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画
像
出
典
：
松
前
町
教
育
委
員
会 

 

家
老
で
画
家
の
蠣
崎
波
響
（
か
き
ざ
き 
は
き
ょ
う
）（
１
７
６
４
ー
１
８
２
６
） 

 

日
本
の
先
住
民
族
ア
イ
ヌ 

  

世
界
に
は
先
住
民
族
と
名
付
け
ら
れ
る
人
々
が
存
在
し
ま
す
。
国
際
連
合
は
一
九
九
二
年
に
「
外

部
の
地
域
か
ら
異
質
の
文
化
を
も
つ
異
質
の
人
々
が
到
来
し
、
地
元
住
民
を
支
配
し
圧
倒
し
て
人
口

を
減
少
さ
せ
、
非
支
配
的
な
立
場
や
植
民
地
的
状
況
に
し
て
し
ま
っ
た
時
代
に
、
現
在
の
地
域
に
生

活
し
て
い
た
人
々
の
現
存
す
る
子
孫
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
要
約
す
れ
ば
、
外
部
か
ら
侵
入
し
た

人
々
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
民
族
で
、
現
在
、
世
界
七
〇
カ
国
に

約
五
億
人
が
存
在
し
ま
す
。 

  

筆
者
は
二
〇
〇
四
年
に
南
米
大
陸
南
端
の
プ
エ
ル
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
と
い
う
寒
村
を
訪
問
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
北
米
・
南
米
大
陸
を
経
由
し
て
約
六
〇
〇
〇
年
前

に
到
達
し
た
ヤ
ー
ガ
ン
と
い
う
先
住
民
族
が
生
活
し
て
い
ま
し
た
が
、
侵
入
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
々
に
駆
逐
さ
れ
、
純
血
の
ヤ
ー
ガ
ン
の
最
後
の
一
人
だ
け
が
生
存
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今

年
二
月
に
そ
の
一
人
が
死
亡
し
ま
し
た
。
世
界
で
は
過
去
五
〇
〇
年
程
度
の
期
間
に
、
こ
の
よ
う
な

事
態
が
発
生
し
て
き
た
の
で
す
。 

  

日
本
で
は
ア
イ
ヌ
民
族
が
定
義
に
該
当
し
、
か
つ
て
は
蝦
夷
と
い
う
呼
称
で
北
海
道
内
か
ら
千
島

列
島
や
樺
太
に
か
け
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
渡
島
半

島
の
南
端
に
和
人
の
蠣
崎
一
族
が
政
権
を
確
立
し
、
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
か
ら
ア
イ
ヌ
の
人
々
と

交
易
す
る
権
利
の
独
占
を
認
定
さ
れ
、
松
前
藩
が
成
立
し
ま
す
。
各
藩
は
コ
メ
の
石
高
に
よ
り
領
地

が
確
定
し
ま
す
が
、
当
時
の
道
内
で
は
コ
メ
が
栽
培
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
交
易
の
権
利
だ
け
が
付

与
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 
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そ
こ
で
収
益
増
大
の
た
め
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
過
酷
な
交
易
を
し
て
き
た
結
果
、
一
六
六
九
（
寛
文

九
）
年
に
東
蝦
夷
地
を
拠
点
と
す
る
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
を
首
長
と
す
る
一
族
が
反
乱
し
、
四
〇
〇
人

に
も
な
る
和
人
が
殺
戮
さ
れ
る
騒
乱
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
騒
乱
は
鎮
圧
さ
れ
、
蝦
夷
地
内
に
お

け
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
勢
力
が
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
一
九
世
紀
に
な
る
と
ロ
シ
ア
が
南
下
す

る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
北
方
の
防
備
が
重
要
に
な
り
、
一
八
〇
七
（
文
化
四
）
年
に
は
幕
府
が
全
域

を
直
轄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

  

そ
の
た
め
松
前
藩
は
陸
奥
の
梁
川
（
現
在
の
福
島
県
伊
達
市
）
に
九
〇
〇
〇
石
を
拝
領
し
て
転
封

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
八
二
一
（
文
政
四
）
年
に
は
再
度
、
松
前
に
復
帰
、
城
郭
（
福
山
城
）

