
1

ま
す
。
齋
藤
秋
圃
は
秋
月
藩
の
御
用
絵
師
を
勤
め

た
あ
と
、
晩
年
の
20
年
ほ
ど
を
梅
圃
と
と
も
に
太
宰

府
で
過
ご
し
て
お
り
、
筑
前
を
中
心
に
多
く
の
作
品

を
残
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
見
ど
こ
ろ
は
大
き
な
屏
風
に
描

か
れ
た
《
蘭ら
ん

亭て
い

曲
き
ょ
く

水す
い

図ず

》
。
詳
細
は
裏
面
の
逸
品

探
訪
で
解
説
し
て
い
ま
す
が
、
齋
藤
秋
圃
が
80
歳
の

時
に
描
い
た
作
品
で
、
新
元
号
「
令
和
」
や
太
宰
府

に
ゆ
か
り
の
深
い
作
品
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
流
り
ゅ
う

麗れ
い

な

筆
づ
か
い
の
《
菊き
く

慈じ

童ど
う

図ず

》（
ポ
ス
タ
ー
右
写
真
）
や
、

博
多
聖
福
寺
の
僧
湛た
ん

元げ
ん

の
賛
を
と
も
な
う
《
楊よ
う

柳
り
ゅ
う

観か
ん

音の
ん

図ず

》
（
下
右
図
）
な
ど
、
秋
圃
の
優
品
や
基
準

作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

２
　
吉
嗣
拝
山
と
吉
嗣
家
資
料

八は
っ

仙せ
ん

図ず

》
な
ど
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
作
品
を
お

楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ま
た
、
幕
末
の
七し
ち

卿
き
ょ
う

落お

ち
に
同
行
し
た
志
士
土ひ

じ

方か
た

久ひ
さ

元も
と

の
書
簡
や
、
日
田
の
私し

塾
じ
ゅ
く

咸か
ん

宜ぎ

園え
ん

で
拝
山
と
共

に
漢
学
を
学
ん
だ
清き
よ

浦う
ら

奎け
い

吾ご

（
第
23
代
内
閣
総
理
大

臣
）
の
書
簡
な
ど
、
吉
嗣
家
資
料
か
ら
そ
の
交
遊
関

係
を
探
り
ま
す
。

　

３
　
絵
師
調
査
事
業
の
紹
介

　

太
宰
府
市
で
お
こ
な
っ
て
い
る
絵
師
調
査
事
業
は
平

成
26
年
度
に
は
じ
ま
り
、
今
年
で
8
年
目
を
迎
え
ま

す
。
そ
の
間
、
地
道
な
資
料
整
理
や
分
析
を
進
め
な

が
ら
報
告
書
の
刊
行
、
齋
藤
家
資
料
の
市
指
定
文
化

財
へ
の
登
録
、
特
別
展
の
実
施
と
、
そ
の
成
果
を
広

く
市
民
に
還
元
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
事
業
の
概
要
や
最
新
成
果
を
パ

ネ
ル
と
資
料
で
紹
介
し
ま
す
。
令
和
3
年
3
月
に
刊

行
さ
れ
た
ば
か
り
の
印
章
報
告
書
に
関
連
し
た
、
吉

嗣
家
に
伝
わ
る
印
章
や
印
箋
の
ほ
か
、
現
在
調
査
中

の
資
料(

画
稿
類
等)
を
展
示
し
ま
す
。

　

見
ど
こ
ろ
た
く
さ
ん
の
絵
師
展
。
観
覧
料
は
無
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
（
木
村

純
也
・
文
化
財
課
）

　

太
宰
府
市
内
に
は
約
30
体
の
え
び
す
石
神
が
祀ま
つ

ら

れ
、
商
売
繁
盛
や
五ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

穀
豊
穣
、
宿
場
守
護
な
ど
を
願
っ

て
、
地
域
の
人
々
の
手
で
大
切
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

石
像
の
ほ
と
ん
ど
は
石
に
線
彫
り
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、
そ
の
原
画
を
は
じ
め
、「
え
び
す
祭
り
」
の
直な
お
ら
い会
（
祭

