
　
発
刊
に
あ
た
り

　

信
仰
と
歴
史
の
聖
地
で
あ
り
、
文
化
都
市
で

も
あ
る
太
宰
府
に
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け

て
、
様
々
な
注
文
に
応
じ
て
絵
を
描
く
町ま

ち

え

し

絵
師

が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
が
描
い
た
作
品

は
福
岡
県
内
を
中
心
に
現
存
し
て
い
ま
す
が
、

風
化
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
実
情
も
あ
り
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文化財課

の
御
用
絵
師
を
務
め
た
齋さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃
が
隠
居
し
て

太
宰
府
に
住
ん
だ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
秋
圃
は

晩
年
の
二
十
年
ほ
ど
を
子
の
梅
圃
と
と
も
に
太

宰
府
で
過
ご
し
、
筑
前
を
中
心
に
多
く
の
作
品

を
残
し
ま
し
た
。

　

吉
嗣
家
は
秋
圃
に
絵
を
学
ん
だ
梅ば
い
せ
ん仙
か
ら
、

拝は
い
ざ
ん山
・
鼓こ

ざ

ん山
の
三
代
が
詩
書
画
の
道
で
活
躍
し

ま
し
た
。
特
に
拝
山
は
事
故
で
右
手
を
失
い
な

が
ら
も
左
手
一
本
で
数
多
く
の
作
品
を
残
し
、

そ
の
知
名
度
は
全
国
に
知
れ
渡
る
ほ
ど
で
し
た
。

息
子
の
鼓
山
は
寺
社
の
石
碑
等
に
多
く
の
書
を

書
い
て
い
ま
す
。

　

萱
島
家
は
鶴か
く
せ
い栖

―
秀

し
ゅ
う
ざ
ん

山
―
秀

し
ゅ
う
が
く岳･

秀し
ゅ
う
ほ
う

峰
―

秀し
ゅ
う
け
い

渓
と
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
絵
師
を
輩
出
し

て
い
ま
す
。
秀
山
と
秀
岳
は
絵
師
と
し
て
活
動

し
な
が
ら
太
宰
府
郵
便
局
長
を
つ
と
め
、
代
々

に
わ
た
り
伝
統
行
事
の
記
録
図
を
描
く
な
ど
、

地
域
に
貢
献
し
続
け
た
家
系
で
し
た
。

　
調
査
の
経
緯

　

こ
れ
ま
で
、
太
宰
府
市
に
お
け
る
絵

師
の
調
査
は
市
史
編
さ
ん
事
業
や
文
化

ふ
れ
あ
い
館
の
特
別
展
等
に
あ
わ
せ
て

実
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
概
要
調
査

に
留
ま
り
、
継
続
的
な
調
査
に
至
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
平
成

十
五
年(

二
〇
〇
三)

に
齋
藤
家
か
ら

新
た
な
画
稿
類
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
資
料
の
散
逸
防
止
と
体

系
的
な
調
査
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
平

成
二
十
六
年
よ
り
専
門
家
を
中
心
に
体

制
を
整
え
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
事

業
の
第
一
弾
と
し
て
、
齋
藤
家
で
確
認
さ
れ
た
秋

圃
と
息
子
梅
圃
の
関
係
資
料
調
査
を
四
ヶ
年
か
け

て
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
成
果
は
平
成
三
十
年

(

二
〇
一
八)

に
『
太
宰
府
の
絵
師
調
査
報
告
Ⅰ　

齋
藤
秋
圃
・
梅
圃
関
係
資
料
』
の
刊
行
、
文
化
ふ

れ
あ
い
館
で
の
展
覧
会
『
太
宰
府
の
絵
師
展
』
開

催
に
つ
な
が
り
、
齋
藤
家
資
料
の
重
要
性
を
周
知

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
齋
藤
家
資
料
は
同
年

四
月
に
太
宰
府
市
指
定
文
化
財
と
し
て
指
定
を
受

け
、
現
在
、
調
査
は
吉
嗣
家
資
料
を
中
心
に
お
こ

な
っ
て
い
ま
す
。

　

絵
師
調
査
の
必
要
性

　

