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数
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
拝
山
が
現
地
の
文
人

墨
客
ら
に
叱し
っ
せ
い正

を
依
頼
し
た
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
最
後
が
「
骨こ
っ
ぴ
つ
だ
い
え
い

筆
題
詠
」
で
す
。
拝
山
は
不
慮

の
事
故
に
よ
っ
て
右
手
を
失
い
ま
し
た
が
、
明
治
５

年
（
１
８
７
２
）
年
、
そ
の
骨
を
使
っ
て
「
骨
筆
」

を
制
作
し
ま
し
た
。
今
回
の
渡
航
に
は
こ
れ
を
持
参

し
て
お
り
、
「
骨
筆
題
詠
」
は
清
国
の
文
人
墨
客
な

ど
が
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
詠
じ
た
詩
編
を
収

め
た
も
の
で
す
。
わ
た
く
し
は
以
前
、
こ
れ
ら
の
資

料
群
か
ら
、
拝
山
の
清
国
に
お
け
る
旅
程
の
復
元
を

試
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

拝
山
の
日
本
観
や
思
想
も
わ
か
る

　

こ
の
う
ち
「
筆
談
録
」
に
は
、
文
人
墨
客
と
の
交

流
の
な
か
で
拝
山
の
思
想
的
な
側
面
、
日
本
の
政
治
・

制
度
・
文
化
・
風
俗
・
慣
習
、
あ
る
い
は
地
理
に

関
す
る
説
明
を
含
む
な
ど
、
拝
山
研
究
の
う
え
で
き

わ
め
て
貴
重
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
資

料
の
性
格
上
、
複
数
の
人
物
の
筆
が
入
っ
て
お
り
、
ま

た
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
び
と
に
と
っ
て
自
明
な
こ

と
が
ら
は
「
筆
談
録
」
の
記
述
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
隔か
っ

靴か

掻そ
う

痒よ
う

の
感
を
免
れ
な
い
箇
所
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

既
存
資
料
を
補
完
す
る
日
記
を
確
認

と
こ
ろ
が
、
こ
の
絵
師
調
査
事
業
に
関
連
し
て
吉

嗣
家
資
料
を
精
査
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
別
に
こ
の
時
の

日
記
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
「
日に
っ

間か
ん

些さ

事じ

記き

〈
戊
寅
〉」
（
写
真
3
）
と
題
さ
れ
た
資
料

が
そ
れ
で
す
。
干か
ん

支し

の
戊
寅
は
、
明
治
11
年
に
あ
た

り
ま
す
。
こ
の
年
の
旧
暦
正
月
元
旦
で
あ
る
２
月
２

日
に
始
ま
っ
て
、
７
月
31
日
で
終
わ
っ
て
お
り
、
拝
山

の
清
国
滞
在
の
全
期
間
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
資
料

に
よ
っ
て
、
先
述
の
旅
程
復
元
で
は
３
月
下
旬
と
し
て

い
た
上
海
到
着
は
３
月
21
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
日

付
ま
で
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、

「
某
来
る
、
筆
談
す
る
こ
と
数
刻
」
「
某
来
る
、
数
刻

筆
舌
す
」
な
ど
の
記
述
が
あ
り
、
「
筆
談
録
」
と
の
対

照
に
よ
っ
て
、
誰
と
の
筆
談
で
あ
っ
た
か
が
判
明
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
嗣
家
資
料

の
調
査
に
よ
っ
て
、
拝
山
に
関
す
る
新
た
な
知
見
が
さ

ら
に
加
わ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
（
重
松
敏
彦
・

太
宰
府
市
公
文
書
館
）

水
城
跡
近
く
、
国
分
２
丁
目
に
位
置
す
る
衣
掛
天

満
宮
は
、
菅
原
道
真
を
祭
神
と
す
る
神
社
で
す
。
こ
の

地
域
に
は
、
「
右
大
臣
の
地
位
か
ら
突
然
大だ
ざ
い
の
ご
ん
の
そ
ち

宰
権
帥
と

し
て
左
遷
さ
れ
て
き
た
道
真
が
、
長
旅
の
末
に
や
っ
と

大
宰
府
の
入
口
で
あ
る
水
城
に
着
き
、
旅
衣
を
脱
い
で

か
た
わ
ら
の
松
（
ま
た
は
石
）
に
掛
け
、
新
し
い
衣
に

着
替
え
た
」
な
ど
の
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。
お
宮
の

由
来
は
複
数
説
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
故
事
に
よ
り
社

を
建
て
た
と
す
る
説
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

道
真
が
衣
を
掛
け
た
松
が
ど
れ
な
の
か
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
説
で
あ
る
裏
山
の
神
木
は
昭

