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印
章
に
ま
つ
わ
る
資
料

　

報
告
書
に
は
吉
嗣
家
に
伝
わ
る
約
２
８
０
点
の

印
章
に
関
す
る
情
報
を
記
載
し
て
い
る
他
、
絵
馬

や
襖
絵
な
ど
の
大
型
作
品
の
捺
印
時
に
使
用
し
た

と
思
わ
れ
る
雅が
い
ん
が
た

印
型
や
、
印
章
を
作
成
し
た
際
に

作
者
（
篆て
ん
こ
く
か

刻
家
）
や
作
成
年
代
の
情
報
が
記
さ
れ

る
印い

ん
せ
ん箋

、
吉
嗣
家
３
代
が
使
用
し
た
印
章
を
収
集

し
て
い
る
印い

ん

ぷ譜
、
印
章
を
作
成
す
る
た
め
の
材
料

と
な
る
石
や
動
物
の
角
な
ど
の
印
材
と
い
っ
た
、

印
章
に
関
連
す
る
様
々
な
資
料
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　

報
告
書
刊
行
に
あ
た
る
調
査
に
よ
り
、
ひ
と
く

ち
に
印
章
と
い
っ
て
も
、
印
面
の
大
き
さ
が
１
㎝

に
満
た
な
い
小
さ
な
も
の
か
ら
、
10
㎝
を
超
え
る

大
型
の
も
の
ま
で
、
吉
嗣
家
に
は
多
種
多
様
な
印

章
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ

の
材
質
や
見
た
目
も
様
々
で
、
動
物

を
模
っ
た
も
の
、
植
物
や
山
水
風
景

を
刻
ん
だ
も
の
な
ど
、
た
だ
判
を
押

す
だ
け
で
な
い
工
芸
品
と
し
て
の
側

面
も
持
っ
て
い
ま
す
。
龍
や
獅
子
な

ど
、
中
国
の
空
想
上
の
動
物
が
彫
ら

れ
た
印
章
や
、
漢
詩
の
語
句
が
印
文

（
※
2
）
に
見
ら
れ
る
の
は
、
南
画
や

漢
詩
を
生
業
と
し
て
い
た
吉
嗣
家
な

ら
で
は
の
資
料
と
い
え
ま
す
。

　

　

今
後
期
待
さ
れ
る
こ
と

　

報
告
書
刊
行
に
伴
う
調
査
に
よ
り
、
梅
仙
・
拝
山
・

鼓
山
が
ど
の
よ
う
な
印
章
を
使
用
し
て
い
た
の
か
、

総
体
的
な
把
握
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
印

章
が
作
成
さ
れ
た
時
期
が
判
明
す
る
こ
と
で
、
吉
嗣

家
３
代
の
動
向
を
探
る
手
掛
か
り
に
な
る
他
、
印
章

を
制
作
し
た
篆
刻
家
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
近
代

の
文
人
と
篆
刻
家
と
の
繋
が
り
も
見
え
て
き
ま
す
。

吉
嗣
家
に
は
日
本
各
地
の
篆
刻
家
の
印
章
が
伝
わ
っ

て
お
り
、
近
代
文
人
家
の
幅
広
い
交
流
を
伺
わ
せ
る

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
こ
の
報
告
書
を
も

と
に
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

報
告
書
は
４
月
以
降
、
市
内
図
書
館
や
文
化
ふ
れ

あ
い
館
、
大
宰
府
展
示
館
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

（
木
村
純
也
・
文
化
財
課
）

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

※
１  

南
画　

中
国
の
元
・
明
の
絵
画
に
影
響
を
受
け
日
本
で

江
戸
時
代
中
期
以
降
に
お
こ
っ
た
画
派
の
一
つ

※
2 

印
文　

印
面
に
刻
ま
れ
た
文
字

　

吉
嗣
家
３
代
の
絵
師
の
始
祖
と
な
り
、
江
戸
か
ら

明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
吉
嗣
梅
仙
は
、
幕
末
の
動

乱
に
よ
り
京
都
か
ら
太
宰
府
へ
西
下
し
た
三

さ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
と
み

条
実
美

ら
五
卿
と
、
絵
や
和
歌
を
通
じ
て
親
交
を
深
め
ま
し

た
。
梅
仙
を
厚
遇
し
た
実
美
は
、そ
の
住
ま
い
に
「
古

香
書
屋
」
の
号
を
贈
り
ま
す
。「
古
香
」
と
は
梅
の

こ
と
で
、
吉
嗣
家
に
は
、
竹
や
水
晶
に
「
古
香
書
屋
」

と
刻
ん
だ
印
章
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
梅
仙
の
長
子
で
、
不
慮

の
事
故
で
右
腕
を
失
い
な
が
ら
詩
書
画
三
道
に
優
品

を
遺
し
た
拝
山
が
、
明
治
44
年
に
建
て
替
え
を
行
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
42
年
か
ら
50
年

