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第4号 1

　

さ
ま
ざ
ま
な
印
章

　

吉
嗣
拝
山
は
、
名
を
達
太
郎
、
字
あ
ざ
な

は
士
辞
、
蘇

道
人
と
号
し
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
右
手
切

断
の
厄
難
に
あ
っ
て
の
ち
左
手
で
筆
を
揮ふ
る

い
、
獨ど
く

臂ひ

翁お
う

の
ち
に
獨ど
く
し
ょ
う
こ
じ

掌
居
士
な
ど
を
称
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
姓
名
、
字
号
な
ど
が
印
章
に
刻
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
写
真
１
は
拝
山

の
《
墨
松
図
》
で
す
。
落
款
に
「
辛
亥
夏
日
拜
山
」

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
辛
亥
年
（
明
治
四
十
四
年
・

一
九
一
一
）
に
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
落
款
の
印

章
は
ふ
た
つ
（
写
真
２
、
ひ
と
つ
の
印
の
天
地
両

面
に
刻
印
さ
れ
て
い
ま
す
）
、
上
が
「
海
西
／
拜

山
」
（
朱
文
）
、
下
が
「
獨
／
臂
」
（
白
文
）
で
す
。

賛
の
右
肩
に
引
首
印
「
寸
心
千
古
」
（
白
文
）
が
あ

り
、
右
下
の
松
の
樹
幹
に
「
游
戯
／
諸
／
三
昧
」

（
白
文
、
写
真
３
）
の
遊
印
が
み
え
ま
す
。
こ
こ
ま

で
は
画
面
上
に
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
使
用
さ

れ
て
い
る
印
章
三
顆か

（
※
３
）
は
現
存
し
、
落
款

印
の
側
面
に
「
明
治
甲
辰
一
月
爲
／
拜
山
先
生
清

玩
／
六
十
一
翁
／
桜
雲
元
刀
」
の
陰
刻
を
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
明
治
甲
辰
年
は
明
治
三
十
七
年

（
一
九
〇
四
）
に
あ
た
り
ま
す
。

　

印
章
の
文
字

　

と
こ
ろ
で
、
印
章
に
刻
さ
れ
る
文
字
の
形
は
、

わ
た
く
し
た
ち
が
日
常
使
用
す
る
文
字
の
形
と
少

し
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
篆て
ん
た
い体
」
と
い
う

文
字
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
文
字
も
篆て
ん
こ
く
し
ゃ

刻
者
（
印
人
）

に
よ
っ
て
独
特
の
表
し
方
が
あ
り
、
な
か
な
か
判

読
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
印
章
の
形
体
そ

の
も
の
に
も
美
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
通
常

そ
れ
ら
は
絵
師
の
側
に
あ
り
ま
す
の
で
み
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の
印
章
の
調
査
で
は
、
そ

の
印い
ん
め
ん面
だ
け
で
な
く
、
印
の
形
、
印
材
、
法
量
、

印い
ん
ち
ゅ
う
鈕
（
※
４
）
、
側そ
っ
か
ん款
（
※
５
）
な
ど
を
調
べ
、
さ

ら
に
吉
嗣
家
資
料
中
に
あ
る
「
印い
ん
せ
ん箋
」
（
※
６
）
、

「
印い

ん

ぷ譜
」
（
※
７
）
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
春
先
に
は
『
報
告
書
』
が
刊

行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く

だ
さ
い
。
（
橋
冨
博
喜
・
太
宰
府
市
絵
師
調
査
チ
ー

ム
）

　

う
そ
替
え
神
事
は
、
正
月
七
日
夜
、
鬼
す
べ
に
先

立
っ
て
、
太
宰
府
天
満
宮
の
天
神
ひ
ろ
ば
で
行
わ
れ

ま
す
。
区
切
ら
れ
た
範
囲
内
に
木
う
そ
を
持
っ
て
集

ま
っ
た
人
た
ち
が
、
「
替
え
ま
し
ょ
、
替
え
ま
し
ょ
」

の
か
け
声
と
と
も
に
、
暗
闇
の
中
で
木
う
そ
を
交
換

し
ま
す
。

　

