
第 3号

第3号 1

浦
町
（
馬
場
の
小
字
）
の
屋
敷
地
一
ヶ
所
を
借
用

し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
「
周
輔
」
は
秋
圃
の
別
表

記
、
「
萍
哉
」
は
太
宰
府
の
地
を
借
用
す
る
の
に
秋

圃
と
と
も
に
署
名
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
秋
圃

の
跡
を
継
い
だ
三
男
梅ば
い

圃ほ

の
別
名
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
借
地
料
と
し
て
、
年
間
一
俵
余
り
の
米
を
納

め
る
と
い
う
契
約
で
し
た
。

　
天
満
宮
の
近
く
で
北
に
川
あ
り

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
に
は
東
西
南
北
の
境
界

と
そ
の
距
離
を
示
す
た
め
、
絵
図
を
付
記
し
て
い

ま
す
（
写
真
１
）
。
こ
の
絵
図
の
記
載
か
ら
、
借
用

し
た
土
地
は
、
東
辺
が
十
間
一
尺
（
約
十
八
メ
ー

ト
ル
）
、
西
辺
が
八
間
四
尺
五
寸
（
約
十
六
メ
ー
ト

ル
）
、
北
辺
が
十
一
間
半
（
約
二
十
一
メ
ー
ト
ル
）

の
横
向
き
の
台
形
の
形
を
し
て
お
り
、
北
側
に
は

川
が
流
れ
、
南
側
に
は
太
宰
府
天
満
宮
社
家
の
執

行
坊
の
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
文
書
に
よ
れ
ば
、

そ
の
東
側
の
土
地
も
大
鳥
居
家
の
所
有
に
か
か
り
、

そ
の
境
界
に
通
路
を
設
け
、
門
を
建
て
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
辺
り
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
？

　

と
こ
ろ
で
、
九
州
国
立
博
物
館
が
開
館
す
る
際
、

西
鉄
太
宰
府
駅
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
し
て
整

備
さ
れ
た
「
国
博
通
り
」
の
起
点
は
、
現
在
ス
ポ
ッ

ト
公
園
に
な
っ
て
お
り
（
写
真
２
）
、
整
備
前
の
こ

の
場
所
に
は
昭
和
初
期
に
立
て
ら
れ
た
齋
藤
家
の

旧
宅
が
あ
り
ま
し
た
（
現
在
、
こ
の
建
物
は
東
に

二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
移
動
）
。
し
か
し
、
さ
き
ほ
ど

の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
北
側
に
川
が
流
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
条
件
が
合
致
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

こ
の
絵
図
が
示
す
秋
圃
の
借
屋
は
、
齋
藤
家
旧
宅

跡
と
は
異
な
る
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
す
。

　

旧
宅
跡
の
土
地
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）

か
ら
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
ま
で
の
間
に
、

秋
圃
の
孫
齋
藤
文
山
の
所
有
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
前
に
秋
圃
の
太
宰
府
の
居
宅
が
ど
こ
に

あ
っ
た
か
は
、
史
料
が
な
い
た
め
、
は
っ
き
り
と

は
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
、
秋
圃
が
晩
年
を
こ
の
近
辺
で
過
ご

し
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

の
太
宰
府
天
満
宮
九
百
五
十
年
大
祭
の
折
に
は
、

「
萬
画
奉
納
」
の
画
講
・
屏
風
講
を
企
て
た
り
、
束

帯
天
神
像
を
描
い
た
り
と
、
太
宰
府
天
満
宮
と
の

深
い
関
係
を
示
し
て
い
ま
す
。
（
朱
雀
信
城
・
太
宰

府
市
公
文
書
館
）

　

大
宰
府
政
庁
の
東
側
約
五
百
ｍ
に
位
置
す
る
、
言

わ
ず
と
知
れ
た
名め
い
さ
つ刹
で
す
。
七
世
紀
後
半
に
、
天て

ん

じ智

天
皇
が
母
帝
斉さ
い
め
い明
天
皇
の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
発
願

