
　
前
号
で
は
太
宰
府
市
が

お
こ
な
っ
て
い
る
調
査
事

1

な
い
よ
う
に
、
日
本
美
術
史
を
専
門
分
野
と
し
、

資
料
の
取
り
扱
い
に
習
熟
し
た
調
査
員
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
大
学
教
授
や
学
芸
員
と
い
っ

た
専
門
家
、
本
調
査
事
業
が
始
ま
る
以
前
よ
り
資

料
調
査
に
関
わ
っ
て
き
た
太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ

い
館
の
学
芸
員
、
文
字
資
料
を
中
心
に
調
査
を
担

当
す
る
太
宰
府
市
公
文
書
館
職
員
に
よ
る
「
絵
師

調
査
チ
ー
ム
」
を
結
成
し
、
調
査
を
お
こ
な
っ
て

い
ま
す
。
調
査
員
は
現
在
九
名
で
、
文
化
財
課
職

員
一
名
が
事
務
と
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
を
担
当

し
て
い
ま
す
。

　

調
査
っ
て
何
を
す
る
の
？

　

平
成
三
〇
年
度
に
報
告
書
を
刊
行
し
た
齋
藤
家

資
料
の
場
合
、
事
業
を
開
始
し
た
平
成
二
六
年
度

よ
り
四
年
の
歳
月
を
か
け
て
千
件
以
上
の
調
査
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。
調
査
は
資
料
を
一
点
ず
つ
記

録
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
計
測･

材
質
や

資
料
の
状
態
・
文
字
の
解
読
な
ど
、
調
査
項
目
は

様
々
で
す
。
絵
画
資
料
の
場
合
は
名
称
の
特
定
、

つ
ま
り
何
が
主
題
か
を
判
断
す
る
こ
と
も
重
要
で

す
。
記
録
が
済
ん
だ
ら
全
体
図
と
部
分
図
の
写
真

を
撮
影
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
集
め
ら
れ
た
記
録

デ
ー
タ
と
写
真
は
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
て
整
理
さ

れ
、
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
と

て
も
地
味
な
作
業
で
す
が
、
時
に
は
現
存
作
品
の

下
書
き
が
発
見
さ
れ
て
制
作
過
程
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
り
、
模
写
や
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
か
ら
絵
師
の

学
習
姿
勢
な
ど

を
窺
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。
ま

た
、
手
紙
な
ど

の
文
書
類
か
ら

は
、
絵
師
の
交

友
関
係
や
、
今

ま
で
不
明
だ
っ

た
絵
師
の
経
歴

が
分
か
る
場
合

も

あ

り

ま

す
。

こ
う
し
た
地
道

な
調
査
に
よ
っ

て
、
い
つ･

ど
こ
で･

誰
が･

何
を･

な
ぜ･

ど

の
よ
う
に
し
た
の
か
と
い
う
歴
史
の
５
Ｗ
１
Ｈ
が

少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

ど
こ
で
調
査
し
て
い
る
の
？

　

調
査
は
通
常
は
文
化
ふ
れ
あ
い
館
内
の
調
査
室

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
必
要
が
あ
れ
ば
市

外
や
県
外
の
作
品
も
見
に
行
き
ま
す
。
齋
藤
秋
圃

は
北
部
九
州
に
多
く
作
品
が
の
こ
さ
れ
て
い
て
、

福
岡
市
の
博
物
館
や
寺
社
、
秋
圃
が
お
抱
え
絵
師

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
朝
倉
市
秋
月
や
、
一
時
滞

在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
佐
賀
県
有
田
町
に
も
調

査
に
訪
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
り
、
太

宰
府
の
絵
師
に
関
す
る
研
究
は
進
展
し
、
作
者
不

明
の
作
品
が
実
は
齋
藤
秋
圃
の
も
の
だ
っ
た
と
い

う
よ
う
な
新
た
な
事
実
も
判
明
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
成
果
は
『
太
宰
府
の
絵
師
調
査
報
告
一　

