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会　期　3月29日～5月18日 

会　場　福岡アジア美術館 

主　催　九州朝日放送・朝日新聞社 

入場料　大人（一般・高大生） 

　　　　　1200円（1000円） 

　　　　こども（4歳～小中生） 

　　　　　600円（500円） 

　　　　親子ペア 

　　　　　1700円（1400円） 

　　　　　（　）内は前売り 

お問い合せ先 

　藤子・Ｆ・不二雄展 

　　福岡会場事務局 

　1092-291-6792

　春の七草の一つ、オギョウ

（御形）はハハコグサのこと。

花をつけない若い葉を食用と

し、七草がゆの具にします。 

　矢部村では茶畑など、日当

たりのよい畑や道ばたに普通

に見かける２年草（越年草）。

全体に細かな綿毛でおおわれ

ているため白っぽく見える。

開花は４～６月。 

　この草の開花期に全草を採

取し、天日でよく乾燥させた

ものを生薬の鼠麹草（そきく

そう）といい、咳止めの効能

があるとされている。  

（黒木町）松尾　重根 

立花町山崎 

平　　渓子 

gallery街かど 

初
め
て
水
墨

画
に
出
会
っ

た
の
は
八
女

市
祈
祷
院
の

郵
便
局
で
し

た
。
み
ご
と

に
描
い
て
あ

り
ま
し
た
。
私
も
い
つ
か
あ
ん
な
風
に
描
い

て
見
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
あ
る
日
公
民
館

講
座
で
水
墨
画
教
室
が
あ
る
事
を
知
り
さ
っ

そ
く
入
会
し
ま
し
た
。
中
島
美
代
子
先
生
に

御
指
導
頂
く
様
に
な
り
、
墨
一
色
で
、
ぼ
か

し
や
、
濃
淡
で
描
く
む
ず
か
し
さ
に
苦
労
し

て
い
ま
す
。
月
に
二
回
の
教
室
で
、
先
生
か

ら
手
本
を
も
ら
っ
て
自
分
な
り
に
描
い
た
絵

を
指
導
し
て
頂
く
事
が
楽
し
く
な
り
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
上
達
は
出
来
ま
せ
ん
が
教
室
の
仲

間
、
先
生
に
応
援
し
て
頂
き
頑
張
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

                 

　
裾
野
に
も
、
景
気
回
復
の
温
か

い
春
風
が
、
吹
い
て
い
る
だ
ろ
う

か
と
、
一
年
ぶ
り
に
頭
を
も
た
げ

た
土
筆
ん
坊
。 

　
回
復
の
春
風
が
、
増
税
に
よ
る

寒
の
も
ど
り
と
な
ら
な
い
か
と
、

頭
を
か
し
げ
て
い
る
。 

八
女
川
柳
会
　
安
達
　
昇 

今
月
の
川
柳 

ハハコグサ（母子草）[キク科]

矢部川源流・杣の里の四季  29

ふ
る
さ
と
の
伝
統
行
事
③ 

弘
法
さ
ん
参
り(

千
人
参
り) 

　
　
　
　
　
　
　
　
樋
口
　
保
　
画 

め
え 

生誕80周年記念 
　藤子・Ｆ・不二雄展 

活 力 朝 礼 

　
皆
さ
ん
一
度
は
こ
の
お
店

名
代
の
手
羽
先
を
食
べ
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
八
女
・
筑
後
エ
リ