し
ま
し
た
。
古
代
に
は
、
大
宰
府
の
庇
護
の
も
と
、

西
海
道
随
一
の
寺
院
と
し
て
繁
栄
し
ま
す
。
境
内
に

あ
る
宝
蔵
に
は
、
そ
の
寺
格
に
ふ
さ
わ
し
く
、
古
く

は
平
安
時
代
に
造
像
さ
れ
た
巨
大
な
仏
像
が
い
く
つ

も
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
寺
に
伝
わ
る
梵

鐘
は
、
日
本
最
古
の
も
の
と
さ
れ
、
国
宝
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

古
く
か
ら
太
宰
府
の
地
に
存
在
す
る
観
世
音
寺

は
、
太
宰
府
の
絵
師
の
絵
画
に
も
よ
く
登
場
し
ま
す
。

例
え
ば
、
齋
藤
秋
圃
筆
《
博
多
太
宰
府
図
屏
風
》
の

う
ち
太
宰
府
図
は
、
太
宰
府
の
関
屋
か
ら
太
宰
府
天

満
宮
へ
の
参
詣
の
道
程
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
中
に

は
観
世
音
寺
の
姿
も
見
ら
れ
ま
す
（
下
写
真
）
。
ま

た
、
吉
嗣
家
の
梅
仙
の
絵
画
と
拝
山
の
漢
詩
に
よ

り
、
太
宰
府
の
古
物
・
名
勝
を
十
二
ず
つ
紹
介
す
る

《
太だ
ざ
い
ふ
に
じ
ゅ
う
し
え
い

宰
府
廿
四
詠
》
で
は
、
観
世
音
寺
の
古
梵
鐘
が
太

宰
府
を
代
表
す
る
古
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
（
日
野
綾
子
・
九
州
歴
史
資
料
館
）

写真２　齋藤家旧宅跡

写真１　「屋敷証文」中の絵図

　
手
が
か
り
と
な
っ
た
資
料

　

齋
藤
秋
圃
は
、
後
妻
の
富
が
太
宰
府
天
満
宮

社し

ゃ

け家
の
御ご

供く

屋や

家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
縁
と

し
て
、
晩
年
太
宰
府
に
隠
居
し
ま
し
た
。
そ
の

居
住
地
の
手
が
か
り
と
な
る
文
書
が
太
宰
府
天

満
宮
所
蔵
史
料
か
ら
見
つ
か
っ
た
の
で
、
こ
こ

で
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
二
月

付
の
「
屋
敷
証
文
」
と
い
う
文
書
で
、
内
容
は
、

齋
藤
周
輔
・
萍
哉
の
二
名
が
、
大
鳥
居
家
か
ら

2020 年 11 月
（令和 2年）

齋さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃
の
住
ま
い

  

観か

ん

ぜ

お

ん

じ

世
音
寺

齋藤秋圃筆《博多太宰府図屏風》部分
個人蔵（写真提供：九州歴史資料館）



 
萱
か
や
し
ま
し
ゅ
う
ほ
う

島
秀
峰 
筆

 【
孔く

雀
じ
ゃ
く

鳳ほ

う

凰お

う

図ず

】

第 3号

　
繁
栄
と
安
寧
の
象
徴

　

嘉か

ほ穂
郡
桂け

い
せ
ん川

町
に
所
在
す
る
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
、
長
明

寺
の
本
堂
に
設
し
つ
ら

え
ら
れ
た
襖ふ

す
ま
え絵

で

す
。
内な
い
じ
ん陣
と
外げ

じ

ん陣
（
※
1

）
と
を

区
切
る
位
置
に
そ
れ
ぞ
れ
四
面
ず

つ
、
向
か
っ
て
右
側
に
百
花
の
王

と
称
さ
れ
る
牡
丹
と
孔
雀
、
左
側

に
は
梧あ
お
ぎ
り桐
（
※
2

）
の
木
に
と
ま

る
鳳
凰
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
鳳

凰
は
中
国
の
伝
説
の
霊
鳥
で
、
世

が
平
ら
か
な
時
に
の
み
姿
を
現
す

と
さ
れ
、
梧
桐
の
実
し
か
食
べ
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
絵
画
で
は

こ
の
よ
う
に
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
ま

す
。
ど
ち
ら
も
繁
栄
と
安
寧
を
象

徴
す
る
画
題
で
す
。

　
萱
島
秀
峰

　