齋
藤
秋
圃･
梅
圃
関
係
資
料
』
や
『
太
宰
府
市
公

文
書
館
紀
要
―
年
報
太
宰
府
学
―
』
に
報
告
さ
れ

て
い
る
他
、
文
化
ふ
れ
あ
い
館
や
い
き
い
き
情
報

セ
ン
タ
ー
な
ど
で
の
展
覧
会
や
パ
ネ
ル
展
を
通
じ

て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
誌
で
も
逐
次
最
新
情

報
を
発
信
し
て
い
く
予
定
で
す
。
（
木
村
純
也
）

　

大
宰
府
政
庁
跡
の
北
西
に
位
置
す
る
坂
本
八
幡
宮

は
、
地
元
の
坂
本
地
区
の
人
々
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ

て
き
た
神
社
で
す
。
昨
年
、
新
元
号
「
令
和
」
発
祥

の
地
と
し
て
一
躍
注
目
を
浴
び
た
太
宰
府
で
す
が
、

こ
の
坂
本
八
幡
宮
は
「
令
和
」
の
典
拠
と
な
っ
た
梅

花
の
宴
が
開
か
れ
た
候
補
地
の
一
つ
と
し
て
多
く
の

参
拝
者
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
国
時
代

創
建
と
伝
わ
り
ま
す
が
、
確
か
な
こ
と
は
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
境
内
に
残
る
鳥
居
に
は
文
化

年
間(

一
八
〇
四
～
一
八)

の
銘
が
あ
り
、
江
戸
時

代
に
は
こ
の
地
に
神
社
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
に
も
太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
坂
本
八
幡
宮
を
正
面
か
ら
入
る
階

段
の
一
番
手
前
に
あ
る
注
連
柱
（
し
め
縄
を
掛
け

る
柱
）
で
す
。
正
面
右
に
「
英
霊
千
古
在　

大
正

十
二
年
三
月
建
立
」
、
左
に
「
香
火
萬
年
新
」
、
裏
面

に
「
鼓
山
書
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
吉
嗣
家
三
代
の

吉よ
し
つ
ぐ
こ
ざ
ん

嗣
鼓
山
の
字
を
も
と
に
彫
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
鼓
山
は
書
画
の
掛か
け
じ
く軸

や
扁へ

ん
が
く額

（
お
も
に
室
内

に
掲
げ
る
横
長
の
額
）
を
中
心
に
多
く
の
作
品
を
残

し
て
い
ま
す
が
、
太
宰
府
近
辺
に
建
て
ら
れ
た
石
碑

の
文
字
も
た
く

さ
ん
書
い
て
い

た
よ
う
で
す
。

　

市
内
各
所
に

あ
る
ほ
か
の
石

柱
や
石
碑
に
も
、

鼓
山
の
書
が
刻

ま
れ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

ぜ
ひ
探
し
て
み

て

く

だ

さ

い
。

（
木
村
純
也
）

調査成果の公開（齋藤秋圃展／ 2018 年）

資料を復元して計測や撮影をおこなう（齋藤家資料）

業
の
概
要
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
今
号

で
は
絵
師
の
資
料
調
査
を
お
こ
な
う
「
絵
師
調

査
チ
ー
ム
」
と
、
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

　
ど
ん
な
人
が
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
？

　

太
宰
府
の
絵
師
三
家
（
齋さ
い
と
う藤
家
・
吉よ
し
つ
ぐ嗣
家
・

萱か
や
し
ま島
家
）
に
伝
わ
る
資
料
は
絵
画
作
品
だ
け
で

な
く
、
画が

こ

う稿(

絵
の
下
書
き
な
ど)

や
文も
ん
じ
ょ書
類
、

画
材
そ
の
他
の
工
芸
品
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
正
確
に
調
査･

分
析
す

る
た
め
に
、
ま
た
、
資
料
を
破
損
す
る
こ
と
の



　

百
は
た
く
さ
ん
の
意
味

　