和
28
年
（
１
９
５
３
）
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ

の
木
材
を
使
っ
て
お
宮
の
扁
額
な
ど
が
作
ら
れ
ま
し

た
。
現
在
、
拝
殿
の
正
面
に
か
か
る
扁
額
に
は
鮮
や
か

な
墨
書
き
で
衣
掛
天
満
宮
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

「
神
木
老
松
之
材
」
「
鼓
山
謹
書
」
と
あ
り
、
絵
師
吉

嗣
家
三
代
・
鼓こ

ざ

ん山
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

鼓
山
に
よ
っ
て
新
た
な
命
が
吹
き
込
ま
れ
た
こ
と
で
、

人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
神
木
を
今
な
お
身
近
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
髙
松
麻
美
・
太
宰
府
市
文

化
ふ
れ
あ
い
館
）

拝
山
、
清
国
で
筆
談
す
る

拝
山
は
、
明
治
11
（
１
８
７
８
）
年
、
清
国

に
渡
航
、
上
海
を
は
じ
め
揚
州
・
蘇
州
・
杭
州
を

歴
遊
し
、
ま
た
同
地
の
文
人
墨
客
と
も
交
流
し
て

い
ま
す
。
現
在
、
絵
師
調
査
事
業
で
調
査
を
進
め

て
い
る
吉
嗣
家
資
料
の
な
か
に
は
、
こ
の
時
の
清

国
渡
航
に
つ
い
て
の
貴
重
な
資
料
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
「
筆ひ

つ

ぜ

つ

ぼ

舌
簿
」
「
以い
ひ
つ
か
ん
だ
ん

筆
換
談
」
な

ど
と
題
さ
れ
た
、
主
に
現
地
の
文
人
墨
客
と
の
筆

談
を
記
し
た
「
筆ひ
つ
だ
ん
ろ
く

談
録
」
４
冊
で
す
（
写
真
１
）
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
清
国
滞
在
中
に
名
所
旧
跡
を
訪

ね
た
際
な
ど
、
折
々
に
拝
山
が
詠
じ
た
漢
詩
を
収

め
た
「
江こ
う
な
ん
ゆ
う
そ
う

南
游
草
」
（
写
真
２
）
の
草
稿
本
が
複

（上）衣掛天満宮の扁額

（下）衣掛天満宮拝殿

写真１　 「 筆談録」所載の護照（旅券）

吉嗣家資料

写真２ 「江南游草」吉嗣家資料

写真３ 「日間些事記」吉嗣家資料

ぶ
ん
じ
ん
ぼ
っ
か
く
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謎
多
き
後
継
者

齋
藤
秋
圃
の
三
男
で
、
幼
い
頃
か
ら
父
に
つ

い
て
絵
を
描
き
、
の
ち
に
齋
藤
家
を
継
い
だ
梅
圃

（
１
８
１
６
～
７
５
）
の
作
品
で
す
。
多
作
だ
っ

た
秋
圃
と
比
べ
て
現
存
作
品
は
少
な
く
、
梅
圃
の

活
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
く

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
福
津
市
に
は
本

作
品
を
含
め
て
３
点
の
梅
圃
作
品
が
現
存
し
て
お

り
、
当
地
と
梅
圃
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

超
大
漁
の
記
念
絵
馬

画
面
右
上
に
梅
圃
の
落ら
っ
か
ん款
と
印
章
が
あ
り
、
裏

面
に
は
、
大
宮
司
阿
波
守
和
繁
以
下
、
庄
屋
や

様
々
な
人
物
の
肖
像
が
綴
ら
れ
た
冊
子
「
人
物
図
冊
」

の
１
頁
に
、
禅
画
で
有
名
な
博
多
・
聖
福
寺
の
和
尚
、
仙

厓
の
姿
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
い
ま
す
。
正
座
し
て
微
笑
を

浮
か
べ
る
姿
や
、
縄
じ
ょ
う
し
ょ
う

床
（
椅
子
）
に
も
た
れ
る
姿
、
画
面

上
部
に
は
顔
面
部
の
ス
ケ
ッ
チ
も
あ
り
ま
す
。
画
中
の
「
筑

前
／
聖
福
寺
／
仙
厓
和
尚
／
八
十
九
歳
／
天
保
年
間
」
の

墨
書
か
ら
、
天
保
８
年
（
１
８
３
７
）
に
没
し
た
仙
厓
の

晩
年
の
姿
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
仙
厓
と
親

交
が
あ
っ
た
秋
圃
の
筆
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

秋
圃
は
仙
厓
の
死
後
、
２
点
の
肖
像
画
を
制
作
し
て
い

ま
す
が
、
本
画
稿
の
縄
床
に
座
る
仙
厓
像
は
、
そ
の
う
ち
《
仙

厓
和
尚
縄
床
図
》
（
聖
福
寺
蔵
）
と
構
図
が
一
致
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
肖
像
画
の
構
想
段
階
の
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
友
人
で
あ
っ
た
秋
圃
な
ら
で
は

