に
ち
録ろ

く
』（
１
７
９
７

刊
）
の
内
容
を
写
し
た

も
の
で
す
が
、絵
は
『
好

古
日
録
』
に
あ
る
挿
図

と
は
異
な
り
ま
す
。
よ

く
見
る
と
本
作
と
画
稿

に
は
石
室
を
探
索
す
る

よ
う
な
人
物
が
描
か
れ

て
い
て
（
左
上
部
分
図
、
図
４
）、
秋
圃
が
現
地
に
足
を
運
ん

だ
可
能
性
を
想
像
さ
せ
ま
す
。
秋
圃
は
奥お

く

村む
ら

玉ぎ
ょ
く

蘭ら
ん

が
企

画
し
た
『
筑ち

く

前ぜ
ん

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』（
本
紙
９
号
で
紹
介
）
の
挿
絵

の
筆
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
折
々
に
筑
前
以
外
の
名
所
を

描
く
機
会
や
依
頼
も
あ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
本
紙
21
号
で
紹
介
し
た
73
歳
作《
博
多
太
宰
府
図
屏
風
》

の
太
宰
府
図
と
、
景
観
を
見
下
ろ
す
視
点
の
高
さ
や
画
面

構
成
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
、
筆
致
な
ど
か
ら
60
代
後

半
か
ら
70
代
頃
の
制
作
か
と
考
え
ま
す
。（
井
形
栄
子
）　

部分
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紹介した資料は、今秋に九州歴史資料館で開催される
磐井をテーマにした特別展に出品される予定です。



第 23 号

　
　
「
日に

っ
間か

ん
些さ

事じ

記き

」
の
翻
刻

　

以
前
、
本
紙
上
で
明め
い

治じ

11
年
（
１
８
７
８
）

の
拝
山
の
清し

ん
国こ

く
渡と

航こ
う

に
つ
い
て
ふ
れ
ま
し
た

（「
宰
府
画
報
」
第
７
号
）。
今
回
、
原
蔵
者
の
ご

許
可
を
得
て
、
そ
の
時
紹
介
し
た
資
料
の
う

ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
日
間
些
事
記
」（
以
下
、

些
事
記
）
に
つ
い
て
、『
太
宰
府
市
公
文
書
館

紀
要 

年
報
太
宰
府
学
』
第
18
号
（
２
０
２
４

年
刊
）
に
そ
の
翻
刻
（
付
注
釈
）・
図
版
を
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
些
事
記
は
、

明
治
11
年
２
月
か
ら
７
月
ま
で
の
拝
山
の
日

記
（
自
筆
稿
本
）
で
、
清
国
渡
航
の
全
期
間
を

含
ん
で
い
る
の
で
す
。

　
わ
た
く
し
は
か
つ
て
、
吉
嗣
家
資
料
の
な

か
の
清
国
渡
航
関
連
資
料
を
用
い
て
、
拝
山

の
清
国
に
お
け
る
旅
程
の
復
元
を
試
み
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
、
第
７
号
で

述
べ
た
よ
う
に
些
事
記
の
存
在
に
気
づ
い
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
日
記
が
確
認
さ

れ
た
こ
と
で
、
旅
程
に
つ
い
て
は
確
実
に
お

さ
え
る
こ
と
が
で
き
、
先
の
復
元
は
無
用
の

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
長
尾
直
茂
氏
の
解
題

　
今
回
の
些
事
記
翻
刻
に
あ
た
っ
て
、
上
智

大
学
の
長
尾
直
茂
氏
に
資
料
解
題
の
執
筆

を
、
そ
し
て
注
釈
の
加
筆
修
正
も
お
願
い
し

ま
し
た
。
解
題
の
な
か
で
長
尾
氏
は
、
些
事

記
の
記
述
に
お
い
て
、
拝
山
が
比
較
的
多
く

の
筆
を
割
い
て
い
る
４
つ
の
事
柄
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
か
ら
拝
山
や
、
ま
た
清
国
、
お
よ

び
清
国
の
文
人
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
を
読

み
解
い
て
お
ら
れ
ま
す
。紀
要
の
翻
刻
で
は
、

紙
幅
の
都
合
上
、
日
記
の
本
文
に
書
き
下
し

文
を
付
す
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
長
尾
氏
の
解
題
で
は
、
一