こ
の
時
用
い
ら
れ
る
木
う
そ
を
、
齋
藤
秋
圃
が
描

い
て
い
ま
す
。
写
真
は
裏
面
の
「
逸
品
探
訪
」
の
コ
ー

ナ
ー
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

頃
制
作
の
《
筑ち
く

前ぜ
ん

太だ

宰ざ
い

府ふ

鷽う
そ

換か
え

追つ
い

儺な

之の

図ず

》
の
木
う

そ
部
分
を
拡
大
し
た
も
の
で
、
現
代
の
木
う
そ
と
比

べ
る
と
、
羽
の
羽
上
げ
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
く
、

色
や
形
状
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き

ま
す
。

　

秋
圃
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
頃
に
刊
行
さ
れ

た
『
わ
す
れ
く
さ
』
に
も
う
そ
替
え
の
様
子
を
描
い

て
い
ま
す
が
、
こ
の
木
う
そ
は
さ
ら
に
形
が
異
な
り
、

尾
羽
の
羽
上
げ
は
直
線
的
で
細
身
の
、
い
か
に
も
素

朴
な
木
彫
り
の
鳥
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

年
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
木
う
そ
の
形
が
変
化

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
大
変
興
味
深
い
資
料
で
す
。

（
朱
雀
信
城
・
太
宰
府
市
公
文
書
館
）

写真 2

写真１  吉嗣拝山筆《墨松図》
　　　  吉嗣家資料

　

一
般
的
に
書
画
で
は
、
誰
が
、
い
つ
、
何
を

え
が
い
た
の
か
な
ど
に
関
心
が
向
け
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
に
、
い
か
な
る
状
況
で
、
と
い
う
こ
と
が

追
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う

ち
落ら
っ
か
ん款

と
印
章
は
、
「
誰
が
」
と
い
う
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
落
款
印
章
は
、
そ
の
作
品
の

完
成
を
絵
師
が
告
げ
る
も
の
で
す
。
画
面
に
は
、

画が

賛さ
ん

が
あ
れ
ば
そ
の
右
肩
に
引い

ん

首し
ゅ

印い
ん

（
※
１
）
が
、

落
款
に
ひ
と
つ
か
ふ
た
つ
の
落
款
印
が
、
そ
し

て
画
面
下
方
な
ど
に
遊ゆ
う

印い
ん

（
※
２
）
が
捺
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
調
査
し
て
、

そ
の
作
品
が
そ
の
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
絵
師
の
署
名

の
く
ず
し
字
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
本
紙
で
も

紹
介
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
号
で
は
、
現
在
作

成
中
の
報
告
書
に
関
連
し
て
吉
嗣
拝
山
の
印
章

に
つ
い
て
記
し
て
い
き
ま
す
。　
　
　

2021 年 1月
（令和 3年）

吉よ

し

つ

ぐ

は

い

ざ

ん

嗣
拝
山
の
印

い
ん
し
ょ
う章

 

秋
圃
の
描
い
た

　
　
　
　
木
う
そ

写真右《筑前太宰府鷽換追儺之図》部分

　　　     齋藤秋圃筆（福岡市博物館蔵）

写真左   現代の木うそ

写真 3

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

※
１  

引
首
印　

関か
ん

防ぼ
う

印
、
冠か
ん

冒ぼ
う

印
と
も
い
う
。
書
や
絵
の
冒
頭
に

捺
印
し
、
偽
造
防
止
の
意
味
も
あ
っ
た
。　

※
２  

遊
印　

遊
戯
の
印
で
、
姓
名
で
は
な
く
好
み
の
詞
句
や
思
想

な
ど
自
由
な
文
字
が
刻
ま
れ
る
。

※
３  
顆　

印
章
を
数
え
る
単
位
。
顆
は
つ
ぶ
の
意
。

※
４  

印
鈕　

印
章
を
手
で
持
つ
つ
ま
み
の
部
分
。
芸
術
的
な
彫
刻

が
施
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

※
５  

側
款　

印
章
の
側
面
に
刻
ま
れ
た
、
署
名
や
制
作
年
な
ど
の

情
報
。

※
６  

印
箋　

完
成
し
た
印
章
を
捺
印
す
る
た
め
の
用
紙
。
篆
刻
家

の
署
名
や
制
作
年
、
製
作
目
的
、
簡
単
な
解
説
が
記
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
。