萱

島

家

は
、

齋

藤

家
、

吉

嗣

家
と
と
も
に
太
宰
府
で
絵
師
を

な
り
わ
い
と
し
た
家
系
で
、
秀

峰
（
一
九
〇
一
～
七
三
）
は
、
初

代
鶴か
く
せ
い栖
、
二
代
秀し
ゅ
う
ざ
ん
山
の
後
を
継
ぎ
、

実
質
的
な
三
代
目
と
し
て
大
正
か

ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
ま
し
た
。

太
宰
府
天
満
宮
の
文
書
館
で
幾
度

も
画
会
を
催
し
た
ほ
か
、
全
国
規

模
の
南
画
展
に
作
品
を
出
品
し
た

り
、
福
岡
市
や
太
宰
府
近
郊
の
寺

社
の
依
頼
に
よ
る
襖
絵
や
仏
画
な

2

ど
の
大
作
も
遺
し
て
い
ま
す
。
一
時
期
太
宰
府
天

満
宮
の
干え

と支
絵
馬
の
原
画
も
描
い
て
い
ま
し
た
。

　
華
麗
な
る
大
作

　

近
年
な
さ
れ
た
洗
浄
と
修
復
に
よ
っ
て
、
さ
っ

　

「
と
う
と
う
た
ら
り
」
と
い
う
祝
歌
で
始
ま
る
能
の

演
目
「
翁
お
き
な

」
。
そ
の
前
半
に
舞
わ
れ
る
の
が
「
千
歳
」
、

後
半
に
演
じ
ら
れ
る
の
が
「
三さ

ん

ば

そ

う

番
叟
」
で
す
。
鈴
を

振
り
な
が
ら
飄
ひ
ょ
う
い
つ

逸
に
飛
び
跳
ね
る
仕
草
が
特
徴
で
す

が
、
本
図
は
片
足
立
ち
で
腰
を
か
が
め
た
演
者
の
動

き
の
一
瞬
を
と
ら
え
て
い
ま
す
。
剣け
ん

先さ
き

烏え

帽ぼ

子し

に
黒こ
く

尉じ
ょ
う

面め
ん

、
松
鶴
模
様
の
直ひ
た
た
れ
か
み
し
も

垂
上
下
と
い
っ
た
装
し
ょ
う
ぞ
く束
描
写

は
的
確
で
、
抑
揚
の
あ
る
描
線
と
明
る
い
彩
色
が
洒

脱
な
趣
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

齋
藤
家
資
料
に
は
能
楽
関
連
の
も
の
が
一
群
あ
っ

て
、
裏
面
に
な
ぞ
り
書
き
の
痕
跡
が
あ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
秋
圃
ゆ
か
り
の
秋
月
に
隣
接
す
る
、
三
奈

木
の
品
照
寺
に
は
、
「
松
窓
」
印
を
持
つ
、
本
図
と
よ

く
似
た
「
三
番
叟
図
」
が
あ
り
、
秋
圃
の
図
様
が
手

本
と
し
て
継
承
さ
れ
た
と
も
想
像
で
き
ま
す
。

　

天
下
泰
平
と
長
寿
を
祈
る
三
番
叟
の
図
が
、
秋
圃

芸
術
の
伝
承
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
得

た
り
と
い
え
ま
す
。
（
小
林
知
美
・
筑
紫
女
学
園
大
学
）

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
「
拝
」
と
い
う
字
。
詩

書
画
の
作
品
を
多
く
残

し
た
吉
嗣
拝
山
の
名
前

の
一
文
字
で
も
あ
る
た

め
、
資
料
調
査
で
見
か

け
る
こ
と
の
多
い
文
字

で
す
。
画
像
右
側
は
「
拜
」
と
い

う
文
字
で
、「
拝
」
の
旧
字
体
で
す
。

手
偏
が
そ
の
ま
ま
手
に
な
っ
て
い

る
の
が
特
徴
で
、
現
在
は
あ
ま
り

使
用
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
吉
嗣
拝
山
が
活
躍
し
た
明

治
時
代
は
一
般
的
に
用
い
ら
れ
、
拝
山
と
書
か
れ

た
資
料
の
多
く
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
「
拝
」
と
い
う
字
は
現
在
で
も
手
紙
や