部
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
書
き
下
し
文
の
形

で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
参
考
に

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
「
筆ひ

つ
談だ

ん
録ろ

く
」
と
の
比
較
検
討

　
吉
嗣
家
資
料
に
遺
る
い
わ
ゆ
る「
筆
談
録
」

（
拝
山
が
清
国
渡
航
の
際
に
文
人
た
ち
と
交
わ
し
た

筆
談
な
ど
を
記
録
し
た
も
の
、
全
４
冊
）
と
些
事

記
と
の
比
較
検
討
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題

で
す
。
と
い
う
の
も
、
第
７
号
で
ふ
れ
ま
し

た
よ
う
に
、
些
事
記
に
し
ば
し
ば
「
某
来
た

る
、
筆
談
す
る
こ
と
数
刻
」「
某
来
た
る
、

数
刻
筆
舌
す
」
な
ど
の
記
述
が
み
え
る
こ
と

か
ら
、
両
者
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
筆
談
の
相

手
が
判
明
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
を
み
き
わ
め
る
こ
と
も
、
た

と
え
ば
拝
山
が
清
国
で
行
っ
た
筆
談
す
べ
て

が
些
事
記
に
記
載
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と

も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
両
者
を
対
照

す
る
こ
と
で
、
些
事
記
に
は
名
前
し
か
み
え

な
か
っ
た
人
物
の
素
性
が
、「
筆
談
録
」
の

記
述
に
よ
っ
て
判
明
す
る
例
な
ど
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
後
も
こ
の
比
較
検
討
の
作
業
を

進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
重
松
敏
彦
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉嗣拝山《日間些事記》
表紙　吉嗣家資料

《日間些事記》　三月廿一日　上海滞在時部分

吉嗣拝山《筆談録》の一冊「筆舌簿」表紙
吉嗣家資料

明治 11 年（1878）　拝山の清国遊歴ルート



第 23 号

　

交
通
安
全
の
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
る

宗
像
大
社
。平
成
29
年（
２
０
１
７
）に「
宗
像・

沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
の
構
成
要
素
と
し

て
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
く
、
宗
像
市
田
島
に
所
在

す
る
辺へ

津つ

宮ぐ
う

に
は
１
年
を
通
し
て
多
く
の

参
拝
客
が
あ
り
ま
す
。
福
岡
県
民
な
ら
ば
何

度
も
お
参
り
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
方

も
多
い
は
ず
。
で
す
が
、
こ
こ
に
太
宰
府
の

絵
師
・
文
人
ゆ
か
り
の
名
物
が
あ
る
こ
と
を

御
存
じ
の
方
は
多
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
辺
津
宮
に
参
拝
す
る
人
が
必
ず

目
に
す
る
ふ
た
つ
の
標
石
で
、
ひ
と
つ
は

大
駐
車
場
か
ら
進
ん
で
境
内
地
に
入
る
左

手
前
に
、
堂
々
た
る
存
在
感
を
放
っ
て
立

つ
社
標
で
す
。
黒
味
の
あ
る
石
面
に
は
、

肉
太
で
や
わ
ら
か
な
行
書
体
で
「
官
幣
大

社
宗
像
神
社
」
と
あ
り
、
背
面
に
回
る
と
、

こ
の
書
が
明
治
34
年
（
１
９
０
１
）
９
月
に

吉
嗣
拝
山
が
揮き

毫ご
う

し
、
上
野
市
兵
衛
と
い

う
石
工
が
作
っ
た
こ
と
が
、
十
数
名
の
関

係
者
の
名
と
と
も
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

宗
像
大
社
は
こ
の
年
官
幣
大
社
の
社
格
と

な
り
、
そ
れ
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
本
殿
が
建
つ
神
域
へ

入
る
神
門
前
に
あ
る
「
皇
族
下
乗
」
の
標

石
で
す
。
こ
こ
か
ら
先
は
何
人
も
乗
り
物

か
ら
下
り
て
参
拝
く
だ
さ
い
と
い
う
意
味

で
す
。
こ
ち
ら
も
背
面
に
各
種
の
情
報
が

あ
り
、
本
誌
22
号
で
紹
介
し
た
太
宰
府

の
書
家
・
宮み

や

小こ
う

路じ

浩こ
う

潮ち
ょ
うが
、
明
治
26
年

（
１
８
９
３
）
12
月
に
揮
毫
し
、津つ

屋や

崎ざ
き
村む

ら
（
現

福
岡
県
福
津
市
）
の
占う

ら

部べ

太た

平へ
い

な
る
人
物
が

寄
進
し
た
と
わ
か
り
ま
す
。

　