の
生
き
生
き
と
真
に
迫
っ
た
描
写
で
、
仙
厓
の
実
像
を
今
に

伝
え
て
く
れ
る
、
貴
重
な
画
稿
で
す
。
（
日
野
綾
子
・
九
州

歴
史
資
料
館
）

古
文
書
を
読
む
中
で
最
頻
出
と
言
っ
て
も
良
い
の

が
今
回
ご
紹
介
す
る
「
候
」

で
す
。
「
～
で
す
。
～
ま
す
。」

を
表
す
丁
寧
語
で
、
文
末
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
文

字
で
す
。
崩
し
方
は
様
々
で
、

比
較
的
形
を
残
し
た
も
の
か

ら
、
省
略
さ
れ
る
と
点
の
よ

う
に
な
り
、
一
字
で
は
読
む

こ
と
も
困
難
と
な
り
ま
す
。

右
の
画
像
を
見
る
と
、
左
側
の
人
偏
は
そ
の
ま
ま

で
、
右
側
が
崩
れ
て
い
ま
す
が
、
元
の
形
を
残
し
て

い
ま
す
。
左
の
画
像
は
一
字
で
は
読
め
ま
せ
ん
が
、

上
に
「
御
座
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
御
座
候(

～
で

ご
ざ
い
ま
す
。)

」
と
推
測

で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
前

後
の
文
字
や
文
脈
か
ら
「
候
」

か
ど
う
か
判
断
し
ま
す
。

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時

代
に
か
け
て
手
習
書
と
し
て

普
及
し
た
『
庭て
い

訓き
ん

往お
う

来ら
い

』
に

「
候
」
を
用
い
た
文
例
が
多

く
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
文
中
に
「
候
」
を
使

用
す
る
「
候
そ
う
ろ
う

文ぶ
ん

」
が
手
紙

文
の
主
流
と
な
り
ま
し
た
。

崩
し
字
で
読
め
な
い
字
が

あ
っ
た
ら
前
後
の
文
字
を
見

な
が
ら
「
候
」
の
可
能
性
を

検
討
く
だ
さ
い
。
（
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　26.8 × 36.5cm　天保年間

絵馬の部分図

世
話
人
な
ど
２
０
名
の
関
係
者
の
名
前
と
、
「
于
時

安
政
四
丁
巳
四
月
九
日
同
廿
日
鰯
大
漁
真
図
五
月

十
五
日
奉
掲
」
と
の
墨
書
が
あ
っ
て
、
こ
の
絵
馬
が

二
度
に
わ
た
る
鰯
の
大
漁
を
記
念
し
て
奉
納
さ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

陸
、
海
、
空
を
水
平
に
区
切
っ
た
画
面
に
は
、
向
か
っ

て
右
手
に
津
屋
崎
の
渡
半
島
、
左
手
に
は
海
ノ
中
道
、

水
平
線
上
に
は
相
島
や
玄
海
島
な
ど
も
見
え
、
に
ぎ

や
か
な
漁
の
様
子
や
大
漁
に
沸
く
大
勢
の
人
々
の
姿

が
つ
ぶ
さ
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
奉
納
の
契
機
や
関

係
者
の
名
前
、
そ
し
て
当
時
の
漁
の
様
子
や
人
々
の

風
俗
を
活
写
し
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
、
福
岡
県
の

有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

父
親
ゆ
ず
り
の
人
物
表
現

網
を
引
く
人
、
と
れ
た
鰯
を
運
ぶ
人
、
通
り
す
が

り
の
旅
人
な
ど
、
描
か
れ
る
人
物
は
５
０
０
人
近
く

に
及
び
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
人
物
も
動
き
は
様
々
、

表
情
は
豊
か
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
て
見
飽
き
ま
せ

ん
。
五
頭
身
ほ
ど
の
小
柄
な
体
型
や
、
瞳
を
描
か
な

い
た
れ
目
の
目
、
カ
タ
カ
ナ
の
ム
の
字
を
丸
く
し
た

よ
う
な
鼻
な
ど
、
柔
和
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
表

現
は
父
親
ゆ
ず
り
。
梅
圃
の
作
風
を
具
体
的
に
考
え

る
上
で
基
準
作
と
な
る
逸
品
で
す
。
（
井
形
栄
子
）

板絵着色　146 × 222㎝　安政 4 年（1857）奉納

福津市・諏訪神社蔵　福岡県指定文化財

秋圃の秋月藩での任官と扶持に関する覚書（右）と御役御
免の達書（左）。いずれも齋藤家資料。

あ

わ

の
か
み
か
ず
し
げ

し
ゅ
う
ほ

﹃
宰
府
画
報
﹄
は
今
月
号
で
ち
ょ
う
ど
一
周
年
︒
今
後
も
隔
月
発
行
で
最
新
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
︒