り
の
最
後
に
お
供
え
を
い
た
だ
く
行
事
）
の
席
で
掛
け

ら
れ
て
き
た
掛
軸
に
は
、
太
宰
府
の
絵
師
た
ち
の
作
品

が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

吉よ
し
つ
ぐ
ば
い
せ
ん

嗣
梅
仙
が
手
掛
け
た
石
像
の
一
つ
に
、「
慶
応
三
年

（
１
８
６
７
）」
「
梅　

  

（
梅
仙
）」
の
銘
を
持
つ
三
条

町
の
え
び
す
石
像
が
あ
り
ま
す
。
波
間
か
ら
大
き
な
鯛

の
か
か
っ
た
釣
り
糸
を
手
繰
り
寄
せ
る
え
び
す
様
を
い

き
い
き
と
描
い
て
い
ま
す
。
石
像
の
拓た
く
ほ
ん本
を
採
る
こ
と

で
、
銘
文
の
中
か
ら
梅
仙
の
名
が
浮
か
び
上
が
り
ま
し

た
。
身
近
な
絵
師
の
存
在
が
、
太
宰
府
に
多
く
の
え
び

す
石
像
が
置
か
れ
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。（
井
上
理
香
・

文
化
ふ
れ
あ
い
館
）

　
　
　
　

（
右
）
齋
藤
秋
圃
《
楊
柳
観
音
図
》
個
人
蔵

　
　
　
　

（
左
）
吉
嗣
拝
山
《
鍾
馗
図
》
個
人
蔵

　
　

  　
　
　
　

※
会
期
中
に
一
部
展
示
替
え
を
予
定
し
て
い
ま
す

　
来
た
る
6
月
5
日
（
土
）
か
ら
太
宰
府
市
文

化
ふ
れ
あ
い
館
で
、
太
宰
府
の
絵
師
展
「
秋
圃
と

拝
山
―
太
宰
府
に
偉
才
あ
り
―
」
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
こ
の
展
覧
会
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
筑
前
を

代
表
す
る
町
絵
師
で
あ
る
齋さ
い

藤と
う

秋
し
ゅ
う

圃ほ

と
、
明
治

～
大
正
期
に
活
躍
し
た
文
人
吉よ
し

嗣つ
ぐ

拝は
い

山ざ
ん

に
つ
い
て

紹
介
す
る
も
の
で
、
太
宰
府
の
絵
師
調
査
事
業
と

し
て
は
平
成
30
年
に
開
催
さ
れ
た
「
太
宰
府
の
絵

師　

齋
藤
秋
圃
展
」
に
続
く
、
2
度
目
の
展
覧
会

に
な
り
ま
す
。
以
下
、
展
示
の
各
コ
ー
ナ
ー
の
概

要
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

１
　
齋
藤
秋
圃
と
齋
藤
家
資
料

　

齋
藤
秋
圃
と
そ
の
息
子
梅ば
い

圃ほ

の
作
品
や
画
稿

(

下
書
き)

な
ど
を
借
用
資
料
を
交
え
て
展
示
し

太
宰
府
の
絵
師
展
が
始
ま
り
ま
す

（右）えびす石像（線刻）

（中）石像表面の拓本

（左）  石像裏側の拓本

　　  銘文に梅　（梅仙）の文字が見える

絵師調査事業

広報誌

慶

應

三

年

丁

卯

十

一

月

當

町

上

組

梅　

冩

展覧会ポスター

　

詩
書
画
の
名
人
と
し
て
全

国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
吉

嗣
拝
山
の
作
品
を
中
心
に
、

齋
藤
秋
圃
に
筆
を
習
い
絵
師

と
し
て
活
躍
し
た
吉
嗣
家

初
代
の
梅ば
い

仙せ
ん

、
拝
山
の
息
子

で
父
と
同
じ
く
書
画
の
道
に

進
ん
だ
鼓こ

山ざ
ん

の
作
品
や
資

料
を
展
示
し
ま
す
。
拝
山
が

与
謝
蕪
村
の
作
風
に
な
ら
っ

て
描
い
た
と
い
う
《
鍾
し
ょ
う

馗き

図ず

》

（
下
左
図
）、
梅
仙
と
鼓
山

の
祖
父
・
孫
合
作
《
飲い
ん

中
ち
ゅ
う
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書
聖
王お
う

羲ぎ

之し

の
故
事

　