と
も
に
文
人
・
書
家
の
名
士
と
し
て
絶

頂
期
に
あ
っ
た
拝
山
と
浩
潮
の
活
躍
ぶ
り

が
偲
ば
れ
ま
す
。（
井
形
栄
子
）

吉嗣拝山書「官幣大社宗像神社」宮小路浩潮書「皇族下乗」

そ
の
体
は
濃
い
め
の
緑
黄
色
で
表
し
、
ク
マ

ザ
サ
の
渋
い
緑
色
は
「
笹
の
葉
ウ
ス
墨
書
ノ

上
ク
サ
カ
ケ
」
の
墨
書
か
ら
墨
の
上
に
草
色

を
か
け
て
表
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
ト
ン
ボ
は
複
眼
が
接
し
て
い
る
の
で
日
本

最
大
の
オ
ニ
ヤ
ン
マ
で
し
ょ
う
。
広
げ
た
翅ハ

ネ

の
１
枚
だ
け
に
脈
を
描
き
こ
ん
で
い
ま
す
。

ひ
っ
く
り
返
っ
て
お
腹
を
見
せ
る
ス
ッ
ポ
ン

は
、
茶
色
地
に
薄
墨
の
斑
点
の
あ
る
体
、
薄

墨
で
描
か
れ
た
ヒ
レ
状
の
手
足
、
乾
筆
で
描

か
れ
た
ご
つ
ご
つ
し
た
頸
が
特
徴
で

す
。「
ス
ッ
ボ
ン
子
五
月
末
」
の
墨

書
か
ら
ス
ッ
ポ
ン
の
子
供
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
じ
っ
と
し
て
い
る
カ
エ
ル
は
と
も

か
く
、
動
き
の
速
い
ト
ン
ボ
や
、
水

中
で
泳
ぐ
ス
ッ
ポ
ン
を
写
生
す
る
の

は
難
し
い
は
ず
で
す
。
ト
ン
ボ
は
捕

ま
え
て
観
察
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
写
生
を
得
意
と
し
た
の
は
、
円ま

る

山や
ま

応お
う

挙き
ょ

（
１
７
３
３ 

～
９
５
）
が
創
始
し

た
円
山
四
条
派
と
い
う
京
都
の
画
家

た
ち
で
し
た
。
京
都
生
ま
れ
の
秋
圃

の
画
風
形
成
を
考
え
る
上
で
、
写
生

図
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。（
小
林
知
美
）

協
力:

佐
々
木
公
隆
、
佐
々
木
浩

　
「
ク
ワ
ッ
ク
ワ
ッ
」
と
田
ん
ぼ
か
ら
カ
エ

ル
の
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
梅
雨
。
こ
の
絵
は

旧
暦
五
月
の
生
物
界
の
一
コ
マ
を
描
い
た
写

生
図
で
す
。
見
開
き
ペ
ー
ジ
い
っ
ぱ
い
に
斜

め
に
伸
び
上
が
る
ク
マ
ザ
サ
の
枝
と
そ
の
葉

に
じ
っ
と
座
っ
て
休
息
す
る
カ
エ
ル
、
左
ペ

ー
ジ
上
部
に
ト
ン
ボ
と
ス
ッ
ポ
ン
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　
カ
エ
ル
は
、
滑
ら
か
な
黄
緑
色
の
皮
膚
か

ら
、ニ
ホ
ン
ア
マ
ガ
エ
ル
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

紙本墨画淡彩　52.6 × 40.2㎝　弘化３年（1846）



第 23 号

　

今
号
は
古
代
の
筑
紫
君
か
ら
、
明
治
時
代
の
清
国

渡
航
と
、
太
宰
府
の
絵
師
資
料
の
奥
行
と
幅
の
広
さ

を
感
じ
さ
せ
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。（
木
）

　

11
年
目
に
突
入
し
た
絵
師
調
査
事
業
。
調
査
室
を

大
幅
に
模
様
替
え
し
て
心
機
一
転
、
手
つ
か
ず
だ
っ

た
吉
嗣
家
の
工
芸
品
類
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。（
井
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

　
幕
末
、
尊
王
攘
夷
派
の
公
家
。
文ぶ

ん
久き

ゅ
う３

年

(

１
８
６
３)