各
家
に
伝
わ
る
資
料
か
ら
は
、
絵
師
の
人
と
な

り
や
絵
画
制
作
に
関
す
る
多
く
の
情
報
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
彼
ら
と
交
流
を
持
っ
た

他
の
絵
師
や
文
人
、
あ
る
い
は
太
宰
府
を
訪
れ
た

著
名
人
と
の
交
流
を
示
す
資
料
も
含
ま
れ
て
お
り
、

調
査
の
進
展
に
伴
っ
て
、
新
た
な
事
実
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
ま
す
。
町
絵
師
の
資
料
が

ま
と
ま
っ
て
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
全

国
的
に
も
珍
し
く
、
太
宰
府
の
歴
史
や
文
化
を
明

ら
か
に
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資

料
群
で
す
。
（
木
村
純
也
）

太宰府の絵師調査事業広報誌 創刊！

　
太
宰
府
天
満
宮
の
本
殿
に
向
か
っ
て
太た
い
こ
ば
し

鼓
橋
を
進

ん
で
ゆ
く
と
、
左
前
方
に
、
古
風
で
大
き
な
建
物
が

見
え
て
き
ま
す
。
今
か
ら
約
二
百
年
前
の
文
化
十
年

（
一
八
一
三
）
、
博
多
生
ま
れ
の
学
者
奥お
く
む
ら
ぎ
ょ
く
ら
ん

村
玉
蘭
の

発ほ
つ
が
ん願
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
絵
馬
堂
で
す
。
絵
馬
は

人
々
の
祈
り
や
想
い
が
託
さ
れ
る
神
聖
な
も
の
で
す

が
、
当
代
一
流
の
絵
師
が
腕
を
競
っ
た
豪
華
な
絵
馬

は
、
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
絵
馬
堂
は
か
つ
て
書し
ょ
が
ど
う

画
堂
と
も
呼
ば
れ
て

い
た
よ
う
に
、
美
術
館
の
役
目
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
の
絵
馬
堂
に
は
江
戸
時
代
か
ら
平
成
に
い
た

る
約
五
十
面
が
掛
か
り
、
堂
の
建
立
ま
も
な
く
奉
納

さ
れ
た
齋
藤
秋
圃
筆
《
袴
は
か
ま
だ
れ垂

図
》
を
は
じ
め
、
萱
島

秀
山
・
吉
嗣
鼓
山
の
合
作
な
ど
、
太
宰
府
の
絵
師
の

絵
馬
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
落
下
防
止
と
鳥
除

け
の
た
め
の
網
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
少
し
目
を

細
め
る
と
ピ
ン
ト
が
合
っ
て
、
往
時
の
鮮
や
か
さ
や

迫
力
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
秋
圃
、
鼓
山
、
秀
山
の
絵

馬
は
、
い
ず
れ
も
堂
の
内
部
に
掛
か
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
（
井
形
栄
子
）

ま
す
。
本
誌
『
宰
府
画
報
』
は
、
郷

土
の
絵
師
や
作
品
に
ま
つ
わ
る
解
説

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
盛
り
込
み
な

が
ら
、
現
在
進
行
中
の
太
宰
府
絵
師

調
査
事
業
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す

る
広
報
誌
と
し
て
発
刊
し
ま
し
た
。

　
太
宰
府
の
絵
師
三
家

　

太
宰
府
で
は
齋さ
い
と
う藤

家･

吉よ
し
つ
ぐ嗣

家･

萱か
や
し
ま島

家
の
三
家
が
町
絵
師
と
し
て
活

躍
し
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
秋
月
藩

写真提供：太宰府天満宮
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作
家
紹
介

　

齋
藤
秋
圃
（
一
七
七
二
～
一
八
五
九
）
は
江

戸
時
代
の
筑
前
を
代
表
す
る
絵
師
の
ひ
と
り
で

す
。
京
に
生
ま
れ
、
若
い
頃
は
大
坂
の
遊
郭
で

幇ほ
う
か
ん間
（
宴
席
で
座
興
な
ど
を
す
る
芸
人
）
を
し

な
が
ら
絵
を
描
い
て
い
た
と
伝
え
ま
す
。
縁
あ
っ

て
福
岡
秋
月
藩
の
お
抱か
か

え
絵
師
と
な
り
、
隠
居

後
は
太
宰
府
に
住
ん
で
町
絵
師
と
し
て
活
躍
し

ま
し
た
。
福
岡
や
太
宰
府
な
ど
筑
前
を
中
心
に
、

長
崎
や
有
田
な
ど
各
地
に
多
く
の
作
品
が
現
存

し
て
い
ま
す
。
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秋
圃
の
自
画
像
？

　
　