鶴
が
舞
い
、
松
が
そ
び
え
る
山
中
に
、
た
く

さ
ん
の
人
物
が
密
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
侍じ

し

ゃ者

を
除
い
た
八
二
人
の
人
物
は
、
み
な
白
髪
で
長

い
髭
を
た
く
わ
え
た
お
じ
い
さ
ん
で
す
。
美
味

し
そ
う
に
お
酒
を
飲
ん
だ
り
談
笑
し
た
り
、
優

雅
に
本
を
読
ん
だ
り
書
を
書
い
た
り
し
て
い
ま

す
。
俗
世
間
を
離
れ
て
穏
や
か
に
暮
ら
す
こ
と

は
理
想
的
な
生
き
方
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
た
く

さ
ん
の
長
老
が
描
き
込
ま
れ
た
本
作
品
に
は
、

幸
福
と
長
寿
が
ま
す
ま
す
増
え
る
よ
う
に
と
の

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

吉
嗣
梅
仙

　

作
者
の
吉
嗣
梅
仙
（
一
八
一
七
～
九
六
）
は

幕
末
か
ら
明
治
半
ば
に
か
け
て
活
躍
し
た
絵
師

で
す
。
吉
嗣
家
は
、
も
と
は
太
宰
府
天
満
宮
に

奉
仕
し
た
社し

ゃ

け家
で
し
た
が
、
絵
の
道
を
志
し

2

た

梅

仙

は
、

齋さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃
に

絵
の
手
ほ
ど

き

を

受

け
、

の
ち
に
周す

お

う防

国
（
山
口
県
）

の
南な

ん

が画
家か

（
※

１
）
、
小お

だ田
海か

い

僊せ
ん

の
作
風
を

慕
っ
た
と
伝

え
ま
す
。
吉

嗣
家
資
料
の

中
に
「
百
谷
」
（
海
僊
の
別
号
）
の
墨ぼ
く
し
ょ書
を
持
つ

百
老
図
の
模
写
が
あ
り
、
梅
仙
が
た
し
か
に
海
僊

の
図
に
学
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
本

作
品
が
そ
の
模
写
を
材
料
に
し
て
作
ら
れ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
ま
す
。

　

人
生
の
集
大
成

　

画
中
の
落ら
っ
か
ん款
（
※
２
）
か
ら
梅
仙
七
七
歳
の
作

と
わ
か
り
、
孫
の
鼓こ

ざ

ん山
に
よ
る
箱は
こ
が
き書
（
※
３
）
に

は
、
こ
の
頃
病
に
よ
っ
て
半
身
麻
痺
と
な
っ
た
梅

仙
が
、
渾こ
ん
し
ん身
の
力
で
描
い
た
絶ぜ
っ
ぴ
つ筆
と
い
う
べ
き
作

品
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
嗣
家
を
離
れ

る
こ
と
な
く
伝
わ
っ

た
本
作
品
は
、
お
そ

ら
く
依
頼
品
で
は
な

く
梅
仙
が
自
身
の
為

に
描
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

め
で
た
い
古こ

き稀
に

描
い
た
永
遠
の
理
想

郷
に
、
梅
仙
は
ど
の

よ
う
な
想
い
を
込
め

た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
井
形
栄
子
）

　

七
草
（
人じ
ん
じ
つ日

）
、
桃
（
上じ

ょ
う
し巳

）
、
端た

ん

ご午
、
七
夕
と
と
も
に
、

一
年
の
節
目
と
さ
れ
た
五ご

せ

っ

く

節
句
の
ひ
と
つ
、
重

ち
ょ
う
よ
う

陽
。

な
ぜ
か
今
で
は
知
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
菊
の
節
句
と
も
言
わ
れ
る
九
月
九
日
に
は
、

菊
の
花
び
ら
を
浮
か
べ
た
酒
を
飲
ん
だ
り
、
菊
の
花

に
の
せ
た
綿
に
夜
露
を
染
ま
せ
て
、
そ
の
綿
で
身
を

拭
い
、
長
寿
を
願
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

　

菊
慈
童
は
古
代
中
国
の
王
に
仕
え
て
い
た
童
子
で

す
。
罪
を
犯
し
て
流
さ
れ
、
遠
く
離
れ
た
山
中
で
菊

の
露
を
飲
む
う
ち
に
、
七
百
年
の
長
寿
を
保
っ
た
、

ま
た
は
不
老
不
死
の
仙
人
に
な
っ
た
と
い
い
、
菊
と

長
寿
を
結
ぶ
故
事
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

有
り
合
わ
せ
の
紙し

へ

ん片
を
継
い
だ
小
さ
な
画
面
に

は
、
図
の
肝
で
あ
る
菊
慈
童
の
顔
と
上
半
身
が
、
細

か
く
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
本
図
の
よ
う
に
愁

い
と
と
も
に
気
品
を
た
た
え
る
菊
慈
童
図
は
、
齋
藤

秋
圃
が
得
意
と
し
た
画
題
の
ひ
と
つ
で
、
上
出
来
の

完
成
作
品
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
（
井
形
栄
子
）

　

