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今
年
は
戌
年
と
い
う
こ
と
で
、

神
戸
地
区
の
犬
石
と
い
う
地
名

が
、先
月
ふ
た
つ
の
新
聞
で
取
り

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
犬
が
石
に

な
っ
た
と
い
う
話
で
、こ
れ
に
は

ふ
た
つ
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
洞
穴
に
ま
つ
わ
る

話
で
す
。
そ
の
昔
、
西
岬
地
区
浜

な
た
ぎ
り

田
に
あ
る
鉈
切
洞
穴
の
中
へ
修

験
僧
が
犬
を
連
れ
て
探
検
に

入
っ
た
と
こ
ろ
、僧
は
と
う
と
う

戻
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。犬
だ

あ
か
は
だ

け
は
赤
膚
に
な
っ
て
犬
石
の
洞

穴
か
ら
出
て
き
た
の
で
す
が
、表

へ
出
る
と
た
ち
ま
ち
石
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。そ

し
て
そ
の
場
所
に
犬
石
権
現
が

お
祀
り
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
犬
石
の

こ
ん
れ
ん
い
ん

金
蓮
院
と
い
う
お
寺
の
創
立
由

緒
に
関
わ
る
も
の
で
す
。鎌
倉
時

ら
い
ち

代
に
こ
の
寺
を
開
い
た
頼
智
と

い
う
僧
が
、伊
豆
か
ら
平
砂
浦
の

海
岸
に
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
、

地
域
を
あ
げ
て
後
世
に
素
晴
ら
し
い
歴
史

を
伝
え
て
い
き
た
い
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神
戸
地
区
犬
石
の

犬
と
石
に
ま
つ
わ
る
話

　
市
立
博
物
館
の
２
月
の
休
館
日
は

６
日
、13
日
、20
日
、27
日
。３
月
の
休

館
日
は
６
日
、13
日
、22
日
、27
日
で
す
。

こ
ろ
も

一
匹
の
白
犬
が
や
っ
て
き
て
衣
を

引
き
ま
す
。
つ
い
て
行
く
と
岩
山

の
ふ
も
と
で
動
か
な
く
な
っ
た
の

で
、
よ
く
み
る
と
犬
で
は
な
く
そ

れ
は
石
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
こ
で
そ
の
場
所
に
祠
を
建
て
て

犬
石
権
現
と
呼
び
、
岩
山
の
側
に

草
庵
を
結
ん
で
、
今
の
金
蓮
院
が

で
き
た
と
い
う
お
話
で
す
。

と
も
に
犬
石
の
地
名
の
始
ま
り

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
説
で

す
。
犬
石
権
現
は
今
は
犬
石
神
社

に
移
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
以
前
は

青
年
館
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
敷
地
に
あ
る
小
岩
の
上
に
は

犬
の
石
像
が
今
も
置
か
れ
て
い
ま

す
。
金
蓮
院
は
こ
の
犬
石
権
現
跡

の
す
ぐ
東
側
に
あ
り
、
本
堂
の
裏

ひ
し
ゃ
く
づ
か

に
は
飛
錫
塚
と
呼
ば
れ
る
岩
山
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
岩
山
の
上
に
は
竜
宮
か
ら

ち
ん
じ
い
し

上
が
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
枕
字
石

と
い
う
棒
状
の
石
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
石
は
270
年
ほ
ど
前
の
江
戸
時

代
中
頃
に
、
平
砂
浦
の
海
岸
に
打

ち
上
が
っ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

当
時
、
拾
っ
た
村
人
が
牛
小
屋
に

埋
め
て
繋
ぎ
石
に
し
た
と
こ
ろ
、

夜
中
に
光
輝
い
て
牛
が
騒
ぎ
出
す

と
い
う
事
件
が
起
り
ま
し
た
。
よ

ぼ
ん
じ

く
見
る
と
、
石
に
は
梵
字
の
よ
う

な
あ
り
が
た
い
文
字
と
、
鳥
の
足

跡
の
よ
う
に
見
え
る
文
章
が
あ
り

▲犬石権現跡（青年館）

ま
し
た
。
波
に
洗
わ
れ
て
読
む
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
の
奇

