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弘
前
の
ね
ぷ
た
絵
を
確
立
し
た 

竹
森

た
け
も
り

節
堂

せ
つ
ど
う 

   

一
八
九
六
年

 
（
明
治
二
十
九
）
正
月
二
日
～
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
）
二
月
二
日 

職
業 

画
家 

 

本
名
は
規
矩

き

く

次じ

郎ろ
う

。
弘
前
市
土
手
町
に
生
ま
れ
る
。
竹
森
家
の
本ほ

ん

家け

筋す
じ

に
は
、
竹
森
華か

堂ど
う

が
い
る
。
父
、
美
信

よ
し
の
ぶ

（
辰た

つ

三
郎

さ
ぶ
ろ
う

）
は
、
狩か

野の
う

派は

の
流
れ
を
く
む
画
家
で
あ

っ
た
。
節
堂
の
弟
清せ

い

八
郎

は
ち
ろ
う

は
ね
ぷ
た
を
描
き
、
そ
の
下
の
弟
雄ゆ

う

次じ

郎ろ
う

は
、
神
社
に
掲か

か

げ
る
絵
馬

え

ま

を
多
く
残
し
て
い
る
。
節
堂
は
成
長
後
、こ

志こ
ろ
ざ

をし

得
て
上
京
し
、
弘
前

を
離
れ
る
が
、
常
に
ね
ぷ
た
に
対
す
る
情
熱
を

 

失
わ
ず
、
絵
の
修
業
の
積
み
重
ね
を
ね
ぷ
た
絵
に
も
生
か
し
て
い
っ
た
。 

 

弘
前
の
ね
ぷ
た
は
、
古
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
扇

お
う
ぎ

型が
た

や
人
形
型
な
ど
、
そ
の
形
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
描
か
れ
る
人
物
も
、
特
に
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
優
れ
た
絵か

い

画が

的て
き

な
手
法
を
用
い
て
、
人
物
の
描
き
方
を
確
立
し
、
一
応
の
様
式
を
う
ち
た
て
た
の
が
、
竹
森
節
堂
で
あ
る
。
こ
の
節
堂
の
人
生

を
、
ね
ぷ
た
絵
と
の

 

関
わ
り
の
中
で
見
て
み
よ
う
。 

  

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
節
堂
が
十
一
歳
の
時
に
、
狩
野
流
の
画
法
を
得
意
と
し
て
い
た
八
戸

は
ち
の
へ

鶴
静

か
く
せ
い

に
つ
い
て
、
絵
画
の
基
本
を
学
ん
で
い
る
。
狩
野
流
は
当
時

の
絵
画
界
で
は
、
お
抱か

か

え
絵
師

え

し

の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
っ
た
。
節
堂
が

 

弘
前
高
等
小
学
校
を
卒
業
す
る
頃
に
は
、
す
で
に
相
当
な
技
量
を
積
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
画
法
は
、
節
堂
の
画が

業
ぎ
ょ
う

の
全
期
に
わ
た
っ
て
色
濃
く
残
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
十
六
歳
の
頃
に
は
、
寺
嶋

て
ら
し
ま

泉
岱

せ
ん
た
い

（
天
眞

て
ん
し
ん

）
に

つ
い
て
南
北
合
法
の
漢か

ん

画が

を
学
ん
だ
。
こ
の
こ
ろ
板
柳
町
の
狐

き
つ
ね

森も
り

稲い
な

荷り

神
社
に
「
川
中
島

か
わ
な
か
じ
ま

合
戦

か
っ
せ
ん

図ず

」
の
掲
額

け
い
が
く

を
揮き

毫ご
う

し
て
い
る
。
泉
岱
は
、
弘
前
女
学
校
の
嘱

し
ょ
く

託た
く

も

し
て
お
り
、
図
画
や
習
字
も
、
教
え
方
が
う
ま
く
、
節
堂
の
技
術
を
高
め
た
と
さ
れ
る
人
で
あ
る
。「
節
堂
．
．
」
と
い
う
雅が

