
      

坂
本
繁
二
郎
生
家
は
、
日
本
の
近
代
美

術
を
代
表
す
る
洋
画
家
が
生
ま
れ
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
久
留
米
市
内
に

唯
一
残
る
武
家
屋
敷
と
し
て
、
市
の
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

連
載
の
第
５
回
は
、
坂
本
生
家
の
修

理
・
復
原
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。 

 

話
し
手
の
古
賀
正
美
さ
ん
（
元
文
化
財

保
護
課
職
員
）
は
在
職
中
、
坂
本
生
家
に

つ
い
て
、
保
存
活
動
か
ら
、
平
成
１
８
～

２
１
年
度
の
修
理
・
復
原
工
事
、
一
般
公

開
ま
で
、
長
く
深
く
関
わ
り
ま
し
た
。
当

時
を
振
り
返
り
、そ
の
思
い
を
聞
き
ま
す
。 

 

Ｑ
．
坂
本
生
家
の
復
原
の
方
針
は
？ 

（
古
賀
）
家
屋
は
、
繁
二
郎
が
２
０
歳
、

明
治
３
５
年
（
１
９
０
２
）
頃
の
姿
に
戻

す
こ
と
に
し
、
建
物
だ
け
で
な
く
敷
地
の

広
さ
や
配
置
も
復
原
し
ま
し
た
。 

敷
地
は
約
４
５
０
坪（
約
１
４
９
０
㎡
）、

木
造
２
階
建
て
の
間
取
り
は
、
今
で
い
う 

１
３
Ｋ
で
す
。
久
留
米
藩
の
中
級
藩
士
の

生
活
空
間
を
体
感
で
き
る
ス
ポ
ッ
ト
に
な

り
ま
し
た
。 

 

Ｑ
．
復
原
を
行
う
中
で
、
印
象
に
残
っ
て

い
る
こ
と
は
？ 

（
古
賀
）
井
戸
の
仕
組
み
は
、
当
初
、
縄

を
つ
け
た
桶
を
滑
車
で
上
げ
下
げ
す
る

「
縄
つ
る
べ
」で
復
原
す
る
計
画
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
坂
本
家
の
古
い
写

真
が
発
見
さ
れ
て
、「
は
ね
つ
る
べ
」
が
写

っ
て
い
ま
し
た
。
石
の
重
み
で
水
を
汲
む

仕
組
み
で
す
。
現
在
、
台
所
か
ら
庭
に
出

る
と
、
復
原
し
た
「
は
ね
つ
る
べ
」
の
井

戸
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
台
所
の
土
壁
は
、
平
成
２
１
年

度
に
、
京
町
小
学
校
の
児
童
と
一
緒
に
塗

っ
て
復
原
し
ま
し
た
。
も
う
成
人
さ
れ
た

頃
で
し
ょ
う
か
。 

         

                  

Ｑ
．
坂
本
繁
二
郎
生
家
の
見
ど
こ
ろ
知
り

ど
こ
ろ
は
？ 

（
古
賀
）
文
化
財
は
、
本
来
の
部
材
を
残

し
な
が
ら
修
理
し
ま
す
。
劣
化
し
て
い
て

も
、
そ
の
部
分
だ
け
取
り
除
き
、
継
手
（
つ

ぎ
て
）を
し
て
残
す
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

南
縁
の
柱
が
そ
う
で
す
ね
。
木
目
も
キ
ズ

も
、
多
く
は
坂
本
家
の
人
々
が
過
ご
し
た

当
時
の
ま
ま
残
り
ま
す
。 

                   

そ
う
し
た
痕
跡
を
見
て
触
っ
て
、
江
戸

時
代
の
人
々
の
暮
ら
し
や
、
現
代
の
私
た

ち
の
家
と
の
違
い
な
ど
を
感
じ
て
ほ
し
い

で
す
。 

 

家
は
人
が
出
入
り
し
て
使
っ
て
、
ど
ん

ど
ん
新
し
い
風
が
通
り
抜
け
て
い
く
こ
と

で
、
長
く
残
っ
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。 

（
聞
き
手
・
市
文
化
財
保
護
課 

穴
井
） 

久
留
米
入
城
４
０
０
年
記
念 

 
京
町
校
区
の
見
ど
こ
ろ
知
り
ど
こ
ろ 

 

第
５
回 

坂
本
繁
二
郎
生
家 

縄つるべ 

はねつるべ 

◆「広報きょうまち」第539号（令和3年6月号）より 