中
国
東と
う

晋し
ん

時
代
の
政
治
家
で
書
家
と
し
て
名
高

い
王
羲
之
が
、
会か
い

稽け
い

山ざ
ん

の
蘭ら
ん

亭て
い

（
※
１
）
に
知
人

ら
を
招
い
て
上じ
ょ
う
し巳
（
３
月
３
日
）
の
禊み
そ

ぎ
を
行
っ

た
後
、
流
水
に
盃
を
浮
か
べ
て
そ
れ
が
自
ら
の
前

に
来
る
ま
で
に
詩
を
詠
む
趣し
ゅ

向こ
う

の
宴
を
催
し
た
と

い
う
故
事
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
の
詩
集
に

王
羲
之
が
記
し
た
序
文
が
「
蘭ら
ん
て
い
じ
ょ

亭
序
（
※
２
）」
。

書
の
傑
作
と
し
て
古
く
か
ら
手
本
と
さ
れ
、
ま
た

清
ら
か
で
風
雅
な
故
事
の
趣
は
、
絵
画
や
工
芸
品

の
題
材
と
し
て
今
も
ひ
ろ
く
愛
好
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
梅
花
の
宴
と
曲
水
の
宴

　

さ
て
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
故
事
だ

な
と
ピ
ン
と
き
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
新
元
号
「
令
和
」
の
由
来
と

　

「
逸
品
探
訪
」
の
作
品
と
同
じ
く
曲
水
の
宴
が
主
題
で
す
。

奇
岩
の
脇
を
流
れ
る
川
か
ら
曲
水
を
つ
く
り
、
盃
を
流
す
童

子
と
詩
作
に
興
じ
る
高こ

う

し士
た
ち
の
姿
を
正
面
か
ら
見
た
構

図
で
描
い
て
い
ま
す
。
曲
水
の
場
面
を
取
り
囲
ん
で
、
向
か
っ

て
右
上
の
岩
陰
で
は
童
子
た
ち
が
盃
の
準
備
に
忙
し
く
、
一

方
で
左
側
の
高
台
で
は
、
詩
作
も
せ
ず
に
談
笑
し
た
り
く
つ

ろ
い
だ
り
、
実
に
楽
し
げ
な
様
子
の
高
士
た
ち
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
盃
が
来
る
ま
で
に
詩
を
作
れ
な
け
れ
ば
、
罰
と
し

て
３
杯
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
果
た
し
て

罰
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

裏
面
に
「
三
月
三
日
／
天
保
三
年
／
辰
ノ
春
日
写
／

千
二
十
四
番
／
齋
藤
梅
圃
蔵
（
／
は
改
行
）」
と
の
墨
書
が

あ
り
、
こ
の
図
は
秋
圃
の
息
子
の
梅ば

い

ほ圃
が
写
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
の
時
梅
圃
は
17
歳
。
「
千
二
十
四
番
」
と
い

う
番
号
は
、
梅
圃
が
数
多
く
の
絵
を
目
に
し
、
学
ん
で
い
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
梅
圃
の
画
技
や
、
父
秋
圃
と
の

協
業
の
実
態
な
ど
は
不
明
な
部
分
が
多
く
、
今
後
の
研
究

課
題
の
ひ
と
つ
で
す
。
（
井
形
栄
子
）

　

５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
徐
々
に
気
温
が
上
が
り

日
差
し
も
強
く
な
る
「
初
夏
」
の
季
節
。
今
年
は
す

で
に
夏
日
を
迎
え
る
日
も
あ
り
ま
す
が
、
例
年
は
ま

だ
暑
さ
も
強
く
な
く
、
す
が
す

が
し
い
時
期
で
す
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
こ
の

「
初
夏
」
と
い
う
字
で
す
。
「
初
」

と
い
う
字
は
左
側
の
「
衤
」
が

少
し
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
が
何
と
か
読
め
そ
う
で
す
。

「
夏
」
は
ど
こ
か
違
う
文
字
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は

異
体
字
と
い
っ
て
近
代
以
前
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
た

文
字
に
な
り
「 　

」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
資
料
は
、
明
治
時
代
の
官
僚
で
南な
ん

