
Ｉ
胴
凹

‐‐一一唾

患痴冒謹』

。

『

１
万
甲

一

一
諭
劉
陶
京
駅
か
ら
内
房
線
特
急
に
揺
ら
れ

薗
刈
隔
鍋
頗
灘
珊
仙
蕊

下
す
る
と
、
眼
前
に
小
さ
な
漁
村
が
見
え
て

き
た
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
明
け
の
旦
月

中
旬
な
の
に
汗
ば
む
よ
う
な
陽
気
で
、
南
国

に
来
た
よ
う
だ
っ
た
。
空
気
も
う
ま
い
。

明
治
諏
年
７
月
、
東
京
美
術
学
校
を
卒
業

し
た
青
木
繁
は
、
福
田
た
れ
、
坂
本
繁
二
郎
、

森
田
恒
友
と
と
も
に
こ
の
地
を
訪
れ
、
ひ
と

夏
を
過
ご
し
た
。
画
学
生
た
ち
が
圭
里
春
の
１

ペ
ー
ジ
を
過
ご
し
た
海
、
と
い
っ
て
し
ま
え

叩
肌
弾
巴
、
国
舟
旧
０

凸周 I

齢

良

鍵
鍵一一弓

げ
山
・
ｆ
Ｉ
↓
‐
釣
宮
よ
皇
唄
〆
脚
Ｉ
喝
〆
叶
側
』
。
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［上]青木繁ら4人が滞在した小谷家住宅。
明治20年代に建てられたと考えら
れ、当時の漁家の特徴を今に残す館
山市指定文化財でもある。

[左上]青木らの面倒をみた小谷喜録夫妻。

[左下1現当主の小谷栄さんとトシさん夫妻。

布
良
１
上
測
家
の
聖
地
を
一

守
る
人
ぴ
琶
一
、
蝋
。

毎丘三塵肩

§灘

琴
冨

歪
一
二
一
一

零
諏
捻
堅
詞

Ld

雷雲謹謹，． 』
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戸
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！
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室
具
室
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宅
貼
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野
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命

訳
曲
ゾ 聖慣

I

宙

咽邑

房□
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j訟恥

灘
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一
と
も
あ
り
、
布
良
は
近
代
日
本
洋
画
史
に
と

一
難
誇
蝿
椴
譲
蕊
嫌
い
灘
灘

施
設
を
訪
れ
た
若
者
に
、
天
折
し
た
画
家
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
の
考
え
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
漁
師
町
の
人
々
は
ほ
と
ん
ど
青
木
繁
の

名
前
す
ら
知
ら
ず
、
市
に
も
予
算
が
な
い
。

だ
が
当
時
の
田
村
利
男
市
長
は
地
元
出
身
と

あ
っ
て
、
熱
意
が
あ
っ
た
。
福
田
た
れ
、
蘭

童
の
承
諾
を
得
て
賛
助
会
を
結
成
。
画
家
の

ひ
さ
し

坂
本
繁
二
郎
や
熊
谷
守
一
、
辻
永
（
日
展
理

事
長
）
、
富
永
惚
一
（
国
立
西
洋
美
術
館
量
、
河

北
倫
明
（
美
術
評
論
家
）
な
ど
を
発
起
人
と

し
て
募
金
を
集
め
、
建
設
費
印
万
円
を
捻
出

し
た
。
設
計
は
ル
・
コ
ル
ピ
ュ
ジ
エ
の
翻
訳

［
Ｆ

が
、
か
つ
て
小
谷
家
に
は
青
木
の
下
絵
が
残

さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
だ
が
盟
束
大
震
災
の

せ
い
で
雨
漏
り
し
て
し
ま
い
、
濡
れ
て
し
ま

っ
た
書
類
ご
と
処
分
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と

か
。
勿
体
無
い
話
で
あ
る
。

・
凡
い

布
良
出
身
で
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
山
口
栄

ひ
》
一彦

さ
ん
は
言
う
。

「
う
ち
の
姉
が
小
谷
家
の
近
所
に
嫁
入
り
し

た
ん
で
す
け
ど
ね
、
そ
の
家
の
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
言
う
に
は
、
小
谷
家
に
滞
在
し
て
い
た
絵

描
き
の
何
人
か
を
世
話
し
て
や
っ
た
そ
う
な

ん
で
す
。
す
る
と
毎
朝
、
や
た
ら
に
威
張
っ

た
男
が
小
谷
家
か
ら
や
っ
て
き
て
『
お
ー
い
、

赤
揮
。
い
く
ぞ
－
』
っ
て
声
を
か
け
て
、
一

緒
に
海
に
出
か
け
て
い
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
威
張
っ
た
男
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く