を
建
造
し
ま
す
が
、
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
に
ロ
シ
ア
と
日
露
和
親
条
約
が
締
結
さ
れ
て
箱
館
が

開
港
さ
れ
た
た
め
、
出
羽
の
東
根
（
現
在
の
山
形
県
東
根
市
）
の
領
地
を
追
加
し
て
柳
川
に
転
封
す

る
と
い
う
め
ま
ぐ
る
し
い
移
動
を
経
験
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
動
乱
の
時
期
に
松
前
藩
の
家
老
で
あ

っ
た
の
が
蠣
崎
波
響
で
す
。 

 

京
都
で
画
業
の
修
行
を
し
た
波
響 

  

波
響
は
一
七
六
四
（
宝
暦
一
四
）
年
に
松
前
藩
第
七
代
藩
主
の
松
前
資
廣
の
五
男
と
し
て
松
前
城

の
前
身
で
あ
る
福
山
館
で
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
は
成
長
と
と
も
に
改
名
す
る
の
が
一
般
で
、
金
介
、

廣
年
、
将
監
（
し
ょ
う
げ
ん
）
、
東
岱
（
と
う
た
い
）
な
ど
一
〇
以
上
の
名
前
が
あ
り
ま
す
が
、
以

後
は
画
号
で
あ
る
波
響
で
紹
介
し
ま
す
。
藩
主
の
側
室
で
あ
っ
た
母
親
は
家
臣
の
長
倉
長
左
衛
門
貞

義
の
娘
の
勘
子
で
し
た
。
父
親
の
藩
主
は
波
響
の
誕
生
の
翌
年
に
逝
去
し
、
後
継
と
し
て
第
八
代
藩

主
と
な
っ
た
松
前
道
廣
は
異
母
兄
に
な
り
ま
す
。 

  

波
響
は
す
で
に
幼
少
の
時
期
か
ら
絵
画
に
才
能
を
発
揮
し
、
八
歳
の
と
き
に
は
松
前
城
内
の
馬
場

で
藩
士
が
馬
術
の
稽
古
を
し
て
い
る
様
子
を
見
事
に
写
生
し
た
こ
と
で
話
題
に
な
り
、
叔
父
の
松
前

廣
長
が
自
身
で
教
育
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
廣
長
は
多
数
の
著
書
が
あ
る
ほ
ど
の
文
武
両
道
の

人
物
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
才
能
を
北
方
の
土
地
に
放
置
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
と
、
波
響
を
江

戸
の
藩
邸
に
送
付
し
、
当
時
、
俳
人
、
歌
人
、
画
人
、
文
人
と
し
て
名
高
い
建
部
凌
岱
（
た
け
べ 

り

ょ
う
た
い
）
に
師
事
さ
せ
ま
す
。 

  

と
こ
ろ
が
波
響
が
一
一
歳
に
な
っ
た
一
七
七
四
（
安
永
三
）
年
に
凌
岱
が
死
亡
し
ま
す
が
、
凌
岱

の
遺
言
に
よ
り
宋
紫
石
を
師
匠
と
し
ま
す
。
当
時
の
日
本
画
界
は
南
蘋
（
な
ん
ぴ
ん
）
派
が
主
流
で

し
た
。
清
国
か
ら
一
七
三
一
（
享
保
一
六
）
年
か
ら
二
年
だ
け
長
崎
に
来
日
し
て
写
実
的
花
鳥
画
の

技
法
を
伝
達
し
た
沈
南
蘋
を
元
祖
と
す
る
一
派
で
、
そ
の
高
弟
で
あ
る
宋
紫
岩
に
入
門
し
た
の
が
宋

紫
石
（
本
名
は
楠
本
幸
八
郎
）
で
す
。
波
響
が
指
導
を
依
頼
し
た
時
期
は
紫
石
の
晩
年
で
す
が
、
そ

の
写
実
の
作
風
を
忠
実
に
学
習
し
て
い
ま
す
。 
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そ
の
一
例
が
、
紫
石
の
三
幅
一
対
の
「
鯉
花
鳥
図
」
の
一
幅
を
模
写
し
た
「
瀑
布
双
鳩
図
」
で
、