メ
ー
ル
な
ど
で
相
手
へ
の
敬
意
を
表
す
言
葉
と
し
て

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
文
書
に
も
た
び
た
び
見
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
画
像
左
側
は
「
拝
」
の
く
ず
し

字
で
、
左
側
の
手

編
は
そ
の
ま
ま
で

す
が
、
右
側
は
羽

と
い
う
字
の
一
部

の
よ
う
に
崩
れ
て

い
ま
す
。

　

「
拝
」
と
い
う

字

は
、

形

が

変

わ
っ
て
も
、
今
も

昔
も
丁
寧
な
表
現

に
は
欠
か
せ
な
い

文
字
で
す
。
作
品
や
文
書
を
見
る
こ
と
が
あ
れ
ば
こ

の
文
字
が
あ
る
か
ど
う
か
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
木
村
純
也
・
文
化
財
課
） 《書状》部分

齋藤家資料

紙本着色・襖装　各面縦 239 × 106 ㎝　昭和 13 年（1938）長明寺蔵

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

紙本着色／47.0 × 34.0 ㎝
新
た
な
執
筆
者
を
加
え
た
第
三
号
。
全
員
絵
師
調
査
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
で
す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

※
１  

内な
い
じ
ん陣

・
外げ

じ

ん陣　

寺
院
や
神
社
で
、
本
尊
や
神
体
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る

所
を
内
陣
、
人
々
が
拝
礼
す
る
と
こ
ろ
を
外
陣
と
い
う
。　

※
２  

梧あ
お
ぎ
り桐　

夏
に
黄
白
色
の
小
花
が
咲
く
ア
オ
ギ
リ
科
の
落
葉
高
木
。

た
ん
す
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
ゴ
マ
ノ
ハ
グ
サ
科
の
桐
と
は
別
。

※
３  

盛も
り
あ
げ
ざ
い
し
き

上
彩
色　

胡ご

ふ

ん粉
（
貝
殻
か
ら
作
っ
た
白
色
顔
料
）
な
ど
を
厚
く

塗
っ
た
上
に
彩
色
を
施
す
こ
と
。
立
体
感
や
質
感
を
あ
ら
わ
す
。

【
拝
】

吉嗣拝山筆《絶筆》

部分　吉嗣家資料

 

齋
藤
家
資
料

 【
千せ

ん

さ

い

ず

歳
図
】

ぱ
り
と
し
た
感
じ
も
受

け
ま
す
が
、
モ
チ
ー
フ

に
は
細
部
ま
で
丁
寧
に

顔
料
が
施
さ
れ
、
よ
く

見
る
と
花
や
鳥
の
羽
に

金き
ん
で
い泥
で
筋
を
描
き
入
れ

た
り
、
盛も
り
あ
げ
ざ
い
し
き

上
彩
色
（
※

3

）
の
技
法
が
用
い
ら

れ

て

い

る

の

も

わ

か

り

ま

す
。

制

作

当

初

は

今

よ

り

も

も

っ

と

絢け
ん
ら
ん
ご
う
か

爛
豪
華
な
襖
だ
っ
た

こ
と
が
窺
う
か
が

え
ま
す
。
縦

二
・
四
メ
ー
ト
ル
、
襖
四

枚
を
つ
な
げ
た
横
幅
は

四
メ
ー
ト
ル
を
超
す
大

き
な
画
面
で
す
が
、
構

図
は
安
定
し
て
お
り
、

筆
づ
か
い
も
丁
寧
で
、

ま
る
で
極
楽
浄
土
を
連

想
さ
せ
る
よ
う
な
堂
々

と
し
た
作
品
に
仕
上
げ

て
い
ま
す
。

　

秀

峰

三

十

七

歳

の

作
。
現
在
確
認
さ
れ
て

い
る
彼
の
作
品
の
中
で

最
も
大
き
な
作
品
で
あ

り
、
代
表
作
の
ひ
と
つ

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
優

品
で
す
。
（
井
形
栄
子
・

元
熊
本
県
立
美
術
館
）