８
月
18
日
の
政
変
後
、
長
州
を

経
て
慶け

い

応お
う

元
年(

１
８
６
５)
太
宰
府
に
下
っ

た
、
い
わ
ゆ
る
五
卿
の
一
人
。
季
知
は
他
四

卿
よ
り
も
20
歳
前
後
も
年
長
で
当
時
50
歳
代

半
ば
。
同
３
年
王
政
復
古
に
よ
り
帰
京
を
許

さ
れ
、
新
政
府
の
参
与
と
な
る
。
明
治
天
皇

の
和
歌
の
師
で
も
あ
っ
た
。
享
年
70
歳
。　

遣
さ
れ
た
小こ

林ば
や
し

甚じ
ん

六ろ
く

郎ろ
う

で
し
ょ
う
。
尊
攘

派
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
る
五
卿
を
太
宰

府
に
置
く
こ
と
に
危
険
を
感
じ
た
幕
府
は
、

彼
ら
の
大
坂
・
江
戸
送
り
を
考
え
、
そ
の
交

渉
を
小
林
に
当
た
ら
せ
ま
す
。
五
卿
の
拒
絶

ま
た
薩
摩
藩
士
の
妨
害
も
あ
っ
て
、
小
林
は

難
渋
し
幕
府
と
し
て
は
不
首
尾
に
終
わ
り
ま

し
た
。
と
は
い
え
五
卿
方
と
し
て
も
楽
観
で

き
る
状
況
に
は
な
く
、
万
一
の
覚
悟
が
で
き

て
い
た
こ
と
は
記
録
に
残
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
背
景
を
考
え
る
と
、
こ
の
歌
は
よ

く
理
解
で
き
ま
す
。
玉
が
砕
け
る
と
は
す
な

わ
ち
「
玉
砕
」。
玉
は
砕
け
て
も
な
お
光
を

宿
す
よ
う
に
、
我
が
身
に
何
か
有
っ
た
と
し

て
も
名
を
惜
し
み
見
苦
し
い
真
似
は
し
な
い

と
い
う
決
意
で
す
。（
赤
塚
睦
男
）

《和歌貼交》
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関
係
者　
吉
嗣
梅
仙
、
吉
嗣
拝
山

　

左
の
写
真
は
季
知
の
和
歌
色
紙
。「
折
に

触
れ
た
る
／
権
中
納
言
季
知
／
砕
け
て
も
た

ま
は
光
の
残
る
べ
し
思
へ
ば
人
は
名
こ
そ
惜

け
れ
」。
こ
の
歌
は
、
江え

島じ
ま

茂し
げ

逸と
し
『
維
新
起

原
太
宰
府
紀
念
編
』(

明
治
26
年
）
に
「
幕
吏

小
林
某
太
宰
府
に
来
た
り
し
時
」
の
詞
書
で

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
幕
吏
小
林
某
」
は
、

五
卿
が
太
宰
府
に
移
っ
た
翌
慶
応
２
年(

１
８
６
６)

３
月
に
幕
府
か
ら
目
付
と
し
て
派

《和歌貼交》部分図

三条西季知肖像
『五卿と太宰府』より転載

編
集
後
記

　

書
状
の
末
尾
に
は
書
止
文
言
と
よ
ば
れ

る
、
定
型
の
文
言
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
江
戸
時
代
の
文
書
に
も
よ
く
見
ら

れ
ま
す
。
今
回
紹
介
す
る
「
恐
惶
謹
言
」

も
そ
の
ひ
と
つ
で
、「
つ
つ
し
ん
で
申
し
上

げ
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
相
手
に
対
す
る

敬
意
を
現
し
ま
す
。
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
４
文
字

ハ
ッ
キ
リ
と
確
認
で
き
ま
す
。「
恐
」
は
上

半
分
が
ひ
ら
が
な
の
「
ろ
」
の
よ
う
に
見

え
、
下
半
分
の
「
心
」
は
「
一
」
の
よ
う

に
横
線
で
書
か
れ
ま
す
。「
惶
」
と
「
謹
」

は
共
に
左
側
の
部
首
と
右
半
分
が
離
れ
て

い
ま
す
。
隣
の
「
信
」
と
い
う
字
も
漢
字

中
央
が
開
い
て
お
り
、
ど
う
や
ら
こ
の
手

紙
の
送
り
主
の
癖
の
よ
う
で
す
。
４
文
字

目
の
「
言
」
は
「
云
」
と
い
う
字
に
も
見

え
ま
す
。

　
こ
の
文
書
は
「
信
廉
」
と
い
う
人
物
が
韋

行
様
＝
齋
藤
秋
圃
に
宛
て
た
も
の
。
前
半
部

分
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
詳
細
は
不
明
で

す
が
、
画
の
送
付
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
秋
圃
が
活
躍
し
た
時
代
の
太
宰
府
天

満
宮
別
当
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
大お

お

鳥と
り

居い

信の
ぶ

廉か
ど

が
こ
の
書
状
の
送
り
主
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
秋
圃
は
太
宰
府
天
満
宮
に
関
連
し

た
作
品
を
複
数
遺
し
て
い
る
の
で
、
大
鳥

居
信
廉
か
ら
作
品
の
制
作
を
依
頼
さ
れ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。　
（
木
村
純
也
）
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