垂
直
に
落
下
す
る
瀑
布
の
前
面
の
老
木
の
小
枝
に
止
ま
る
二
羽
の
鳩
を
描
写
し
た
図
柄
で
、
落
款
は

最
初
の
師
匠
で
あ
っ
た
凌
岱
を
意
識
し
た
東
岱
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
紫
石
の
作
品
を
参
照
し
て
い

る
と
は
い
え
見
事
な
画
力
で
す
が
、
殿
様
の
直
系
で
後
継
と
な
る
場
合
も
あ
る
身
分
で
は
江
戸
で
絵

画
の
修
行
を
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
二
〇
歳
に
な
っ
た
一
七
八
三
（
天
明
三
）
年
に
故
郷
に

帰
還
し
ま
し
た
。 

 

ア
イ
ヌ
酋
長
の
肖
像
「
夷
酋
列
像
」 

  

と
こ
ろ
が
松
前
に
帰
還
し
て
六
年
が
経
過
し
た
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
に
事
件
が
勃
発
し
ま
し

た
。
根
室
か
ら
羅
臼
に
か
け
て
の
東
蝦
夷
地
、
そ
の
東
側
の
洋
上
に
点
在
す
る
国
後
、
択
捉
、
歯
舞
、

色
丹
な
ど
三
九
の
島
々
は
松
前
藩
領
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
場
所
に
生
活
す
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
交

易
の
権
利
を
本
土
の
商
人
に
付
与
し
て
い
ま
し
た
が
、
過
酷
な
取
引
だ
け
で
は
な
く
住
民
へ
の
対
応

も
苛
烈
で
あ
っ
た
た
め
、
ク
ナ
シ
リ
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
蜂
起
し
、
和
人
を
襲
撃
し
た
ク
ナ
シ
リ
・

メ
ナ
シ
の
騒
乱
が
発
生
し
た
の
で
す
。 

  

こ
の
騒
乱
で
現
地
に
生
活
し
て
い
た
七
〇
人
余
の
和
人
が
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
冬
期
で
も

凍
結
し
な
い
港
湾
を
確
保
す
る
た
め
ロ
シ
ア
が
南
下
し
は
じ
め
て
お
り
、
現
地
で
内
乱
が
発
生
す
る

の
は
松
前
藩
に
も
幕
府
に
も
深
刻
な
問
題
で
し
た
。
実
際
、
こ
の
騒
乱
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
一
七

九
二
年
に
は
ロ
シ
ア
の
軍
人
Ａ
・
ラ
ク
ス
マ
ン
が
通
商
を
要
求
し
て
根
室
に
到
来
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
松
前
藩
は
二
六
〇
名
の
部
隊
を
派
遣
し
て
鎮
圧
し
ま
す
が
、
そ
の
部
隊
を
指
揮
し
た
一
人
が
波

響
で
し
た
。 

  

し
か
し
、
す
べ
て
の
ア
イ
ヌ
の
部
族
が
蜂
起
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
和
人
を
保
護
し
た
部
族
も
存

在
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
松
前
藩
に
協
力
し
た
四
三
の
部
族
の
酋
長
を
松
前
に
案
内
し
、
藩
主
の
松
前

道
廣
が
謁
見
し
、
そ
の
命
令
で
波
響
は
中
立
を
維
持
し
た
一
二
名
の
酋
長
の
肖
像
を
描
写
し
た
「
夷

酋
列
像
」
を
制
作
し
ま
し
た
（
図
１
〜
図
３
）
。
騒
乱
の
発
生
で
喪
失
し
た
藩
の
威
信
を
回
復
す
る

た
め
、
す
で
に
家
老
と
な
っ
て
い
た
波
響
は
一
七
九
〇
（
寛
政
二
）
年
に
完
成
し
た
一
二
幅
の
絵
画

を
持
参
し
て
翌
年
上
洛
し
ま
す
。 

  

こ
の
絵
画
は
画
力
が
秀
逸
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
地
の
人
々
が
見
聞
し
た
こ
と
の
な
い
風
貌
の
一