間
は
、
拝
山
の
長
子
、
鼓
山
の
孫
に
当
た
る
当
主
の

文
成
・
知
子
夫
妻
が
会
席
料
理
店
「
古
香
庵
」
を
営
み
、

令
和
元
年
に
は
古
民
家
ホ
テ
ル
「
ホ
テ
ル
・
カ
ル
テ
ィ

ア
太
宰
府
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
入
口

に
は
現
在
も
三
条
実
美
筆
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
、
往

時
の
面
影
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
敷
地
内
の
蔵
の
梁
上
に
も
、
大
正
３
年
に

拝
山
が
建
て
た
こ
と
を
示
す
墨
書
が
残
っ
て
い
ま

す
。
今
回
調
査
を
行
っ
た
印
章
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ

の
蔵
の
中
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。（
井
上
理

香
・
文
化
ふ
れ
あ
い
館
）

約 280 点におよぶ印章

報告書表紙

　

絵
師
調
査
報
告
書
第
二
弾

　

今
年
度
、
太
宰
府
の
絵
師
調
査
事
業
の
メ
イ

ン
事
業
と
し
て
作
成
し
て
い
た
報
告
書
が
完
成

し
ま
し
た
！
今
回
発
刊
し
た
報
告
書
は
、
江
戸

時
代
後
期
の
筑
前
を
代
表
す
る
絵
師
齋さ

い
と
う
し
ゅ
う
ほ

藤
秋
圃

に
絵
を
習
っ
た
吉よ

し
つ
ぐ
ば
い
せ
ん

嗣
梅
仙
、
そ
の
息
子
で
近
代

南
画
界
（
※
1
）
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し

た
拝は
い
ざ
ん山
、
そ
し
て
拝
山
の
あ
と
を
う
け
て
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
鼓こ

ざ

ん山
の
吉
嗣
家

３
代
に
わ
た
る
資
料
群
か
ら
印
章
類
を
中
心
に

ま
と
め
て
お
り
、
太
宰
府
の
絵
師
調
査
事
業
と

し
て
は
２
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
齋
藤
秋
圃
・

梅
圃
関
係
資
料
』
に
続
く
、
２
つ
め
の
報
告
書

に
な
り
ま
す
。

かつての会席料理店「古香庵」と、ホ

テル・カルティア太宰府に今も残る「古

香書屋」の扁額。

バックナンバーはこちらから



紙
本
淡
彩
・
巻
子
装　

９
４
・
２
×
１
９
・
９
㎝　

明
治
13
年
（
１
８
８
０
）　

吉
嗣
家
資
料
（
個
人
蔵
）

　

何
が
描
か
れ
て
い
る
？

　

細
長
い
画
面
の
下
方
に
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
髪
を
結
い
、
髭
を
た
く
わ
え
、
中
国
風
の

衣
を
着
た
８
人
の
男
性
で
す
。
語
り
合
う
人
、

腰
を
下
ろ
し
て
休
む
人
、
空
を
見
上
げ
る
よ
う

に
顔
を
上
へ
向
け
る
人
、
片
手
を
広
げ
て
何
か

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
人
な
ど
ポ
ー
ズ
は
様
々

で
す
。
か
た
わ
ら
に
二
つ
の
瓢
ひ
ょ
う
た
ん
箪
と
手
提
げ
箱

が
描
か
れ
る
の
み
で
す
。
登
山
の
題
が
付
い
て

い
ま
す
が
山
は
描
か
れ
ず
、
か
わ
り
に
画
面
の

上
方
に
は
、
墨
書
き
の
文
字
が
余
白
を
埋
め
尽

く
す
よ
う
に
び
っ
し
り
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

読
め
る
文
字
を
さ
が
す

　

こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
、
拝
山
の
息
子
、

吉
嗣
鼓
山
が
記
し
た
箱
書
「
獨ど
く
ひ
お
う

臂
翁
拝
山
竈
門

登
山
詩
画
小
品
」
に
よ
る
も
の
で
す
。
竈
門
山

は
す
な
わ
ち
宝
満
山
の
こ
と
で
す
。
文
字
は
く

ず
し
字
な
の
で
読
み
づ
ら
い
で
す
が
、
わ
か
ら

な
い
文
字
は
思
い
切
っ
て
読
み
飛
ば
し
、
太
宰

府
の
地
に
関
係
あ
る
も
の
な
の
だ
と
想
像
力
を

は
た
ら
か
せ
て
見
て
み
る
と
、「
都
府
楼
之
礎
」

「
観
音
寺
之
鐘
」「
水
城
」
な
ど
の
文
字
を
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
章
の
最
終
行
に

は
、
制
作
年
や
筆

者
名
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
こ
こ

を
よ
く
見
て
み
る

と
、
明
治
13
年
と

い
う
年
紀
と
と
も

に
、
拝
山
が
渡
辺

令
公
（
渡
辺
清
※
）

の
お
供
を
し
て
太

宰
府
の
名
所
を
め
ぐ
り
、
翌
日
に
竈
門
山
に
遊
ん
だ

こ
と
を
長
編
の
詩
と
絵
に
し
た
と
い
う
制
作
事
情
が

わ
か
り
ま
す
。

　

