
　
報
告
書
制
作
の
な
が
れ

　

文
化
ふ
れ
あ
い
館
・
太
宰
府
市
公
文
書
館
で
一
時

預
か
り
し
た
資
料
が
報
告
書
に
な
る
ま
で
、
次
の
よ

う
な
長
い
過
程
が
あ
り
ま
す
。

　

前
段
階
と
し
て
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
か
ら
実
物

を
調
査
し
ま
す
が
、
資
料
の
大
き
さ
の
測
定
、
材
質
、

形
状
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
、
1
点
ず
つ
調
書

に
記
録
し
て
い
き
ま
す
。
く
ず
し
字
や
篆て
ん
し
ょ書

と
い
っ

た
見
慣
れ
な
い
文
字
と
格
闘
し
な
が
ら
解
読
し
、
最

後
に
記
録
写
真
を
撮
り
ま
す
。

　

資
料
の
調
書
作
成
が
終
わ
る
と
、
Ｐ
Ｃ
に
デ
ー
タ

と
し
て
入
力
し
て
い
き
ま
す
。
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と

で
、
制
作
者
、
作
成
年
代
な
ど
、
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た

資
料
を
系
統
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
新
た
な
発
見
に

つ
な
が
り
ま
す
。

　

次
に
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
ど
ん
な
報
告
書
に
す
る

か
検
討
し
な
が
ら
原
案
を
作
成
し
ま
す
。
画
稿
が
中

心
の
齋
藤
家
資
料
の
場
合
は
似
た
絵
柄
を
ま
と
め
て

一
覧
で
き
る
形
式
に
し
ま
し
た
（
図
２
）。
吉
嗣
家
資

料【
印
章
編
】の
場
合
は
１
点
1
点
の
印
に
つ
い
て
カ
ー

ド
形
式
で
情
報
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
実
寸
の
印
影
を

掲
載
し
て
利
用
の
便
を
図
り
ま
し
た
（
図
３
）。
掲
載

す
る
資
料
に
あ
わ
せ
て
ど
う
い
っ
た
配
置
が
適
当
か
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
レ
イ
ア
ウ
ト
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
　

　

原
案
が
で
き
た
ら
、
印
刷
会
社
と
や
り
取
り
を
し

て
校
正
を
複
数
回
お
こ
な
い
、
完
成
と
な
り
ま
す
。

資
料
を
借
用
し
て
か
ら
報
告
書
が
完
成
す
る
ま
で
、

齋
藤
家
資
料
は
丸
４
年
、
吉
嗣
家
資
料
は
７
年
以
上

と
、
多
く
の
時
間
を
か
け
つ
つ
、
多
く
の
専
門
家
や
関

係
者
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

報
告
書
制
作
の
意
義

　

完
成
し
た
報
告
書
は
絵
師
調
査
事
業
の
成
果
記
録

に
と
ど
ま
ら
ず
、
関
連
資
料
を
有
す
る
他
市
町
村
の

文
化
財
調
査
に
も
有
益
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
資
料

か
ら
は
地
域
の
歴
史
や
風
土
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
郷
土
の
歴
史
の
再
発
見

や
活
性
化
の
た
め
の
参
考
書
に
も
な
り
ま
す
。

　

報
告
書
の
刊
行
と
と
も
に
、資
料
展
示
や
本
誌
『
宰

府
画
報
』
な
ど
か
ら
の
発
信
を
増
や
し
、
今
後
は
資

料
を
素
材
と
し
た
グ
ッ
ズ
販
売
な
ど
も
視
野
に
入
れ
つ

つ
、
よ
り
太
宰
府
の
絵
師
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
（
木
村
純
也
）

　
報
告
書
を
出
す
ま
で
が
調
査
の
仕
事

　