※
７  

印
譜　

さ
ま
ざ
ま
な
印
章
が
捺
印
さ
れ
た
冊
子
や
帳
面
の
こ

と
。
篆
刻
家
本
人
や
、
印
章
を
使
用
し
た
文
人
、
印
章
を
所

有
す
る
収
集
家
な
ど
が
作
成
し
た
。

太宰府の絵師

調 査 広 報 誌

【
参
考
文
献
】
柳
智
子
「
太
宰
府
の
木
鷽
」
（
『
年
報
太
宰
府
学
』

四
号
、
二
〇
一
〇
年
）



 
齋
さ
い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃 
筆

 【
筑ち

く

ぜ

ん

だ

ざ

い

ふ

う

そ

か

え

つ

い

な

の

ず

前
太
宰
府
鷽
換
追
儺
之
図
】

第 4号

　

太
宰
府
の
正
月
神
事

　

正
月
七
日
の
夜
に
太
宰
府
天

満
宮
で
お
こ
な
わ
れ
る
、
ふ
た

つ
の
神
事
を
巻
物
に
仕
立
て
た

作
品
で
す
。
向
か
っ
て
右
、
画

面
の
前
半
に
描
か
れ
る
の
は
、

参
集
者
が
互
い
の
木
う
そ
を
交

換
し
あ
う
「
う
そ
替
え
」
、
後
半

に
描
か
れ
る
の
は
、
役
に
扮
し

た
氏
子
た
ち
が
炎
を
燃
や
し
て

火
難
を
は
ら
う
「
鬼
す
べ
」
で
す
。

画
中
の
署
名
に
よ
っ
て
、
秋
圃

が
八
十
六
歳
の
時
に
描
い
た
作

品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ゆ
た
か
な
表
現

　

雲
間
に
冴
え
る
三
日
月
、
ほ

こ
ろ
ぶ
梅
の
花
、
屋
根
だ
け
を

見
せ
る
鬼
す
べ
堂
、
墨
だ
け
で

お
ぼ
ろ
げ
に
描
か
れ
る
二
本
の

大
木
に
よ
っ
て
、
春
と
い
う
季

節
、
夜
と
い
う
時
を
表
現
し
て

い
ま
す
。
画
面
を
覆お
お

う
余
白
に

は
部
分
的
に
墨
を
入
れ
て
暗
闇

を
あ
ら
わ
し
、
神
事
の
様
子
を

際
立
た
せ
て
い
ま
す
。
夜
空
と

同
じ
青
を
基
調
と
し
て
、
人
々

が
密
集
す
る
う
そ
替
え
の
場
面

と
は
対
照
的
に
、
鬼
す
べ
の
場

面
で
は
、
黒
を
基
調
に
炎
と
鬼

2

　

松
竹
梅
の
木
立
の
蔭
で
、
七
福

神
の
宴
は
今
ま
さ
に
た
け
な
わ
で

す
。
溢あ
ふ

れ
ん
ば
か
り
に
注
が
れ
た

大
杯
の
お
酒
を
、
毘び
し
ゃ
も
ん
て
ん

沙
門
天
は
一

気
に
飲
み
干
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
、 

弁べ
ん
ざ
い
て
ん

財
天
は
じ
め
六
ろ
く
は
し
ら
柱
（
神

さ
ま
の
数
え
方
）
の
神
さ
ま
た
ち

が
皆
、
目
を
細
め
て
楽
し
そ
う
に

み
ま
も
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
七
福
神
図
は
た
い

そ
う
好
ま
れ
、
た
く
さ
ん
の
作
例

が
伝
存
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

画
面
左
後
方
の
、
宝
物
を
運
ぶ

唐か

ら

こ子
の
行
列
は
類
例
を
み
ま
せ
ん
。

列
の
な
か
に
は
蓑み
の
が
め亀
（
藻
の
つ
い

　

梅
は
早
春
に
他
の
植
物
に
先
駆
け
て
花
を
咲
か

せ
る
こ
と
か
ら
縁
起
の
よ
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

太
宰
府
に
お
い
て

は
菅
原
道
真
公
を
追

い
か
け
て
き
た
飛と
び

梅う
め

の
説
話
も
あ
り
、
二

月
に
な
る
と
各
地
で

綺
麗
な
梅
の
花
が
咲

い
て
い
る
の
を
目
に
し
ま
す
。
市
の
花
に
も
な
っ

て
お
り
、
ま
さ
に
太
宰
府
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
太
宰
府
の
町
絵
師
の
作
品
に
も
梅
を