種
の
異
人
を
描
写
し
て
い
る
た
め
京
都
で
話
題
に
な
り
、
親
交
の
あ
っ
た
高
山
彦
九
郎
や
大
原
左
金

吾
の
尽
力
に
よ
り
光
格
天
皇
に
拝
謁
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
波
響
の
名
前
は
絵
師
と

し
て
洛
内
に
衆
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
波
響
は
京
都
に
滞
在
し
て
藩
政
を
担
当
す
る
と
と
も

に
、
当
時
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
円
山
応
挙
に
師
事
し
て
従
来
と
は
相
違
し
た
画
風
を
習
得
し
て
い

き
ま
す
。 

 



4 

   
 

外
国
で
発
見
さ
れ
た
「
夷
酋
列
像
」 

  

こ
の
一
二
幅
の
名
画
は
忘
却
さ
れ
行
方
も
不
明
で
、
幕
末
の
一
八
四
三
（
天
保
一
四
）
年
に
小
島

貞
喜
が
忠
実
に
模
写
し
た
複
製
以
外
に
何
点
か
の
複
製
が
残
存
し
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
八
四
年
一
〇
月
に
驚
嘆
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
波
響
の
地
元
の
『
北
海
道
新
聞
』

に
「
江
戸
時
代
“
松
前
応
挙
”
と
う
た
わ
れ
た
松
前
藩
家
老
蠣
崎
波
響
の
「
夷
酋
列
像
」
の
一
一
幅

図３ 夷酋列像        図２ 夷酋列像          図１ 夷酋列像 
  （ツキノエ）        （ イニンカリ）          （イコトイ） 
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も
が
ス
イ
ス
国
境
に
近
い
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
私
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
記

事
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
す
。 

  

ブ
ザ
ン
ソ
ン
は
ス
イ
ス
と
の
国
境
ま
で
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
人
口
一
二
万
人
の
地
方
都
市
で

音
楽
愛
好
の
人
々
に
は
一
九
五
九
年
に
二
四
歳
の
小
澤
征
爾
が
優
勝
し
た
こ
と
で
有
名
な
「
ブ
ザ
ン

ソ
ン
国
際
指
揮
者
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
開
催
都
市
で
す
し
、
紀
元
前
一
世
紀
に
ガ
リ
ア
民
族
と
ユ
リ
ウ

ス
・
カ
エ
サ
ル
が
戦
闘
し
た
場
所
と
し
て
も
有
名
で
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
家
老
の
廣
長
の
序
文

が
添
付
さ
れ
た
「
夷
酋
列
像
」
の
原
画
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
経
緯
は
不
明
で
す
が
、
日
本
に
と
っ
て

は
世
紀
の
発
見
で
し
た
。 

 

二
足
の
草
鞋
の
意
義 

  

図
版
で
も
明
瞭
で
す
が
、
一
般
に
日
本
画
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
さ
れ
る
花
鳥
風
月
と
は
異
質
の

人
物
を
描
写
し
た
絵
画
で
、
そ
の
鋭
利
な
眼
光
は
狩
猟
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
性
格
を
表
現

し
て
、
波
響
の
画
力
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
家
柄
か
ら
最
高
の
画
布
と
最
高
の
絵
具
を
使
用

し
た
品
格
の
あ
る
絵
画
で
す
。
し
か
し
京
都
で
応
挙
に
師
事
し
て
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
円
山
派
」

の
画
風
に
変
化
し
、
「
夷
酋
列
像
」
が
発
散
す
る
迫
力
は
消
滅
し
、
伝
統
あ
る
日
本
の
絵
画
の
枠
内

に
回
帰
し
て
い
き
ま
し
た
。 

  

し
か
し
、
小
藩
と
は
い
え
家
老
自
身
が
描
写
し
た
絵
画
に
は
価
値
が
あ
り
、
冒
頭
に
説
明
し
た
よ

う
に
海
外
か
ら
の
侵
略
を
防
衛
す
る
た
め
、
一
七
九
九
（
寛
政
一
一
）
年
に
松
前
藩
の
領
地
で
あ
っ

た
蝦
夷
地
の
大
半
が
幕
府
の
直
轄
に
な
り
、
東
北
に
転
封
さ
れ
た
と
き
、
再
度
、
蝦
夷
地
に
復
帰
す

る
た
め
の
運
動
に
波
響
の
絵
画
が
贈
物
に
利
用
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
が
開
国
へ
と
移
行