号ご
う

は
、
泉
岱
か
ら
贈
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
頃
、
弘
前
の
ど
ん
な
絵
描
き
で
も
、
ね
ぷ
た
絵
を
描
か
な
い
人
は
い
な
か
っ
た
。
最
初
の
師
で
あ
る
鶴
静
な
ど
は
、
土
手
町
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、
大
型
の
勇
壮

ゆ
う
そ
う

な
ね
ぷ
た
を
描
き
、
喝
采

か
っ
さ
い

を
あ
び
た
と
い
う
。
幼
い
時
か
ら
ね
ぷ
た
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
節
堂
も
、
市
内
の
多
く
の
町
内
か
ら
ね
ぷ
た
絵
を
依
頼
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
十
六
歳
の
時
に
は
、
和
徳
町
の
通
称
、
寺
コ
通
り

．
．
．
．
の
ね
ぷ
た
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
上
京
前
の
一
九
一
五
年
か
ら
四
年
間
に
、
陽
明
館

よ
う
め
い
か
ん

少
年
団
の
扇

ね
ぷ
た
な
ど
に
、「
水す

い

滸こ

伝で
ん

」
、
「
呉ご

越え
つ

軍
談

ぐ
ん
だ
ん

」
、
「
三
国

さ
ん
ご
く

志し

」
を
描
い
て
い
た
。 

 

節
堂
が
上
京
す
る
契け

い

機き

と
な
っ
た
弘
前
美
術
展
覧
会
は
、
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）、
弘
前
市
蔵
主

く
ら
ぬ
し

町
の
仮か

り

公
会
堂

こ
う
か
い
ど
う

で
三
日
間
に
渡
り
開
催
さ
れ
た
。
弘
前
の
日
本

画
家
た
ち
が
集
ま
っ
た
も
の
で
、
中な

か

瓦
か
わ
ら

ケげ

町
ち
ょ
う

に
あ
っ
た
八
戸
鶴
静
の
家
を
事
務
局
に
し
て
、
竹
森
節
堂
が
中
心
と
な
り
、
八
戸
鶴
静
、
寺
嶋
泉
岱
、
今こ

ん

抱ほ
う

夢む

、
清せ

い

野の

八は
ち

之の

助す
け

、
三
上
大た

い

弘こ
う

、
工
藤
桜
郎

お
う
ろ
う

、
佐
藤
雄
獄

ゆ
う
が
く

ら
が
作
品
を
出
し
た
。
展
覧
会
は
展
示
を
割
愛

か
つ
あ
い

す
る
ほ
ど
出
品
作
品
が
多
く
、
予
想
以
上
に
盛
況

せ
い
き
ょ
う

で
あ
っ
た
。
団
体
で

来
た
高
等
小
学
校
の
生
徒
な
ど
も

 

い
て
、
参
観
者
が
五
百
名
を
超
え
た
。 

 

こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
節
堂
は
、
東
京
に
出
て
著
名
だ
っ
た
前
田
昭
雲

し
ょ
う
う
ん

に
手
紙
を
出
し
た
。
昭
雲
は
、
在
京

ざ
い
き
ょ
う

の
芸
術
家
た
ち
を
集
め
て
、「
六ろ

っ

花か

会か
い

」
を
結
成
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し
て
い
た
の
で
、
節
堂
は

 

、
昭
雲
へ
の
弟
子
入
り
を
希
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
雲
か
ら
の
返
事
の
手
紙
に
は
、 

「
田
舎

い

な

か

で
、
お
山
の
大
将
み
た
い
に
な
っ
て
展
覧
会
を
や
る
な
ん
て
生
意
気
だ
」 

 

と
あ
っ
た
。
そ
こ
で

 

節
堂
は
、
早
速
折
り
返
し
の
手
紙
を
書
き
、 

「
大
魚

た
い
ぎ
ょ

は
大
海
で
泳
ぐ
、
小こ

魚
ざ
か
な

は
小
川
で
泳
ぐ
。
こ
れ
は
自
由
で
は
な
い
か
。
小
川
の
小
魚
が
、
大
海
の
大
魚
に
文
句
を
言
わ
れ
る
必
要
は
な
い
」 