六
枚
折
り
の
屏び
ょ
う
ぶ風

（
※
１
）
に
、
主
題
も
大

き
さ
も
異
な
る
十
五
図
―
右
上
か
ら
順
に
虎
図
、

鹿
図
、
子
犬
図
、
鶴
図
、
石
図
、
鴨
図
、
鍾し
ょ
う
き馗

図
、
梅
に
鷹
図
、
寿じ
ゅ
ろ
う
じ
ん

老
人
図
、
山
水
図
、
人
物

図
、
風
俗
図
（
三
図
）
、
狸
と
狐
図
―
が
整
然
と

貼
ら
れ
て
い
ま
す
。
鶴
、
鍾
馗
、
鷹
、
寿
老
人
、

人
物
の
五
図
に
は
、
署
名
と
と
も
に
八
十
歳
か
ら

九
十
二
歳
ま
で
の
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
行

年
八
十
六
歳
土
筆
翁
（
※
２
）
秋
圃
写
」
と
書
か

れ
た
人
物
図
は
秋
圃
八
十
六
歳
の
自
画
像
と
思
わ

れ
ま
す
。
鋭
さ
と
余
裕
を
あ
わ
せ
持
つ
眼
光
に
は

堂
々
と
し
た
雰
囲
気
が
あ
り
、
生
涯
現
役
で
絵
筆

を
と
り
続
け
た
秋
圃
の
人
と
な
り
が
に
じ
み
出
て

い
る
よ
う
で
す
。

　

画
題
の
見
本
帖

　

本
作
品
は
、
齋
藤
秋
圃
の
御
子
孫
宅
に
伝
わ
っ

た
も
の
で
、
約
千
四
百
点
に
お
よ
ぶ
画が

こ

う稿
（
※
３
）

そ
の
他
の
絵
画
資
料
と
と
も
に
一
括
し
て
太
宰
府

市
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
、
齋
藤
家
資
料
の
う

ち
の
一
点
で
す
。
鶴
図
の
く
ち
ば
し
と
足
先
が
不

自
然
に
断
ち
落
と
さ
れ
て
い
た
り
、
印
章
が
無
造

作
な
位
置
に
捺お

さ
れ
る
図
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
後

世
の
あ
る
時
期
に
、
一
連
の
画
稿
か
ら
取
り
出
さ

れ
た
も
の
を
屏
風
に
仕
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
自
画
像
を
お
さ
め
、
秋
圃
の
画
題
の
エ
ッ
セ

ン
ス
を
一
堂
に
集
め
た
、
見
本
帖
の
よ
う
な
作
品

だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
（
井
形
栄
子
）

 
ま
ず
は
こ
れ
か
ら

 【
齋
藤
蔵
】

　

絵
師
の
資
料
を
見
て
い
る
と
見
慣
れ
な
い
文
字

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
く
ず

し
字
」
と
い
う
文
字
で
、
今
か
ら
百
年
程
前
に
は

一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
絵
画
作
品
に
お
い
て
は
作

者
の
名
前
や
製
作
年
な
ど
が
記

さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
情
報
と

な
り
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
い
の
は
太
宰
府
に
町
絵
師
の

活
躍
基
盤
を
築
い
た
齋
藤
秋
圃
の
「
齋
藤
」
と
い

う
文
字
。
こ
の
文
字
読
め
ま
す
か
？
こ
れ
は
「
齋

藤
蔵
」
と
書
い
て
あ
り
、
画
稿
に
齋
藤
家
の
も
の

だ
と
分
か
る
よ
う
に
メ
モ
書
き
を
し
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
隣
の
狗
子
図
に
も
同
じ
文
字
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
字
を
一
つ
ず
つ
み
て
い
く
と
、「
齋
」