気
分
を
味
わ
う

　

太
宰
府
の
名
所
旧
跡
の
様
子
や
歴
史
、
山
頂
か
ら

見
た
美
し
い
景
色
や
感
慨
が
、
拝
山
得
意
の
漢
詩
に

よ
っ
て
綴
ら
れ
ま
す
が
、
く
ず
し
字
に
加
え
て
漢
詩

を
理
解
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。
で
す
が
、
い
く

つ
か
の
文
字
や
雰
囲
気
が
わ
か
る
だ
け
で
作
品
の
見

え
方
は
ち
が
っ
て
き
ま
す
。
限
ら
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

を
た
よ
り
に
、
彼
ら
の
会
話
や
視
線
の
先
に
あ
る
も

の
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
思
い
な
ど
を
想
像
し
て
み

る
こ
と
も
、
絵
画
の
鑑
賞
法
の
ひ
と
つ
で
す
（
井
形

栄
子
・
絵
師
調
査
チ
ー
ム
）

　

大
き
な
梅
の
木
に
つ
な
が
れ
た
一
頭
の
牛
が
、
堂
々

た
る
顔
つ
き
で
顔
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
い
ま
す
。
飛

び
梅
や
撫
で
牛
な
ど
、
梅
と
牛
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、

天
満
宮
あ
る
い
は
菅
原
道
真
公
と
の
ゆ
か
り
を
暗
示

し
、
縄
が
紅
白
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
祝
意
の
こ
も
っ

た
主
題
だ
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
道
真
公
は
丑
年
生
ま

れ
、
今
年
は
98
回
目
の
年
男
の
よ
う
で
す
。

　

縦
横
１
メ
ー
ト
ル
を
こ
す
画
面
は
、
現
状
16
枚
の

紙
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
牛
の
角

や
蹄
、
縄
の
一
部
に
赤
や
青
の
彩
色
が
あ
り
、「
朱
」

「
白
」「
ア
イ
ク
マ
（
藍
隈
）」
な
ど
の
注
意
書
き
（
色
注
）

も
見
ら
れ
ま
す
。
大
画
面
と
縦
横
の
長
さ
の
比
率
か

ら
、
絵
馬
の
下
絵
、
あ
る
い
は
模
写
で
あ
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
右
上
裏
面
に
は
文
政
13
年
の
正

月
に
写
し
た
と
い
う
墨
書
が
あ
り
ま
す
。（
井
形
栄
子
）

　

今
回
は
印
章
報
告
書
刊
行
記
念
と
し
て
、
い
つ

も
の
く
ず
し
字
で
は
な
く
、
印
章
で
使
用
さ
れ
る

篆て
ん
し
ょ
た
い

書
体
と
呼
ば
れ
る
文
字
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。
篆
書
体
と
は

中
国
で
で
き
た
漢
字
の
書
体
の
一

種
で
、
現
在
は
印
文
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
文
字
で
す
。

　

こ
の
画
像
の
文
字
、
何
と
読
む

か
分
か
り
ま
す
か
？
こ
れ
は
前
掲

の
メ
イ
シ
ョ
メ
イ
ブ
ツ
で
紹
介
さ
れ
た
「
古
香
書

屋
」
の
「
古
香
」
と
い
う
文
字
に
な
り
ま
す
。「
古

香
」
と
彫
ら
れ
た
印
章
は
吉
嗣
家
資
料
で
複
数
確

認
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
形
の
印
文
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
印
文
の
場
合
は
、
右
が
「
古
」、

左
が
「
香
」
と
い
う
字
に
な
り
ま
す
。「
古
」
は
口

の
部
分
か
ら
十
を
飲
み
込
む
よ
う
に
線
が
飛
び
出
し

て
い
ま
す
。「
香
」
は
木
の
部
分
が
大
き
く
変
形
し
、

日
を
覆
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
２
字
と
も
直

線
的
に
彫
ら
れ
て
お
り
、
整
っ
た
印
象
を
う
け
ま

す
。
一
見
す
る
と
読
め
な
い
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
落
ち
着
い
て
見
る
と
、
元
の
字
の

形
を
連
想
で
き
ま
す
。
く
ず
し
字
の
解
読

と
は
違
う
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
字
の

奥
深
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
書
体
で

す
の
で
、
今
後
も
紹
介
し
て
い
き
た
い
と

思
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

紙本墨画一部彩色　103.5 × 140.5㎝　文政 13 年（1830）

タ
イ
ト
ル
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※  

渡
辺
清
（
１
８
３
５
～
１
９
０
４
）　

明
治
期
の
官
僚
、
政
治
家
。

長
崎
大
村
の
人
。
明
治
７
年
か
ら
14
年
ま
で
福
岡
県
令
（
今
の
知

事
に
あ
た
る
）
を
つ
と
め
た
。

（
上
） 

登
竈
門
山
（
竈
門
山

に
登
る
）
と
記
す

（
左
）
部
分
拡
大

印章の外観

吉嗣拝山所用印

栗田石癖作

明治 36年（1903）

吉嗣家資料（個人蔵）