 

と
、
や
り
返
し
た

 

。
そ
し
て
、
参
考
ま
で
に
弘
前
美
術
展
に
出
品
し
た
自
分
の
作
品
を
送
っ
た
。
す
る
と
間
も
な
く
昭
雲
か
ら
、 

『
一
週
間
以
内
に
上
京
せ

 

よ
』 

 

と

 

い
う
手
紙
が
来
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

節
堂
が
勇
躍

ゆ
う
や
く

上
京
し
た
の
は
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
二
月
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
の
六
花
会
は
す
で
に
最
盛

さ
い
せ
い

期き

を
過
ぎ
て
お
り
、
会
の
集
ま
り
も
少
な

く
淋さ

び

し
い
時
代
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
節
堂
は
東
京
美
術
学
校
の
助
教
授
を
し
て
い
た
小こ

泉
い
ず
み

勝か
つ

爾じ

の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。
勝
爾
は
東
京
出
身
で
、

母
校
の
助
教
授
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
東
台

と
う
だ
い

邦ほ
う

画が

会か
い

の
委
員
を
つ
と
め
て
い
た
。
若
い
節
堂
は
こ
こ
で
日
本
画
の
画
風
を
学
び
、
め
き
め
き
腕
を
あ
げ
て
い
く

 

。 

 

六
花
会
は
、「
北
溟
会

ほ
く
め
い
か
い

」
に
改
称

か
い
し
ょ
う

さ
れ
る
が
、
長
続
き
せ
ず
結
局
は
霧む

散さ
ん

す
る
。
こ
の
た
め
節
堂
は
、
在
京
の
若
手
美
術
家
達
と
共
に
「
白
曜

は
く
よ
う

会
」
を
結
成
す
る
こ

と
に
な
る
。
白
曜
会
は
も
と
も

 

と
日
曜
ご
と
に
集
ま
っ
て
勉
強
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
日
曜
会

．
．
．
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
集
ま
り
の
よ
う
だ
と
い
う
の
で
、
白
曜
会

．
．
．
に
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改
め
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

 

あ
る
。 

 

一
九
二
一
年
（
大
正
十
）
六
月
、
白
曜
会
の
第
一
回
展
が
、
弘
前
市
の
住
吉

す
み
よ
し

町
ち
ょ
う

に
あ
っ
た
長
安

ち
ょ
う
あ
ん

倶
楽
部

く

ら

ぶ

で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
出
品
は
彫
刻
が
多
く
、
中
野

桂
樹

け
い
じ
ゅ

、
三み

国く
に

慶
一

け
い
い
ち

、
工
藤
敬
三
、
そ
れ
に
洋
画
の
今こ

ん

純
三

じ
ゅ
ん
ぞ
う

、
日
本
画
の
竹
森
節
堂
で
、
合
わ
せ
て
七
名
で

 

あ
っ
た
。
第
二
回
展
は
一
九
二
二
年
（
大
正
十
一
）
六
月

に
、
青
森
市
の
赤
十
字
社
支
部
と
弘
前
市
和
徳

わ
っ
と
く

の
久
一

き
ゅ
う
い
ち

呉ご

服
店

ふ
く
て
ん

の
樓
上

ろ
う
じ
ょ
う

で
開
催
し
た
。
第
三
回
展
は
翌
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
）
六
月
、
青
森
市
の
赤
十
字
支
部

と

 

、
弘
前
商
工
会
議
所
で
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
白
曜
会
の
会
員
は
、
日
本
画
部
で
は
、
竹
森
節
堂
の
ほ
か
野の

沢ざ
わ

如
洋

じ
ょ
よ
う

、
越
前

え
ち
ぜ
ん

翠
村

す
い
そ
ん

、
洋
画
部
で
は
、
下
山

し
も
や
ま

喜き

八
郎

は
ち
ろ
う

、

小
林
喜
代

き

よ

吉き
ち

、
工
藤
み
さ
を
、
森
旭

あ
き
ら

、
今
純
三
、
彫
刻
部
で
は
、
石い

し

戸ど

谷や

剛
た
け
し

、
三
国
慶
一
、
早
坂
三
吉
郎
、
工
藤
敬
三
、
中
野
桂
樹
ら
で
、
彼
ら
の
活
躍
に
よ
っ
て
、

わ
が
郷
土
に
も
た
ら
さ
れ
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
特
に

 