青
木
で
し
ょ
う
ね
」

確
か
に
、
６
畳
間
２
室
に
男
３
人
女
１
人

は
な
ん
だ
か
不
自
然
。
青
木
は
坂
本
や
森
田

を
追
い
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
想
像
は
膨
ら

む
ば
か
り
だ
が
、
こ
こ
布
良
で
も
青
木
の
「
オ

レ
様
的
言
動
」
が
し
っ
か
り
語
り
継
が
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
可
笑
し
い
。

さ
て
、
青
木
の
名
前
が
こ
の
地
で
再
び
聞

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
滞
在
か
ら
半

世
紀
以
上
た
っ
た
昭
和
知
年
代
半
ぽ
の
こ
と
。

あ
ゆ
ど

布
良
の
阿
由
戸
浜
に
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
の
建

設
計
画
が
立
ち
上
が
っ
た
と
き
、
館
山
市
の

市
会
議
員
、
嶋
田
繁
さ
ん
が
敷
地
内
に
「
青

木
繁
記
念
碑
」
を
建
て
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

二割
ほ
ど
滞
在
さ
せ
た
。
そ
の
家
は
、
今
も
往
時

の
ま
ま
残
っ
て
い
る
〔
右
頁
右
］
。

「
う
ち
の
母
が
６
つ
の
と
き
に
、
絵
描
き
さ

ん
が
お
い
で
に
な
っ
て
ね
、
障
子
で
仕
切
っ

た
奥
の
間
で
、
何
か
や
っ
て
い
る
．
親
か
ら

は
絶
対
に
開
け
ち
ゃ
な
ら
ん
、
っ
て
言
わ
れ

て
い
た
そ
う
な
ん
だ
が
、
あ
ん
ま
り
静
か
な

も
の
だ
か
ら
、
母
は
気
に
な
っ
て
仕
方
な
い
。

障
子
に
そ
っ
と
穴
を
あ
け
て
覗
い
て
み
る
と
、

女
の
人
が
裸
で
立
っ
て
絵
を
描
い
て
も
ら
っ

て
い
て
、
そ
れ
は
も
う
、
強
烈
な
記
憶
だ
っ

た
と
言
う
て
お
り
ま
し
た
。
私
が
母
か
ら
聞

い
た
話
は
、
そ
れ
が
全
部
で
す
ね
」

と
、
こ
の
家
で
育
っ
た
小
谷
ト
シ
さ
ん
は

言
う
。
久
留
米
の
青
木
の
生
家
も
残
っ
て
は

い
る
が
、
あ
ち
ら
は
近
年
建
て
な
お
さ
れ
た

も
の
。
だ
が
こ
の
６
畳
間
［
右
頁
左
下
］
は
、

青
木
が
い
た
時
代
か
ら
基
本
的
に
何
も
変
わ

っ
て
い
な
い
。
夫
の
栄
さ
ん
は
入
婿
で
小
谷

家
に
来
た
た
め
、
詳
し
い
事
情
は
知
ら
な
い

没後50年を記念して昭和36年
に建立された：海の善記念碑。
除幕式には福田たれ、蘭童をは
じめ、多くの著名人が出席した。

重縁霞罵 溌 蝿 峨

騨雪筈一
一詳
一記

一
一

蝿

難兆
一
＝1

Ｆ
丘

唖

福田たれ《五十余年前の追憶＃南房総への
旅行体験を、昭和37年に回想して描いたもの。
栃木県芳賀町総合情報館蔵
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一
《
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で
知
ら
れ
る
東
大
教
授
の
生
田
勉
。
館
山
ユ