跡
を
見
た
村
人
た
ち
は
大
切
に
崇

め
、
飛
錫
塚
に
安
置
し
た
の
だ
そ

う
で
す
。

そ
の
数
年
前
の
享
保
年
間
に

は
、
一
石
に
一
文
字
ず
つ
経
文
を

書
い
て
一
万
九
千
500
個
の
石
を
埋

め
た
経
塚
が
、
こ
の
飛
錫
塚
に
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。
周
囲
か
ら
と

て
も
目
立
っ
た
飛
錫
塚
と
い
う
岩

山
は
、
犬
石
と
い
う
地
名
に
関

わ
っ
て
、
犬
と
石
に
ま
つ
わ
る
伝

説
を
た
く
さ
ん
生
み
だ
し
て
い
た

よ
う
で
す
。

「「
私
た
ち
の
こ
ろ
は
、
学
校
で
青

木
繁
の
事
を
教
わ
ら
な
か
っ
た
の

で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
36

年
に
記
念
碑
を
建
て
る
時
に
、
昔

の
事
を
思
い
出
し
、
布
良
が
有
名

な
絵
の
誕
生
の
き
っ
か
け
に
な
っ

た
事
を
知
り
ま
し
た
。
　
　
　
　

　
除
幕
式
の
時
は
、
当
時
笛
吹
童

子
の
曲
で
有
名
な
福
田
蘭
堂
氏
が

来
た
の
で
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た

ね
。
ま
た
、
昨
年
暮
れ
の
催
し
で
、

こ
の
記
念
碑
の
設
計
者
が
生
田
勉

東
大
教
授
だ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ

れ
、
こ
の
記
念
碑
が
建
造
物
と
し

て
貴
重
な
財
産
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
、
当
時
の
ま
ま
残
る
小
谷
さ

ん
の
家
と
と
も
に
、
地
域
を
あ
げ

て
保
存
に
つ
と
め
て
い
き
た
い
と

▲記念碑と伊豆大島

あ
ゆ
ど

富
崎
地
区
の
阿
由
戸
の
浜
を
見

下
ろ
す
山
の
中
腹
に
、大
き
な
石

碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。こ
の
碑
は

明
治
を
代
表
す
る
洋
画
家
・
青
木

繁
の
記
念
碑
で「
青
木
繁
　
海
の

幸
ゆ
か
り
の
地
」と
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。青
木
の
没
後
50
年
の
昭
和

36
年（
一
九
六
一
年
）、代
表
作「
海

の
幸
」
の
誕
生
の
き
っ
か
け
に

な
っ
た
布
良
の
地
に
、若
く
し
て

亡
く
な
っ
た
青
木
繁
を
永
く
追
慕

す
る
た
め
、当
時
の
田
村
利
男
館

山
市
長
が
発
起
人
に
な
り
、青
木

の
画
友
も
賛
同
し
建
立
し
た
も
の

で
す
。

Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｅ

　
青
木
繁
と
海
の
幸
記
念
碑

み
ん
な
で
話
し
て
い
ま
す
。
　
安

房
自
然
村
の
前
を
過
ぎ
、
白
浜
方

面
に
向
か
う
国
道
410
号
か
ら
入
っ

て
す
ぐ
の
所
に
記
念
碑
は
建
っ
て

い
ま
す
。
眺
望
も
良
い
の
で
、
多

く
の
人
が
記
念
碑
に
来
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
　
　
私
た

ち
こ
の
地
域
の
区
長
会
が
中
心
に

な
っ
て
、
後
世
に
こ
の
地
域
の
素

晴
ら
し
い
歴
史
を
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
ね
」
富
崎
地
区
連
合
区
長