、
こ
の
中
で
一
番
若
い
竹
森
節
堂
の

 

活
躍
は
注
目
さ
れ
た
。 

 

第
三
回
展
で
帰き

省せ
い

し
た
節
堂
は
、
松
森
町
の
青
年
連
合
会
の
大
型
ね
ぷ
た
の
絵
を
揮
毫
さ
れ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
依
頼
が
続
い
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
こ
の
年

起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
の
被
災
を
免

ま
ぬ
が

れ
て
い
る
。
翌
年
も
鍛
冶

か

じ

町ま
ち

の
「
三
国
志
」
を
描
い
た
。
節
堂
の
絵
は
、
人
物
や
武む

者し
ゃ

絵え

が
多
く
、
ね
ぷ
た
に
む
い
て
い
た
。

東
京
へ
出
て
も
、
故
郷
の
ね
ぷ
た
絵
の
心
を
忘
れ
て
は

 

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

昭
和
に
入
っ
た
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
、
節
堂
は
、
郷

き
ょ
う

里り

弘
前
か
ら
出
て
い
る
先
輩
蔦つ

た

谷や

龍
岬

り
ゅ
う
こ
う

に
師
事

し

じ

す
る
。
龍
岬
が
「
東
奥
美
術
社
」
を
結
成
す
る
と
こ
れ
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に
加
わ
り
、
会
の

 

運
営
か
ら
会
計
ま
で
任
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
節
堂
の
技
量
の
確
か
さ
と
と
も
に
、
積
極
的
な
行
動
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
東
奥

美
術
社
は
、
龍
岬
が
亡
く
な
る
と
経
営
難
に
陥

お
ち
い

る
。
そ
こ
で
経
済
的
に
苦
し
い
東
奥
美
術
社
を
救
う
た
め
に
、
節
堂
は
当
時
の
東
奥
日
報
社
の
山
田
金
次
郎
社
長
と

話
し
合
い
、
東
奥
日
報
社
が
主
催
す
る
東
奥
展
と
併
催

へ
い
さ
い

の
形
を
と
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
併
催
は
三
年
し
か
続
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
青
森
県
の
美
術
を
い
か
に

刺
激
し
た
か
は
、
東
奥
展
の

 

発
展
を
み
て
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
、
龍
岬
没
後
の
師
の
あ
と
を
求
め
て
、
の
ち
に
芸
術
院
会
員
に
も
な
っ
た
野
田

の

だ

九
き
ゅ
う

甫ほ

の
画が

塾
じ
ゅ
く

に
入
門
し
て
い
る
。
野
田
の
教
え
を
受

け
た
節
堂
は

 

、
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
ご
ろ
か
ら
一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
）
ま
で
日
本
美
術
協
会
展
に
出
品
し
、
連
続
入
選
を
続
け
る
。
そ
し
て
、
一
九
四
〇

年
（
昭
和
十
五
）
に
は
、
日
本
美
術
協
会
の
会
員
に
推
挙

す
い
き
ょ

さ
れ
る
の
だ
っ
た
。 

 

日
本
美
術
協
会
へ
の
出
品
作
品
は
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
一
〇
三
回
展
「
貴
妃

き

ひ

」
、
一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
）
一
〇
六
回
展
「
津つ

軽が
る

侫
武
多

ね

ぷ

た

祭
ま
つ
り

」
、
一
九

三
九
年
（
昭
和
十
四
）
一
〇
九
回
展
「
朧

お
ぼ
ろ

月づ
き

夜よ

の
内な

い

侍じ

」
、
一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
）
一
一
三
回
展
「
雪
女
」
、
一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
）
一
一
八
回
展
「
津
軽

七
夕
（
ね
ぷ
た
祭
）
」
で
あ
る
。
美
人
画
と

 