ー
ス
ホ
ス
テ
ル
の
設
計
を
手
が
け
た
の
で
、

同
敷
地
内
の
記
念
碑
も
お
願
い
し
た
形
だ
。

昭
和
光
年
哩
月
、
記
念
碑
は
無
事
建
立
さ

れ
、
碑
文
に
は
こ
う
刻
ま
れ
た
。
〈
こ
の
碑

は
画
伯
を
敬
慕
し
、
そ
の
芸
術
を
愛
す
る
者

た
ち
が
あ
い
寄
り
、
没
後
知
年
を
記
念
し
て
、

ゆ
か
り
の
こ
の
地
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
〉

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
平
成
に
入
り
、
館

｢神輿の前方はこうやって担ぐだろ、青木の絵で
鮫を背負った男のポーズは、まさにこれさIと自

爵識公．

ｰ■

淫

占言言蕊鋳＝

『
》
訓

iw蛾

心ユ

因

山
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
は
営
業
不
振
を
理
由
に

閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
。
県
は
国
に
土
地
を
返

却
す
る
の
だ
が
、
青
木
の
記
念
碑
も
取
り
壊

し
て
更
地
に
せ
よ
と
、
命
令
が
下
っ
た
の
だ
。

耳
を
疑
う
話
で
あ
る
。
税
金
を
１
銭
も
使
っ

て
い
な
い
た
め
役
所
に
記
録
が
な
く
、
無
断

で
建
立
し
た
の
で
は
、
と
い
う
あ
ら
ぬ
疑
い

ま
で
か
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
地
元
の
区
長

が
署
名
運
動
を
し
て
、
館
山
市
が
国
か
ら
敷

ｌ
‐
１
－

｝ざ
E､

.

一

一弓＝＝里

鱗
蕊

今
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画

・
印
画
■
４
Ｊ
図
画
■
Ｆ
も
争
凸
日
１
日
。
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跡
卓

培
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Ｒ
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Ｐ
』
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口
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一
一
一
一
酒
一
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一

9地
を
借
り
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
取
り
壊
し

の
中
止
が
決
ま
っ
た
の
は
、
平
成
皿
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

青
木
繁
《
海
の
幸
》
誕
生
の
家
と
記
念
碑

を
保
存
す
る
会
の
池
田
恵
美
子
さ
ん
は
言
う
。

「
記
念
碑
の
保
存
活
動
が
地
域
活
性
化
運
動

に
発
展
し
て
、
今
度
は
小
谷
家
住
宅
を
保
存

し
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
が
６

年
前
。
小
谷
さ
ん
が
家
を
記
念
館
に
し
て
も

■■

'｡:淫

ZZ

3M塁勇昌

夢

一端学岸
〆

[上]布良の沖合には鬼が瀬と呼ばれる浅瀬
が広がり、座礁事故が絶えなかった。
この近辺の岩礁を青木は描いている。

[中]布良埼神社の大神輿。明治時代には、
ふんどし姿で担いでいたという。
写真提供＝島田吉篇

弓

暴
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解i
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い
い
と
英
断
さ
れ
た
の
で
す
。
個
人
宅
を
保

存
す
る
こ
と
に
、
周
囲
の
理
解
を
得
る
の
に

時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
３
年
前
に
保
存

会
が
発
足
。
募
金
を
集
め
て
、
将
来
的
に
は

小
谷
家
住
宅
を
解
体
修
理
し
、
青
木
が
来
た

当
時
の
状
態
に
戻
し
て
《
海
の
幸
》
記
念
館

と
し
て
一
般
公
開
を
目
指
し
ま
す
。
小
谷
夫

妻
に
は
管
理
棟
を
造
っ
て
移
り
住
ん
で
い
た

だ
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
」

予
算
は
数
千
万
円
だ
が
、
現
在
の
募
金
額

で
は
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
。
だ
が
同
時
に
、

小
谷
家
住
宅
を
保
存
す
る
運
動
は
美
術
界
で

も
起
こ
っ
て
い
て
、
昨
年
に
は
画
家
や
研
究

者
な
ど
、
１
０
０
名
以
上
の
有
志
が
集
ま
っ

て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
青
木
繁
「
海
の
幸
」
会
を
結

成
。
こ
ち
ら
も
募
金
活
動
を
続
け
、
館
山
の

保
存
会
と
協
働
し
て
小
谷
家
住
宅
の
保
存
を

目
指
し
て
い
る
。

半
世
紀
前
は
青
木
の
名
前
す
ら
知
ら
な
か

っ
た
海
の
男
た
ち
も
、
今
で
は
《
海
の
幸
》

を
漁
村
文
化
の
象
徴
と
し
て
誇
り
に
し
て
い

ー

説を述べる、布良漁業協同組合長の島田吉廠さん。
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明治38年、青木とたれは館山を再訪し、

回光寺に滞在。この際、青木が板戸に焼

け釘で描いた（海景》･水平線右手に富
士山、波飛沫の左側に伊豆諸島らしきも
のが描かれている。各183.0×100.0cm

図光寺本堂。建物は平成に入ってから再建

されて、往時の面影はないが、「本堂脇の
建物の中2階に青木とたれが滞在したと伝

えられています。当時は住職不在だったの

かもしれません」と現住職の池田英乗さん。
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