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下
館
駅
前
稲
荷
町
通
り
に
明
治
時
代
の

画
家
青
木
繁
の
作
品
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

代
表
作
で
あ
る
「
海
の
幸
」
を
は
じ
め
、

「
大お

お
あ
な
む
ち
の
み
こ
と

穴
牟
知
命
」、「
わ
だ
つ
み
の
い
ろ
こ

の
宮
」、「
日

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
」
な
ど
３
か
所
に
４

作
品
が
、
半
永
久
的
に
色い

ろ
あ褪
せ
な
い
セ
ラ

ミ
ッ
ク
ア
ー
ト
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
稲
荷
町
周
辺
の
街
並
み
環
境
整

備
事
業
の
一
環
と
し
て
、
市
が
平
成
15
年

か
ら
平
成
18
年
に
か
け
て
整
備
し
た
。

　
筑
西
市
参
与
の
石い

し
い井

正た
だ
し

氏
に
よ
る
と
、

本
市
に
ゆ
か
り
の
あ
る
著
名
な
芸
術
家
を

た
た
え
る
た
め
、
板
谷
波
山
記
念
館
や
し

も
だ
て
美
術
館
に
続
い
て
、
よ
り
市
民
に

親
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、
ま
ち
な
か
美

術
館
を
整
備
し
た
と
い
う
。

地域のテーマを市民の目線で

市 民 記 者 の ペ ー ジ

波乱に富んだ高名な芸術家の
系譜に驚くばかりです。ぜひま
ちなか美術館をご覧ください。
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青
木
繁
は
、
明
治
15
年
に
福
岡
県
久
留

米
の
武
士
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
代

表
作
「
海
の
幸
」
は
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
、
美
術
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
。28
歳
の
と
き
肺
結
核
に
よ
り
、

そ
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。

　
市
内
に
あ
る
羽
黒
神
社
参
道
沿
い
の
児

童
遊
園
の
一
角
に
は
、「
青
木
繁
の
碑
」

が
あ
る
。
こ
の
碑
は
、
昭
和
46
年
に
青
木

繁
建
碑
協
賛
会
が
没
後
60
年
を
記
念
し
て

建
立
し
た
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
青
木

が
川
島
地
区
に
滞
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
建
設
の
企
画
者
原は

ら

蒼そ
う
し
ゅ
う愁

氏
（
徳

持
）
に
よ
る
と
、
碑
の
表
面
の
題
字
は
、

青
木
の
美
術
学
校
の
同
級
生
で
文
化
勲
章

を
辞
退
し
た
熊く

ま
が
い谷
守も

り
か
ず一
氏
に
依
頼
し
、
題

字
の
下
の
短
歌
は
青
木
の
肉
筆
の
も
の
を

彫
っ
た
と
い
う
。

　
青
木
は
、
19
歳
で
画
家
を
志
し
て
上
京

し
、
東
京
美
術
学
校
入
学
の
前
年
、
洋
画

家
小こ
や
ま山

正し
ょ
う
た
ろ
う

太
郎
の
画
塾
「
不ふ

ど
う
し
ゃ

同
舎
」
に
入

門
し
た
。
そ
れ
か
ら
４
年
後
、
栃
木
県
水

橋
村
（
現
芳
賀
町
）
出
身
の
福
田
た
ね
が
、

絵
の
勉
強
の
た
め
に
上
京
し
て
不
同
舎
に

入
り
、
青
木
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
た
ね

は
初
め
青
木
の
絵
に
あ
こ
が
れ
、
や
が
て

二
人
は
、
相
思
相
愛
の
仲
に
な
っ
て
い
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
明
治
38
年
８
月
、
23
歳
の
青
木
は
、
20