ね
ぷ
た
を
画
題
と
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。（
グ
ラ
ビ
ア
「
燈
影
」
参
照
） 

  

一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
）
に
始
ま
っ
た
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
節
堂
は
一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
）
暮く

れ
、
空
襲
を
避さ

け
て
弘
前
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
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ろ
か
ら
物
資
の
統
制

と
う
せ
い

に
よ
っ
て
、
絵
絹
も
配
給
制

は
い
き
ゅ
う
せ
い

に
な
っ
た
。
そ
し
て
中
央
の
美
術
統
制
会
に
所
属
し
な
け
れ
ば
給

き
ゅ
う

付ふ

に
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
節
堂
は
、
統

制
会
の
代
表
と
な
り
仲
間
の
画
家
た
ち
を
助
け
た
。
こ
の
節
堂
の
働
き
で
、
戦
後
、
他
に
先さ

き

駆が

け
て
弘
前
の
美
術
界
が
発
動
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
）
弘
前
に

 

、
青
森
県
日
本
画
家
連
盟
が
誕
生
す
る
。
節
堂
が
そ
の
代
表
者
と
な
っ
た
。
連
盟
の
事
務
局
は
瓦
ケ
町
の
松
井
泰
の
家
で
、

会
員
は
成
田
太た

い

古こ

、
高
橋
竹
年

ち
く
ね
ん

、
伊
藤
孝
之

た
か
ゆ
き

、
岡
部
陽よ

う

、
石
沢
龍

峡

り
ゅ
う
き
ょ
う

、
吉
崎
微び

笑
し
ょ
う

、
佐
々
木
俊
雄
ら
で
あ
っ
た
。
同
年
十
一
月
、
戦
後
初
め
て
の
展
覧
会
が
第
二

大
成
小
学
校
で

 

開
か
れ
て
い
る
。
連
盟
の
展
覧
会
は
、
か
く
は
デ
パ
ー
ト
、
商
工
会
議
所
、
市
立
図
書
館
等
を
会
場
に
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
十
六
）
ま
で
続
け
ら

れ
た

 

。 

 

こ
の
間
、
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
十
二
）
に

 

、
節
堂
は
再
び
ね
ぷ
た
の
制
作
を
行
う
。
終
戦
で
帰
郷
後
、
久
し
ぶ
り
に
見
た
ね
ぷ
た
に
節
堂
は
驚
嘆
し
た
。
そ
れ
は

ま
さ
に
、
大
衆
の
喜
び
の
祭
で
あ
っ
た
。
そ

 

し
て
節
堂
は
、
二
十
四
年
ぶ
り
に
故
郷
弘
前
で
、
ね
ぷ
た
絵
を
描
き
始
め
る
の
で
あ
る
。 

  

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
十
三
）、
青
森
県
文
化
振
興
会
議
が
発
足
し
、
青
森
県
美
術
展
（
県
展
）
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
節
堂
は
日
本
画
部
の
常
任

じ
ょ
う
に
ん

委
員
と
な

り
、
県
展
の
開
催
に
尽じ

ん

力
り
ょ
く

す
る
。
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
）
に
は
、
日
本
画
部
門
の
審
査
委
員
と
な
る
が
、
県
展
に
は
毎
年
力
作
を
発
表
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た

 

。 

 

こ
の
頃
か
ら
日
本
画
の
絵
具
を
用
い
て
、
鑑
賞
用
の
ね
ぷ
た
を
描
き
、
新
し
い
分
野
を
開
拓
し
て
い
っ
た
。
か
く
は
デ
パ
ー
ト

．
．
．
．
．
．
．
の
壁
面

へ
き
め
ん

を
、
多
く
の
作
品
、
特
に
ね
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ぷ
た
絵
で
飾か

ざ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
古
都

こ

と

弘
前
を
宣
伝
す
る
も
の
と
し
て
大
変
好
評
だ
っ
た
。 

 

一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十
一
）
に
は
、
青
森
県
文
化
振
興
会
議
の
副
会
長
と
な
り
、
そ
の
秋
に
は
同
時
に
日
本
画
を
通
じ
て
芸
術
文
化
の
向
上
に
尽つ