会
長
吉
田
昌
男
さ
ん
（
４
〜
５

ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
を
掲
載
）

PHOTO／青木繁名作の舞台を後世に　富崎地区連合区長会のみなさん

712
平成18年
２月１日号

市
民

シリーズ

232



　　特別寄稿「喜禄」（小谷家）は残った   　山口栄彦

　「青木繁、海の幸記念碑予定地」という表示の柱を見たの

は、40年以上前になる。その後、著書や画集をあさり、青木繁

に魅せられ続けた。

　一昨年には拙書「布良崎に青木繁記念碑」の章が、独立行政

法人「東京文化財研究所」美術部の田中淳氏の目にとまった

ことで、「青木繁と海の幸」に対する関心を一層深めることに

なった。

　昨年12月４日、「布良・相浜をみつめる会」が開かれた。

NPOの皆さんと吉田昌男富崎地区連合区長、豊崎栄吉神田町

区長、満田満雄向区長をはじめとする住民の協力で成功した

この催しのなかで、100人の参加者の前で、小谷家の保存が

当主の栄氏によって表明された。

　このことは、布良、相浜はもちろん、館山市にとっても画期

的なことであり、芸術と漁村文化の殿堂が生まれるのもそう

遠くはないだろう。布良在住の友人は「青木繁と布良、相浜」

について書いたらと言う。いつかそのすすめを実現してみた

いものだ。（布良出身のエッセイスト、川崎市在住）

注：「喜禄」小谷家の屋号

青木繁《海の幸》
1904年（明治37年）

油彩・カンヴァス／70.2×182cm

国指定重要文化財

石橋財団石橋美術館蔵

青
木
繁
が
布
良
を
訪
れ
た
の

は
、一
九
〇
四
年（
明
治
37
年
）の

夏
。昨
年
、こ
の
作
品
が
描
か
れ

て
100
年
を
迎
え
、こ
の
作
品
に
関

す
る
共
同
調
査
研
究
が
東
京
文

化
財
研
究
所
と
絵
を
所
有
す
る

石
橋
美
術
館（
福
岡
県
久
留
米

市
）の
手
で
行
わ
れ
、そ
の
成
果

が
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、昨
年
９
月
か
ら
10
月
に

か
け
て
東
京
の
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

美
術
館
で
特
別
展
示 

「
青
木  

繁

〝
海
の
幸
〞
100
年
」で
公
開
さ

れ
ま
し
た
。

集
い
で
は
地
元
富
崎
小
学
校

の
児
童
に
よ
る「
安
房
節
」が
披

露
さ
れ
、児
童
に
よ
る
青
木
繁
の

調
査
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、田
中
淳
氏
の
講
演
で

は
、「
〝
海
の
幸
〞
誕
生
の
き
っ

か
け
は
、こ
の
時
、同
行
し
た
友

ろ
ま
ん

　
青
木
繁
は
明
治
浪
漫
主
義
を

代
表
す
る
洋
画
家
で
、明
治
15

年（
一
八
八
二
年
）福
岡
県
久
留

米
市
で
出
生
。洋
画
家
を
目
指

し
中
学
校
を
中
退
し
上
京
、東

京
美
術
学
校
に
入
学
し
黒
田

せ
い
き

清
輝
ら
の
指
導
を
受
け
ま
し

た
。在
学
中
、絵
と
と
も
に
古
代

神
話
の
世
界
に
興
味
を
持
ち
、

そ
れ
が
そ
の
後
の
彼
の
作
品
に

大
き
く
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
美
術
学
校
を
卒
業
し
た
22
歳