題
材
に
し
た
作
品
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
そ
ん
な
「
梅
」
の
く
ず

し
字
で
す
。
字
を
見
て
み
る
と
、
左
側
の
木
偏
は
手

偏
の
よ
う
に
書
か
れ
、
右
側
の
毎
は
ひ
ら
が
な
の

「
あ
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
齋
藤
秋
圃
の

後
を
継
い
だ
梅
圃
の
一
字
で
も
あ
る
た
め
、
齋
藤
家

資
料
で
は
頻
繁
に
み
る
文
字
で
す
。

　

太
宰
府
天
満
宮
参
道
に
は
名
物
の
梅
が
枝
餅
や
お

店
の
名
前
な
ど
、
様
々
な
所
に
「
梅
」
の
文
字
を
見

か
け
ま
す
。
こ
れ
か
ら
見
ご
ろ
を
迎
え
梅
と
と
も
に
、

街
中
の
い
ろ
ん
な
「
梅
」
を
見
て
回
る
の
も
楽
し
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
木
村
純
也
・
文
化
財
課
）

絹本着色・巻子装　41.0 × 169.8 ㎝　安政 2年（1855）頃　福岡市博物館蔵

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　45.0 × 83.0 ㎝

新
年
ら
し
く
お
め
で
た
い
内
容
に
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
梅
】

《梅に鶯図》齋藤家資料より

 

齋
藤
家
資
料

 【
七し

ち

福ふ

く

神じ

ん

図ず

】

面
の
赤
を
ア
ク
セ
ン
ト
に
し
て

い
て
、
激
し
い
煙
の
中
を
躍
動

す
る
人
々
の
様
子
が
描
か
れ
ま

す
。
全
体
の
構
成
だ
け
で
な
く

部
分
に
目
を
移
す
と
、
人
物
は

表
情
豊
か
に
細
や
か
に
、
そ
し

て
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
て
、

秋
圃
が
渾
身
の
力
を
込
め
て
描

い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

か
わ
ら
ぬ
祈
り

　

本
作
品
は
天
満
宮
か
ら
福
岡

藩
に
献
上
さ
れ
た
と
伝
わ
る
も

の
で
、
現
在
は
黒
田
家
資
料
の

ひ
と
つ
と
し
て
福
岡
市
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
制
作

の
依
頼
を
受
け
た
秋
圃
は
こ
の

と
き
天
満
宮
の
す
ぐ
近
く
に
住

ん
で
い
た
の
で
、
私
た
ち
が
カ

メ
ラ
を
持
っ
て
い
く
よ
う
に
絵

筆
を
携
た
ず
さ

え
て
出
か
け
、
こ
の
風

景
を
見
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

昔
と
比
べ
る
と
木
う
そ
の
形

に
変
化
が
見
ら
れ
、
人
々
の
服

装
も
ち
が
い
ま
す
が
、
祭
り
の

風
情
、
そ
し
て
家
内
安
全
を
祈

る
人
々
の
気
持
ち
は
、
昔
も
今

も
同
じ
で
す
。
（
井
形
栄
子
・
絵

師
調
査
チ
ー
ム
）

た
亀
、
長
寿
の
象
徴
）
を
曳ひ

く

唐
子
も
い
ま
す
。
そ
の
す
ぐ
前

を
歩
む
唐
子
は
こ
の
蓑
亀
が
気

に
か
か
っ
て
し
か
た
な
い
よ
う

で
、
つ
い
振
り
か
え
り
、
捧
げ

も
つ
二ふ
た
ま
た
だ
い
こ
ん

股
大
根
（
大
黒
天
の
供く

物も
つ

）
を
取
り
落
と
し
そ
う
で
す
。

　

画
面
右
手
、
松
の
樹
上
に
は

二
羽
の
鶴
、
い
ず
れ
も
毘
沙
門

天
を
み
つ
め
て
い
ま
す
。
一
羽

は
、
身
を
の
り
だ
し
て
、
く
ち

ば
し
を
開
き
、
声
援
を
送
っ
て

い
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

脇
役
た
ち
が
全
体
の
お
か
し

み
を
増
幅
し
て
い
ま
す
。
秋
圃

ら
し
い
工
夫
に
満
ち
た
一
枚
で

す
。
（
小
林
法
子
・
絵
師
調
査

チ
ー
ム
）

うそ替え図部分