調
査
の
内
容
や
成
果
を
と
り
ま
と
め
て
整
理
し
、

ひ
ろ
く
周
知
を
図
る
た
め
に
重
要
な
の
が
、
調
査
報

告
書
の
刊
行
で
す
。
平
成
26
年
（
２
０
１
４
）
に
開

始
し
た
絵
師
調
査
事
業
は
ま
も
な
く
丸
９
年
が
経
過

し
ま
す
が
、
調
査
と
並
行
し
て
こ
れ
ま
で
に
『
齋
藤

秋
圃
・
梅
圃
関
係
資
料
』（
平
成
30
年
）
と
、『
吉

嗣
家
資
料
【
印
章
編
】』（
令
和
２
年
）
の
２
冊
の

報
告
書
を
刊
行
し
、
現
在
は
吉
嗣
家
の
書
画
調
査
を

ま
と
め
た
報
告
書
を
制
作
中
で
す
。
こ
の
報
告
書
は
、

絵
師
と
し
て
活
躍
し
た
吉よ
し

嗣つ
ぐ

梅ば
い

仙せ
ん
、
そ
の
息
子
で
文

人
の
拝は
い

山ざ
ん
、
拝
山
の
息
子
で
同
じ
く
文
人
だ
っ
た
鼓こ

山ざ
ん

の
吉
嗣
家
3
代
を
中
心
と
す
る
作
品
と
、
吉
嗣
家

に
贈
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
諸
家
の
作
品
を
ま
と
め
た

も
の
で
す
。
総
数
千
点
以
上
、
確
認
で
き
る
人
名
は

５
０
０
名
を
超
え
、
多
様
な
作
品
類
を
掲
載
す
る

予
定
で
す
。
　

　　

　

苅
萱
の
関
は
大
宰
府
に
あ
っ
た
関
所
で
す
。
10
世

紀
初
頭
、
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た
菅す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
の
和
歌
に

「
刈
萱
の
関
守
に
の
み
見
え
つ
る
は
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
道

辺
な
り
け
り
」
と
見
え
、
そ
の
後
、
歌う
た
ま
く
ら枕（

古
く
か

ら
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
諸
国
の
名
所
旧
跡
）
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、説
教
「
か
る
か
や
」
や
謡
曲
の
「
苅

萱
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
苅
萱
道
心
も
こ
の
地
の
人
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

関
所
と
し
て
の
実
態
は
、
大
内
氏
が
筑
前
国
守
護

と
な
っ
た
室
町
・
戦
国
時
代
に
散
見
さ
れ
ま
す
。
永え
い

享き
ょ
う

10
年
（
１
４
３
８
）、
博
多
商
人
奥お
く
の
ど
う堂
弥い
や

二じ

郎ろ
う

大た
い

夫ふ

に
対
し
、
筥
崎
宮
・
櫛
田
宮
・
住
吉
宮
へ
送
ら

れ
る
油
の
過か

銭せ
ん

（
通
行
料
）
が
先
例
に
よ
り
免
除
さ

れ
て
い
ま
す
（
油
座
文
書
写
）。
ま
た
、
文ぶ
ん

明め
い

12
年

（
１
４
８
０
）、
筑
前
を
旅
し
た
連
歌
師
宗そ
う

祇ぎ

が
こ
の

関
所
を
通
行
す
る
際
、
関
守
が
こ
ち
ら
を
あ
や
し
げ
に

見
る
様
子
に
「
数
な
ら
ぬ
身
を
い
か
に
と
も
事
問
は
ば

い
か
な
る
名
を
か
刈
萱
の
関
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
（『
筑

紫
道
記
』）。

　

図
版
は
吉
嗣
梅
仙
作
図
、
拝
山
作
詩
『
太だ

宰ざ
い

府ふ

廿に
じ
ゅ
う
し
え
い

四
詠
』（
１
８
８
４
年
成
立
）
の
「
萱
関
」
の
項
目

で
す
。
福
岡
城
か
ら
日
田
へ
至
る
日
田
街
道
が
御
笠
川

を
渡
る
手
前
で
、
街
道
か
ら
分
か
れ
て
太
宰
府
天
満

宮
へ
の
参
詣
道
が
始
ま
る
位
置
、
現
在
の
関
屋
の
石
灯

籠
・
鳥
居
が
あ
る
付
近
に
苅
萱
の
関
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。　
　
（
朱
雀
信
城
）

『太宰府廿四詠』

図 2　『齋藤秋圃・梅圃関係資料』

図 3　 『吉嗣家資料【印章編】』

図 1　 制作中の報告書原案



　