画が

や
篆て
ん

刻こ
く

に
も
通
じ
た
片か
た

岡お
か

長な
が

信の
ぶ

と
い
う
人
物
が
、
作
成

し
た
印
章
を
、
印い

ん

箋せ
ん

と
呼
ば
れ
る
紙
に
捺な
つ

印い
ん

し
て
制

作
年
な
ど
の
情
報
を
記
し
た
も
の
で
す
。
「
壬
子
初
夏

呈　

拝
山
先
生
乞
正
」
と
書
い
て
あ
り
、
明
治
45
年

（
１
９
１
２
）
の
初
夏
に
吉
嗣
拝
山
に
贈
っ
た
も
の
の

よ
う
で
す
。

　

な
お
、
当
時
は
旧
暦
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た

た
め
、
夏
と
は
4
月
か
ら
6
月
を

意
味
し
て
お
り
、「
初

夏
」
と
は
夏
の
は
じ

ま
り
で
あ
る
４
月
の

こ
と
を
指
し
て
い
ま

す
。
（
木
村
純
也
）

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

紙本墨画淡彩　38.4 × 53.4 ㎝　天保 3年（1832）

「
秋
圃
と
拝
山
展
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
な
ど
に
よ
り
、
開
催
期
間
の
変
更
や
中
止
等
の
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

※
１  

蘭
亭　

蘭ら
ん
し
ょ渚

（
現
在
の
浙
せ
っ
こ
う
し
ょ
う
し
ょ
う
こ
う

江
省
紹
興
市
）
の
地
に

あ
っ
た
と
い
う
東あ
ず
ま
や屋

（
湖
畔
や
庭
園
に
設
け
ら
れ
た

休
憩
所
の
よ
う
な
建
物
）
の
こ
と
。

※
２    

蘭
亭
序　

宴
の
際
に
酔
っ
て
即
興
で
書
か
れ
た
行
書

の
草
稿
が
名
筆
と
さ
れ
た
が
、
原
本
は
伝
わ
ら
ず
、

模
本
と
さ
れ
る
も
の
の
み
が
伝
わ
る
。
３
２
４
字
か

ら
成
り
、
宴
の
趣
旨
や
情
景
、
人
生
観
な
ど
が
綴
ら

れ
て
い
る
。

曲水宴の部分図

な
っ
た
大お
お
と
も
の
た
び
と

伴
旅
人
の

梅
花
の
宴
と
、
そ
の

と
き
詠
ま
れ
た
和

歌
に
付
さ
れ
た
旅
人

の
序
は
、
こ
の
王
羲

之
の
故
事
に
な
ら
っ

た
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
一
方
の
曲
水

の
宴
も
、
奈
良
時

代
以
前
に
中
国
か

ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
い
い
、
神
事
を
兼
ね
た
宮
廷

行
事
、
あ
る
い
は
私
的
な
宴
と
し
て
流
行
し
ま
し
た
。

全
国
に
先
が
け
昭
和
38
年
（
１
９
６
３
）
に
太
宰

府
天
満
宮
で
曲
水
の
宴
が
復
原
さ
れ
、
現
在
に
至
っ

て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
す
。

　
さ
い
ふ
づ
く
し
の
逸
品

　

作
者
の
齋
藤
秋
圃
は
70
歳
頃
か
ら
亡
く
な
る
ま
で

の
約
20
年
間
を
太
宰
府
の
地
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。

画
面
に
は
80
歳
の
年
紀
が
あ
り
、
本
作
品
は
今
か
ら

１
７
０
年
ほ
ど
前
の
太
宰
府
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
向
か
っ
て
右
の
画
面
（
写
真
上
）
に
王

紙本着色　江戸時代・嘉永 4年（1851）頃　個人蔵

羲
之
の
い
る
蘭
亭
と
そ
こ
へ
集
う
一
行
が
、
左

の
画
面
（
同
下
）
に
は
大
ら
か
に
賑
わ
う
曲

水
の
宴
の
様
子
が
、
秋
圃
ら
し
い
筆
力
で
生

き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

太
宰
府
に
ち
な
む
主
題
を
、
太
宰
府
の
絵

師
が
、
太
宰
府
の
地
で
描
い
た
と
い
う
、
ま

さ
に
太
宰
府
づ
く
し
の
逸
品
で
す
。
（
井
形
栄

子
・
絵
師
調
査
チ
ー
ム
）