は
冠
部
分
が
漢
数
字
の
「
二
」
、
下
部
は
「
卅
」
の

よ
う
に
く
ず
れ
て
い
ま
す
。
「
藤
」
は
草
冠
が
縦
線

二
つ
に
な
り
、
下
部
は
「
滕
」
が
ま
と
め
て
省
略
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
蔵
」
は
旧
字
体
の
「
藏
」
が
崩
れ

た
も
の
と
な
り
、
ど
こ
と
な

く
原
型
を
留
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
今
後

も
絵
師

資
料
で
気
に
な
る
く
ず
し
字

を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

も
し
絵
画
作
品
を
見
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
ら
読
め
る
か

ど
う
か
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。
（
木
村
純
也
）

齋藤家資料《猪図》より

紙本墨画・着色／本体寸法 140.3 × 295.0 ㎝

太宰府市指定文化財 齋藤家資料のうち　太宰府市教育委員会所蔵

自画像部分

　

子
犬
が
三
匹
。
手
前
の
二
匹
は
視
線
の
先
に
気
に

な
る
も
の
が
あ
る
様
子
、
奥
の
一
匹
は
少
し
不
安
げ

な
目
を
し
て
隠
れ
て
い
ま
す
。
ま
る
ま
る
と
し
た
子

犬
の
図
は
、
可
愛
い
だ
け
で
な
く
、
多
産
と
健
康
の

象
徴
と
し
て
好
ま
れ
る
画
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

真
っ
白
な
犬
と
白
毛
ま
じ
り
の
黒
犬
と
の
取
り
合

わ
せ
や
、
子
犬
た
ち
を
様
々
な
ポ
ー
ズ
や
角
度
か
ら

と
ら
え
て
描
く
の
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
画
家
、

円
山
応
挙
に
な
ら
っ
た
も
の
で
す
。
写
実
的
で
平
明

な
応
挙
の
絵
画
は
京
都
を
発
信
地
と
し
て
全
国
で
人

気
を
集
め
、
多
く
の
絵
師
た
ち
に
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
齋
藤
家
資
料
の
中
に
は
同
じ
よ
う
な
子
犬
図
が

全
部
で
九
点
あ
り
、
こ
の
絵
を
敷
き
写
し
し
た
よ
う

に
全
く
同
じ
図
柄
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
応
挙
の
山

水
図
を
模
写
し
た
図
も
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
秋
圃

や
息
子
の
梅
圃
も
応
挙
の
作
品
を
学
ん
で
い
た
こ
と

を
示
す
資
料
で
す
。
画
面
右
下
に
く
ず
し
字
で
文
字

が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
何
と
書
か
れ
て
い
る
か
は

左
の
記
事
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
井
形
栄
子
）

 

齋
藤
家
資
料

 【
狗く

し

ず

子
図
】

 
齋
さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃 
作

 【
諸し

ょ

が

は

り

ま

ぜ

び

ょ

う

ぶ

画
貼
交
屏
風
】

太
宰
府
市
内
外
に
現
存
す
る

三
家
の
名
品
を
紹
介
し
ま
す

紙本墨画・着色／ 39.4 × 26.8 ㎝

試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
の
ス
タ
ー
ト
。
隔
月
発
行
の
予
定
で
す
。
お
楽
し
み
に
！

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

※
１  

屏び
ょ
う
ぶ風　

日
本
古
来
の
調ち
ょ
う
ど
ひ
ん

度
品
。
部
屋
の
出
入
口
に
置
い
て
風

よ
け
や
目
隠
し
に
し
た
り
、
間ま

じ

き

仕
切
り
と
し
て
用
い
ら
た
。

装そ
う
し
ょ
く

飾
や
儀ぎ

れ

い礼
の
道
具
と
し
て
書
画
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
も
の
が

多
く
、
日
本
美
術
の
一
形
式
と
も
な
っ
て
い
る
。

※
２  

土ど

ひ

つ

お

う

筆
翁　

秋
圃
の
雅が

ご

う号
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
）
の
ひ
と
つ
。
晩
年

に
用
い
ら
れ
た
。

※
３ 

画が

こ

う稿　

絵
の
原
稿
、
つ
ま
り
下
描
き
や
ス
ケ
ッ
チ
等
の
こ
と
。

画 稿 鑑 賞

第1号