書
画
作
品
に
は
多
く
の
場
合
、
「
落ら
っ
か
ん款

」
と
い
う

作
者
の
サ
イ
ン
が
記
さ
れ
ま
す
。
実
名
や
雅が

ご

う号
の

他
、
年
齢
や
制
作
年
、
描
か
れ
た
場

所
な
ど
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

落
款
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
今
回
は
、
こ
の
落
款
で
よ
く
見

か
け
る
二
文
字
を
見
て
い
き
ま
す
。

　

太
宰
府
市
文
化
ふ
れ
あ
い
館
に
保

管
さ
れ
る
齋
藤
家
や
吉
嗣
家
の
作
品
に
も
落
款
を

持
つ
も
の
が
あ
り
、
た
と
え
ば
左
下
写
真
の
齋
藤

秋
圃
筆
《
鷹
図
》
や
、
上
記
「
逸
品
探
訪
」
で
紹

介
し
て
い
る
吉
嗣
梅
仙
筆
《
百
老
図
》
の
落
款
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
行※

年
九
十
一
歳
土
筆
翁
秋
圃
」「
七
十
七

翁
楳
僊
（
梅
仙
）
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
中
央
右
写
真
の
「
歳
」
は
、
上
部
の
「
止
」

が
カ
タ
カ
ナ
の
「
ロ
」
の
よ
う
に
、
下
部
は
「
半
」

の
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぱ
っ
と
見
る
と

「
筆
」
の
よ
う
で
す
。
一
方
、
左
写
真
の
「
翁
」
は
、

上
部
の
「
公
」
が
カ
タ
カ
ナ
の
「
ク
」
、
下
部
の
「
羽
」

は
ひ
ら
が
な
の
「
ね
」
の
よ
う
に
崩
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
歳
」
は
文
字
通
り
年
齢
を
示
す
も
の
で
、
「
翁
」

は
高
齢
の
男
性
が
へ
り
く
だ
っ
た
表
現
と
し
て
用

い
ま
し
た
。
こ
の
二
文
字
と
あ
わ
せ
て
、
上
に
書
か

れ
る
漢
数
字
（
年
齢
）
の
く
ず
し
字
読
解
に
も
挑
戦

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
（
木
村
純
也
）

 
※
行ぎ
ょ
う
ね
ん
年　

こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
年
数
の
意
。

齋藤秋圃《鷹図》
齋藤家資料

絹本着色・掛幅装　各 125.0 × 41.7 ㎝
明治 26 年 (1893) 作　
吉嗣家資料（個人蔵）

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

紙本墨画／18.5 × 16.7 ㎝

無
事
に
2
号
が
で
き
ま
し
た
。
作
品
紹
介
は
敬
老
の
日
に
あ
や
か
っ
て
。
重
ね
て
い
き
ま
す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

※
１  

南な

ん

が画　

中
国
の
絵
画
系
統
の
ひ
と
つ
で
あ
る
南な

ん
し
ゅ
う
が

宗
画
に
由
来
。
柔

軟
な
画
風
、
中
国
風
の
モ
チ
ー
フ
、
画
中
に
漢
詩
を
と
も
な
う
こ

と
な
ど
が
特
徴
。

※
２  

落ら
っ
か
ん款　

「
ひ
と
こ
と
く
ず
し
字
」
コ
ー
ナ
ー
参
照
。

※
３  

箱は
こ
が
き書　

書
画
や
工
芸
品
を
入
れ
た
箱
に
、
題
名
や
作
者
、
由ゆ
い
し
ょ緒

、

所
有
者
や
鑑か
ん
て
い定

な
ど
を
記
し
た
も
の
。

部分図（左図の左端あたり）