歳
で
臨
月
を
迎
え
た
恋
人
の
た
ね
を
伴
っ

て
市
内
川
島
を
訪
れ
た
。
た
ね
の
実
家
は

芳
賀
町
で
呉
服
商
を
営
ん
で
い
た
が
、
未

婚
で
あ
る
た
ね
の
懐
妊
を
知
っ
た
福
田
家

は
、
世
間
体
を
は
ば
か
り
、
取
引
の
あ
る

下
館
の
間
々
田
呉
服
店
に
た
ね
の
世
話
を

お
願
い
し
た
の
で
あ
る
。
同
店
の
主
人
が

当
時
の
川
島
郵
便
局
長
池い

け
ば羽

高
之
助
氏
と

親
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
元
の
有
力
者

で
あ
っ
た
池
羽
夫
妻
が
二
人
の
世
話
を
し

た
。

　
二
人
は
、
水
戸
線
の
川
島
駅
に
近
い

「
玉た

ま
の
い
り
ょ
し
ゃ

乃
井
旅
舎
」
に
滞
在
。
筑
西
市
に
滞

在
し
た
の
は
、
た
ね
の
臨
月
で
あ
っ
た
８

月
か
ら
、
青
木
が
実
父
の
病
気
の
た
め
九

州
に
帰
省
す
る
11
月
ま
で
の
間
と
見
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
期
間
に
青
木
は
鬼
怒
川
の

河
原
と
川
島
郵
便
局
の
局
長
室
で
大
作

「
大
穴
牟
知
命
」
を
描
い
て
い
る
。
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譜
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こ
の
川
島
で
、
た
ね
は
青
木
の
一
子

幸さ
ち
ひ
こ彦

を
生
ん
で
お
り
、
こ
の
子
が
後
の
音

楽
家
福ふ

く
だ田
蘭ら

ん
ど
う童
で
あ
る
。
ま
だ
テ
レ
ビ
の

な
い
私
た
ち
の
小
学
生
時
代
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

ラ
ジ
オ
放
送
で
福
田
蘭
童
作
曲
の
テ
ー
マ

ソ
ン
グ
で
始
ま
る
「
笛ふ

え
ふ
き
ど
う
じ

吹
童
子
」
は
、
悪

ガ
キ
を
と
り
こ
に
し
た
も
の
だ
。
前
述
の

羽
黒
神
社
わ
き
の
石
碑
の
裏
面
に
記
さ
れ

た
川
島
滞
在
の
書
は
、
子
息
福
田
蘭
童
の

肉
筆
に
よ
る
も
の
で
、
碑
の
除
幕
式
に
も

出
席
し
て
い
る
。
ま
た
、
蘭
童
の
子
は
、

ク
レ
ー
ジ
ー
キ
ャ
ッ
ツ
に
い
た
ピ
ア
ニ
ス

ト
の
石い

し
ば
し橋

エ
ー
タ
ロ
ー
で
、
青
木
繁
の
孫

に
当
た
る
。
芸
術
家
の
資
質
は
、
連
綿
と

受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ち
な
か
美
術
館
、青
木
繁
の
碑
な
ど
、

地
域
が
持
つ
文
化
的
資
源
を
今
後
と
も
大

切
に
維
持
し
、
そ
の
存
在
を
広
く
ア
ピ
ー

ル
し
て
地
域
の
活
性
化
に
繋つ

な

げ
た
い
も
の

で
あ
る
。

原
はら
　周

しゅう
二
じ
さん（一本松）

【青木繁】古事記を愛読し、
古代神話を題材にした絵画
作品を多く製作した。また、
俳句や短歌など文学的な方
面にも優れた作品を残して
いる。

【福田たね】大恋愛の末に未
婚のまま青木繁の子を出産。
青木の代表的作品にはたね
がモデルとして登場するも
のが多い。当時女性が一人
で上京し、画家を目指すと
いうことは、大変稀有なこ
とであった。

【福田蘭童】2 歳で父
と死別。青木繁とたね
は、正式に結婚してい
なかったため、出生届
はたねの弟として提出
された。母方の実家に
預けられて育った。
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