現
在
制
作
中
の
報
告
書
に
ち
な
み
、「
書
画
」
の

く
ず
し
を
み
て
み
ま
す
。
画
面
中
央
の
画
像
は
「
書

畫
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
書
」
は
大
き
く
崩
れ
て

い
て
「
土
」
の
よ
う
に

も
見
え
ま
す
。「
畫
」

は
「
画
」
の
旧
字
体

で
、
一
見
「
書
」
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
よ
く
見

る
と
漢
字
の
下
部
分
は
「
日
」
で
は
な
く
「
田
」
と

「
一
」
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。「
昼
」
の
旧
字

体
と
し
て
「
晝
」
と
い

う
字
も
あ
り
、
非
常

に
紛
ら
わ
し
い
の
で
す

が
、
字
形
や
文
脈
か
ら
判
断
し
て
解
読
し
ま
す
。

　
こ
の
書
は
広
島
の
漢
詩
人
で
あ
る
伊い

藤と
う

鴛え
ん

城じ
ょ
うが

吉

嗣
家
に
拝
山
没
後
1
周
年
に
際
し
て
贈
っ
た
も
の

で
す
。
伊
藤
は
吉
嗣
拝
山
・
鼓
山
父
子
と
親
交
が

あ
っ
た
よ
う
で
５
点
の
作
品
が
吉
嗣
家
資
料
で
確

認
さ
れ
ま
す
。
拝
山
は
明
治
43
年
（
１
９
１
０
）

に
広
島
を
訪
れ
、
こ
こ
で
初
め
て
伊
藤
と
対
面
し

た
よ
う
で
す
。
広
島
旅
行
中
に
読
ん
だ
詩
を
ま
と

め
た
資
料
で
あ
る
「
藝
備
游
草
」
に
は
、
現
地
の

文
人
と
の
交
流
が
記
さ
れ
て
お
り
、
詩
の
贈
答
、

合
作
の
制
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
木
村
純
也
）

　

病
を
治
す
観
音
さ
ま

　

千せ
ん

手じ
ゅ

観
音
、
十
一
面
観
音
、
如に
ょ

意い

輪り
ん

観
音
な
ど

と
い
う
よ
う
に
、
観
音
菩
薩
は
様
々
に
姿
を
変
え

て
人
々
を
救
う
仏
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
仏
像
や
画

像
に
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。
本
図
は
、
白
い
衣
を
着

て
い
る
こ
と
か
ら
白
衣
観
音
の
よ
う
に
も
見
え
ま

す
が
、
花
瓶
に
柳
の
枝
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
病

を
治
す
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
楊
柳
観
音
を
描
い
た

も
の
と
わ
か
り
ま
す
。

　

画
面
向
か
っ
て
右
下
に
、
秋
圃
作
品
に
よ
く
用

い
ら
れ
る
「
秌
圃
」
印
が
捺
さ
れ
、
右
上
に
は
仙せ
ん

厓が
い

の
愛
弟
子
で
博
多
聖
福
寺
の
第
１
２
４
代
住
持

を
つ
と
め
た
湛た
ん

元げ
ん

等と
う

夷い

（
？
～
１
８
５
５
）
が
賛

を
記
し
て
い
ま
す
。

　

学
習
の
痕
跡

　

齋
藤
家
資
料
の
中
に
は
、
模
写
や
下
描
き
な
ど

様
々
な
画
稿
が
あ
り
、
秋
圃
の
作
品
研
究
に
役
立

て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本
図
を
考
え
る
上
で
も
参

考
と
な
る
資
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
見
す
る
と
本
図
の
下
描
き
の
よ
う
に
見
え
る

右
図
は
、
画
中
に
「
尚
信
筆
」
と
墨
書
が
あ
り
、

江
戸
時
代

前
期
の
幕
府

御
用
絵
師
、

狩か

野の
う

尚な
お

信の
ぶ

の
図
を
模
写

し
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
ま

す
。
左
図
は

柳
の
枝
を
手

に
持
っ
た
立

ち
姿
の
楊
柳

観
音
の
画
稿

で
、
こ
の
よ
う
な
種
々
の
素
材
を
用
い
て
作
品
が
で

き
あ
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

秋
圃
の
個
性

　