ア
で
飲
食
店
を
展
開
す
る
「
ひ

ょ
っ
と
こ
」
さ
ん
の
朝
礼
は

お
昼
の
12
時
か
ら
は
じ
ま
り

ま
す
。
各
店
の
ス
タ
ッ
フ
全

員
が
八
女
本
店
に
集
ま
り
ま

す
。
お
互
い
の
顔
が
見
え
る

よ
う
に
円
形
で
の
活
力
朝
礼

で
す
。
朝
礼
を
始
め
て
か
ら

「
み
ん
な
以
前
よ
り
も
時
間

の
意
識
が
高
ま
り
、
行
動
に

も
メ
リ
ハ
リ
が
つ
い
て
き
ま

し
た
」
と
八
女
本
店
の
永
田

店
長
は
そ
の
効
果
を
語
ら
れ

ま
し
た
。
挨
拶
の
実
習
、
「
職

場
の
教
養
」
の
輪
読
か
ら
感

想
発
表
、
連
絡
事
項
の
伝
達

が
終
る
と
、
み
な
さ
ん
い
っ

せ
い
に
各
店
へ
飛
び
出
し
て

い
か
れ
ま
し
た
。
元
気
で
明

る
い
お
店
の
雰
囲
気
の
秘
密

は
、
こ
の
朝
礼
に
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 
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活
力
朝
礼
を
取
り
入
れ
た
い

方
は
、
筑
後
倫
理
法
人
会
　

事
務
局
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彼
　
岸 

 

　
彼
岸
と
言
え
ば
、
彼
岸

詣
り
、
彼
岸
籠
り
、
彼
岸

花
、
千
人
参
り
を
思
い
出

し
ま
す
。
「
彼
岸
」
は
「
此

岸
」
の
対
句
で
、
煩
脳
を

解
脱
し
て
達
す
る
境
地
、

悟
り
の
世
界
を
言
い
ま
す
。

醜
い
現
世
に
対
す
る
極
楽

浄
土
の
世
界
と
言
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。 

　
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま

で
」
の
譬
え
、
文
字
通
り

春
の
彼
岸
は
う
ら
ら
な
春

光
、
鳥
鳴
き
花
笑
う
の
好

季
の
出
発
な
の
で
す
。
こ
れ
に
比
べ

て
秋
の
彼
岸
は
凋
落
と
厳
冬
へ
の
暗

示
で
、
「
冬
来
た
り
な
ば
春
遠
か
ら

じ
」
で
、
人
々
は
春
の
彼
岸
を
待
ち

わ
び
て
い
ま
し
た
。 

　
今
で
こ
そ
彼
岸
の
中
日
は
国
民
の

祝
日
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
が
、

祭
事
に
参
加
す
る
者
は
殆
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
老
人
達
は
早
朝
か
ら
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
に
現
を
抜
か
し
、
留
守
番

の
婆
さ
ん
は
茶
の
間
で
茶
を
啜
り
乍

ら
、
嫁
姑
葛
藤
の
テ
レ
ビ
に
一
喜
一

憂
で
す
。 

　
嘗
て
は
中
日
に
は
老
若
男
女
打
ち

連
れ
て
、
饌
米
袋
を
肩
に
、
杖
を
つ

い
て
札
所
巡
り
に
出
て
い
ま
し
た
。

脚
力
の
衰
え
た
人
は
、
代
わ
り
に
菩

提
寺
に
詣
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
耳

の
遠
い
老
人
は
効
き
耳
に
手
を
当
て

が
っ
て
説
教
に
聞
き
入
っ
た
も
の
で

す
。 

　
「
ア
タ
イ
ダ
ン
　
中
日
チ
ャ
　
オ

寺
メ
ー
リ
ガ
シ
ゴ
ツ
ジ
ャ
ッ
タ
ガ
…

…
…
」
「
オ
鉢
袋
ニ
米
ド
ン
容
レ
テ

ナ
イ
」
「
ソ
ー
ソ
。
オ
寺
デ
昼
飯
ド

ン
ヨ
バ
レ
テ
ナ
イ
」
「
ソ
ー
。
オ
寺

ノ
昼
飯
ャ
　
オ
ト
キ
チ
ョ
ー
ッ
タ
タ

イ
。
生
臭
ケ
ク
サ
入
ッ
ト
ラ
ン
バ
ッ

テ
　
ト
テ
モ
ウ
マ
カ
ッ
タ
ナ
ヤ
」 

　
衆
生
の
願
望
は
「
現
世
安
隠
、
後

世
善
処
」
と
、
昔
も
今
も
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

　
郷
田
敏
男
著 

　
　
「
八
女
の
方
言
歳
時
記
」
よ
り

　 