く
し
た
功
績

こ
う
せ
き

が

認
め
ら
れ
て
、
青
森
県
褒
賞

ほ
う
し
ょ
う

を
受
け
た
。 

 

す
で
に
高
齢
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
弘
前
市
の
三
上
重
治
の
依
頼
で
、
登
場
人
物
百
数
十
人
に
及
ぶ
ね
ぷ
た
の
運
行
風
景
の
屏

び
ょ
う

風ぶ

を
手
が
け
、
一
九
六
八
年

（
昭
和
四
十
三
）
に
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
外
、
三
沢
市
祭
魚
洞

さ
い
ぎ
ょ
ど
う

文
化
会
館
の
ね
ぷ
た
絵
の
大
壁へ

き

画が

、
弘
前
市
西
茂
森
蘭
庭
院

ら
ん
て
い
い
ん

の
十
六
間け

ん

半
も
の
襖

ふ
す
ま

絵
や
壁
画
、
正
伝

し
ょ
う
で
ん

寺じ

の
掲
額

け
い
が
く

、
十
六
羅ら

漢か
ん

の
大
衝
立

つ
い
た
て

等
に
彩
筆

さ
い
ひ
つ

を
ふ
る
っ
た
。 

 

一
九
六
八
年
（
昭
和
四
十
三
）
、
弘
前
市
か

 

ら
功
労
賞
を
受
け
、
同
時
に
青
森
県
文
化
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
、
翌
々
年
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
）
二

月
二
日
、
高
血
圧
性
の
心
不
全
で
急
逝

き
ゅ
う
せ
い

し
た
。 

  

節
堂
は
、
ね
ぷ
た
絵
の
制
作
を

 

、
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
十
四
）
ま
で
続
け
た
。
通
算
し
て
三
十
二
年
間
余
、
描
い
た
数
は
二
百
数
十
台
に
の
ぼ
る
。
そ
の
大
部
分

は
、
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
も
の
大
型
で
、
ま
さ
に
弘
前
ね
ぷ
た
を

 

芸
術
の
域
ま
で
押
し
上
げ
た
人
で
あ
っ
た
。 

 

制
作
は
年
に
七
～
八
枚
に
及
ん
だ
が
、
描
く
前
に
は
日
本
画
の
本
画
制
作
と
同
様
、
克
明

こ
く
め
い

な
下し

た

図ず

を
作
る
の
が
常
で
、
そ
れ
を
拡
大
し
て
制
作
す
る
と
い
う
方
法
を
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と
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
下
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
大
半
は
正
確
な
彩さ

い

色
し
ょ
く

が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
で
、
大
変
貴
重
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
美
術
的
に
も
価
値

の
あ
る
遺
産
で

 

あ
る
。 

 

節
堂
の
理
想
は

 

高
く
、
ね
ぷ
た
を
芸
術
的
に
も
観
光
的
に
も
価
値
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
き
た
か
っ
た
。
節
堂
は
こ
う
話
し
て
い
る
。 

「
我
々
が
毎
日
食
べ
る
米
や
味
噲

み

そ

は
誰
が
つ
く
る
。
生
き
て
い
く
に
は
農
民
、
漁
民

ぎ
ょ
み
ん

、
職
人
、
工
員
、
商
人
、
会
社
員
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
の
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
。
一
人
の
富ふ

豪ご
う

の
床
の
間
を
一
幅

い
っ
ぷ
く

の
掛か

け
軸じ

く

で
飾
る
だ
け
よ
り
も
数
万
、
数
十
万
の
大
衆
が
見
て
喜
ぶ
の
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
当
の
意
義
の
あ
る
仕
事
で

あ
る

 

。
」 

 

若
い
頃
、
日
本
国
中
を

 

歩
い
て
、
庶
民
の
生
活
を
肌
で
知
っ
て
い
る
節
堂
な
ら
で
は
の
考
え
が
、
こ
の
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
。
芸
術
の
あ
り
方
に
対
す
る
節
堂
の

識
見
の
高
さ
を
示
す
も
の
で

 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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