つ
ね
と
も

の
夏
、友
人
の
森
田
恒
友
や
坂

本
繁
二
郎
、恋
人
の
福
田
た
ね

と
写
生
旅
行
で
布
良
を
訪
れ
、

網
元
の
小
谷
家
に
約
２
か
月
滞

在
し
ま
し
た
。滞
在
中
、布
良
の

海
を
題
材
に
多
く
の
作
品
を
描

き
ま
し
た
が
、帰
京
後
、描
か
れ

た
の
が
、代
表
作「
海
の
幸
」（
国

重
要
文
化
財
）。青
木
は
翌
年
も

福
田
た
ね
を
伴
い
館
山
を
訪

れ
、伊
戸
の
円
光
寺
に
滞
在
し

て
い
ま
す
。帰
京
後
、恋
人
の
福

田
た
ね
が
長
男
幸
彦（
後
の
福

ら
ん
ど
う

田
蘭
堂
）を
出
産
し
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
幸
福
な
時
間

は
続
か
ず
、作
品
に
対
す
る
当

時
の
評
価
や
疾
病
な
ど
に
よ
り

不
遇
な
人
生
を
送
り
、単
独
で

九
州
に
戻
り
、明
治
44
年（
一
九

一
一
年
）３
月
、放
浪
生
活
の

末
、福
岡
の
病
院
で
28
歳
で
亡

今
か
ら
100
年
前
の
布
良
で
の
で
き
ご
と

昨年12月４日、富崎地区連合区長会（会長吉田昌男）のみなさんとNPO南房総文化財・戦跡保存活用
フォーラム（理事長愛沢伸雄）主催による「"青木繁《海の幸》100年"から布良・相浜を見つめる集い」（館山
市・館山市教育委員会後援）が富崎小学校で開催されました。集いには100人を超える参加者があり、午
前中は「海の幸」ゆかりの布良を歩くフィールドワーク、午後に東京文化財研究所美術部の田中淳氏によ
る講演と座談会が開催されました。

当時のまま家を残していきたい

は
ん
じ
ろ
う

人
の
坂
本
繁
二
郎（
画
家
、後
に

文
化
勲
章
受
賞
）が
港
で
見
た
光

景
を
青
木
に
話
し
た
の
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
、そ
の
想
像
を
も

と
に
描
い
た
も
の
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
」な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

披
露
し
ま
し
た
。ま
た
、青
木
が

布
良
に
来
た
理
由
と
し
て
、「
青

木
が
神
話
の
古
代
世
界
に
傾
注

し
て
お
り
、安
房
神
社
と
自
然
に

あ
こ
が
れ
、来
た
の
で
は
な
い

か
」と
語
り
ま
し
た
。

お
だ
に

座
談
会
で
は
小
谷
家
の
当
主
、

小
谷
栄
さ
ん
が「
当
時
、母
が
６

歳
で
、親
か
ら（
彼
ら
が
滞
在
し

た
）部
屋
を
の
ぞ
く
な
と
言
わ

れ
、一
度
だ
け
部
屋
の
中
が
見
え

た
ら
、女
の
人
が
裸
で
座
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。こ
れ
か
ら
も
こ
の

ま
ま
家
を
残
し
て
い
き
た
い
」と

決
意
を
表
明
し
ま
し
た
。

青
木
繁
と
「
海
の
幸
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

く
な
り
ま
し
た
。青
木
の
死
後
作

品
の
評
価
が
高
ま
り
、「
海
の
幸
」

が
昭
和
42
年
、「
わ
だ
つ
み
の
い
ろ

こ
の
宮
」が
昭
和
44
年
に
相
次
い

で
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

　
館
山
で
は
昭
和
36
年（
一
九
六

一
）、青
木
の
死
後
50
年
に
彼
の
偉

業
を
た
た
え
る
記
念
碑
を
当
時
の

田
村
館
山
市
長
が
発
起
人
と
な
り

青
木
の
画
友
の
協
力
も
あ
り
建

立
。福
田
た
ね
と
青
木
の
遺
子
幸

彦
の
手
に
よ
り
、こ
の
碑
の
除
幕

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。布
良
の
地

が
誕
生
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

今年も《海の幸》をブリヂストン美術館で展示
「石橋財団50周年記念雪舟からポロックまで」
　2006年4月8日（土）～6月4日（日）
　青木の作品は、《海の幸》、《わだつみのいろ
この宮》（国重要文化財）、《天平時代》の3点が
展示される予定です。

▲田中淳氏による講演
▲青木繁が滞在した小谷家

催しに参加した山口さんから寄せられた手記

※原画の色彩は館山市図書館に寄贈された
東京文化財研究所・石橋財団石橋美術館編
青木繁《海の幸》でご覧ください。

青木繁《海の幸》100年から布良・相浜を見つめる集い

５ だん暖たてやま ４平成18年２月１日

「
海
の
幸
」は
、近
代
日
本
美
術
史

を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
。