し
て
い
く
と
き
、
家
老
と
し
て
際
立
っ
た
活
動
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
技
芸
が
貢
献
し
た
と
い
う
意

味
で
は
活
躍
し
た
人
物
で
し
た
。 

  

「
二
足
の
草
鞋
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
両
立
し
な
い
よ
う
な
複
数
の
仕
事
を
一

人
の
人
間
が
達
成
す
る
こ
と
で
す
。
森
林
太
郎
は
陸
軍
軍
医
総
監
と
い
う
医
師
と
し
て
最
高
の
地
位

に
到
達
す
る
一
方
、
森
鴎
外
と
し
て
近
代
日
本
を
代
表
す
る
作
家
に
な
っ
て
い
ま
す
。
外
国
で
は
二

六
歳
で
史
上
最
年
少
ロ
ン
ド
ン
市
議
会
議
員
、
二
九
歳
で
史
上
最
年
少
国
会
議
員
と
な
り
、
借
金
返

済
の
た
め
執
筆
し
た
小
説
が
大
当
た
り
し
て
作
家
と
し
て
も
成
功
し
た
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ー
チ
ャ
ー

も
有
名
で
す
。 

  

絵
画
の
世
界
で
は
波
響
と
類
似
の
境
遇
に
あ
っ
た
酒
井
抱
一
が
有
名
で
す
。
姫
路
藩
主
の
家
系
に

誕
生
し
な
が
ら
後
継
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
て
画
家
と
し
て
活
躍
し
、
出
家
し
て
権
大
僧
都
に
ま
で

出
世
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
生
活
し
た
時
代
と
比
較
す
れ
ば
、
現
在
は
人
間
が
長
寿
に
な

り
、
社
会
環
境
も
急
速
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
今
回
紹
介
し
た
蠣
崎
波
響
を
世
界
に
誇
示
で
き
る
傑

作
を
描
写
し
た
画
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
複
線
の
人
生
を
体
現
し
た
人
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

に
も
意
味
が
あ
り
ま
す
。 
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つ
き
お 

よ
し
お 

１
９
４
２
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
１
９
６
５
年
東
京
大
学
部
工
学
部
卒
業
。
工
学

博
士
。
名
古
屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
２
０
０
２
、
０
３

年
総
務
省
総
務
審
議
官
。
こ
れ
ま
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
人
工
知
能
、
仮
想
現
実
、

メ
デ
ィ
ア
政
策
な
ど
を
研
究
。
全
国
各
地
で
カ
ヌ
ー
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
を
し
な
が
ら
、
知
床
半

島
塾
、
羊
蹄
山
麓
塾
、
釧
路
湿
原
塾
、
白
馬
仰
山
塾
、
宮
川
清
流
塾
、
瀬
戸
内
海
塾
な
ど
を
主
催
し
、

地
域
の
有
志
と
と
も
に
環
境
保
護
や
地
域
計
画
に
取
り
組
む
。
主
要
著
書
に
『
日
本 

百
年
の
転
換

戦
略
』
（
講
談
社
）
、
『
縮
小
文
明
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
『
地
球
共
生
』
（
講
談
社
）
、

『
地
球
の
救
い
方
』
、
『
水
の
話
』
（
遊
行
社
）
、
『
１
０
０
年
先
を
読
む
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究

所
）
、
『
先
住
民
族
の
叡
智
』
（
遊
行
社
）
、
『
誰
も
言
わ
な
か
っ
た
！
本
当
は
怖
い
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
サ
イ
バ
ー
戦
争
の
カ
ラ
ク
リ
』
（
ア
ス
コ
ム
）
、
『
日
本
が
世
界
地
図
か
ら
消
滅
し
な
い
た
め

の
戦
略
』
（
致
知
出
版
社
）
、
『
幸
福
実
感
社
会
へ
の
転
進
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）
、
『
転
換

日
本 

地
域
創
成
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
。
最
新
刊
は
『
凛
凛
た
る
人
生
』
（
遊
行

社
）
。 

 