秋
圃
の
作
品
は
、
そ
れ
が
神
仏
を
描
く
も
の
で

あ
っ
て
も
、
ど
こ
か
に
ク
ス
ッ
と
笑
え
る
雰
囲
気
が

あ
る
こ
と
が
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
本
作
品
に
そ

の
よ
う
な
感
じ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
よ
く
見

る
と
、
岩
に
垂
れ
か
か
る
衣
の
先
端
や
、
柳
枝
の

し
な
や
か
な
描
線
な
ど
、
秋
圃
作
品
に
一
貫
し
た

筆
づ
か
い
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、
白
黒
を
基

調
と
し
た
画
面
の
中
で
、
花
瓶
を
鮮
や
か
な
青
色

と
し
て
際
立
た
せ
る
感
性
な
ど
、
随
所
に
秋
圃
の

個
性
が
表
れ
て
い
ま
す
。

　

病
苦
を
除
く
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
楊
柳
観
音
。

90
年
の
長
寿
を
得
た
秋
圃
に
は
大
き
な
御
利
益
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
（
井
形
栄
子
）

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

〔
賛
〕
※
左
か
ら
読
む

　

前
扶
桑
最
初
禅
窟
湛
元
拝
題

具
足
神
通
力

能
救
世
間
苦

石
床
畳
夏
色 

缻
柳
貯
春
容

紙本着色　掛幅装
135.5 × 64.0㎝
江戸時代後期　個人蔵

齋藤家資料の画稿

　

グ
ー
グ
ー
グ
ー
…
と
い
び
き
が
聞
こ
え
て
き
そ
う

な
、
幸
せ
そ
う
な
寝
顔
の
老
人
。
そ
し
て
、
何
か
言
い

た
げ
な
瞳
で
こ
ち
ら
を
見
な

が
ら
、
背
中
に
ず
っ
し
り
と

か
か
る
重
み
を
仕
方
な
く
受

け
止
め
て
い
る
白
鹿
。
吉
祥

図
と
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
寿

老
人
と
鹿
が
、
ま
る
で
電
車

で
隣
の
人
に
も
た
れ
て
居
眠

り
し
て
い
る
人
の
よ
う
に
あ

ら
わ
さ
れ
た
、
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
作
品
で
す
。

　

七
福
神
の
一
人
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
寿
老
人

は
、
長
寿
を
象
徴
す
る
寿じ
ゅ
せ
い星
と
い
う
星
の
化
身
で
、
も

と
も
と
は
道
教
の
神
で
す
。
本
図
の
み
ど
こ
ろ
は
繊
細

伊藤鴛城作《七言律詩》
大正 5 年（1916）

「吉嗣家資料」より

『
齋
藤
秋
圃
・
梅
圃
関
係
資
料
』（
２
５
０
０
円
）
と
、『
吉
嗣
家
資
料
【
印
章
編
】』（
１
５
０
０
円
）
は
文
化
ふ
れ
あ
い
館
、
太
宰
府
展
示
館
で
好
評
発
売
中
で
す
。

な
人
物
・
動
物
表
現
で
す
。
鹿
は
、
頬
や
お
尻
の
毛

は
細
線
で
、
尾
や
背
の
黒
い
毛
は
ざ
っ
く
り
と
筆
側

で
描
き
、
角
は
筆
の
か
す
れ
と
茶
色
の
薄
塗
り
で
質

感
を
出
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
顎
や
脚
の
重
な
り
の

部
分
に
薄
く
朱
を
塗
っ
て
温
か
み
の
あ
る
白
さ
を
強

調
し
て
い
ま
す
。
熟
睡
す
る

寿
老
人
は
、
身
体
の
輪
郭
は

淡
墨
の
略
筆
、
衣
文
は
太
く

粗
い
墨
線
で
描
き
分
け
て
い

ま
す
。
左
手
に
持
っ
た
団
扇

は
鮮
や
か
な
青
の
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
、
帯
と
鹿
の
蹄
は
深
い

青
色
、
衣
の
内
側
は
黄
色
を

暈ぼ
か

し
て
い
ま
す
。
黄
と
青
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
が
爽
や
か
で
す
。

　
「
長
寿
の
慶
び
」
と
「
種
を
超
え
た
愛
（
？
）」
を

あ
ら
わ
し
た
吉
祥
図
、
グ
ッ
ズ
化
す
れ
ば
人
気
商
品

に
な
る
の
で
は
？　
　
　
　
　
　

  　
（
小
林
知
美
）

紙本墨画淡彩  58.6 × 39.4㎝　
天保 3 年（1832）


