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「百人一首うはかゑとき　猿丸太夫」（大判錦絵）天保6（1835）年頃

百
人
一
首
う
は
か
ゑ
と
き
　
〜
猿さ

る

丸ま
る

太だ

夫ゆ
う

〜

北
斎
作
品
最
後
の
シ
リ
ー
ズ
も

の「
百
人
一
首
う
はば

が

え
か
ゑ
と
き
」よ

り
、こ
れ
か
ら
の
季
節
に
ぴ
っ
た
り

な
一
図
で
す
。伝
説
の
歌
人
・
猿
丸

太
夫
の
和
歌「
奥
山
に
　
紅
葉
ふ

み
わ
け
　
啼な

く
鹿
の
　
声
き
く
時

ぞ
　
秋
は
か
な
し
き
」
を
表
現
し

た
作
品
で
す
。

こ
の
歌
は
、「
人
里
を
離
れ
た
山

奥
で
、積
も
っ
た
紅
葉
を
踏
み
分
け

な
が
ら
、雌
鹿
を
恋
し
が
っ
て
鳴
く

雄
鹿
の
声
を
聞
く
と
き
こ
そ
、秋

は
悲
し
い
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
」

と
い
う
内
容
で
す
。

北
斎
は
、手
前
に
、山
仕
事
か
ら

戻
る
女
性
た
ち
や
刈
り
取
っ
た
稲

を
干
す
山
里
と
い
っ
た
人
間
た
ち
の

営
み
を
描
く
こ
と
で
、晩
秋
の
山
奥

の
寂
し
さ
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、歌
に
も
詠よ

ま
れ
て
い

る
鹿
は
ど
こ
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ヒ
ン
ト
は
、中
央
左
側
の
赤
い
腰

巻
を
着
け
た
女
性
に
あ
り
ま
す
。

彼
女
の
指
さ
す
方
向
を
た
ど
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。山
頂
に
二
頭
の
鹿
が

小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り

ま
す
か
。

小
さ
な
シ
ル
エ
ッ
ト
で
す
が
、し
っ

か
り
鹿
の
特
徴
を
捉
え
て
い
ま
す
。

「
う
は
か
ゑ
と
き
」
と
は
、乳う

母ば

が
子
ど
も
に
教
え
る
よ
う
に
百
人

一
首
を
わ
か
り
や
す
く
絵
解
き
す

る
と
い
う
意
味
で
す
。現
在
こ
の

シ
リ
ー
ズ
の
作
品
は
、出
版
が
確

認
で
き
る
も
の
で
二
十
七
図
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
こ
の
図

は
歌
の
意
味
が
わ
か
り
や
す
く
表

現
さ
れ
て
お
り
、華
や
か
な
色
合
い

で
、親
し
み
や
す
い
作
品
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。



図1「冨嶽三十六景 上総ノ海路」天保2（1831）年頃

北
斎
に
は

知
ら
れ
ざ
る

意
外
な

　
一
面
が

あ
り
ま
し
た

図２『北斎漫画』初編　文化11（1814）年

木
更
津
へ

現
代
で
は
、新
幹
線
や
飛
行
機

を
利
用
し
、短
時
間
で
遠
く
に
行

く
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、江
戸
時

代
の
交
通
手
段
は
、船
、馬
、駕か

籠ご

、そ
し
て
徒
歩
で
し
た
。旅
は
、

現
代
よ
り
も
多
く
の
時
間
と
体

力
を
必
要
と
す
る
、と
て
も
大
変

な
も
の
で
し
た
。し
か
し
、北
斎
は

生
涯
を
通
じ
て
何
度
も
旅
に
出
て

僊
宅
に
数
ヶ
月
滞
在
し
、三
〇
〇

余
図
に
お
よ
ぶ
下
絵
を
制
作
し

ま
す
。こ
れ
ら
は
文
化
一
一
年
正

月
、名
古
屋
の
版
元
永え

い

楽ら
く

屋や

東と
う

四し

郎ろ
う
か
ら『
北
斎
漫
画
』
と
し
て

出
版
さ
れ
、多
く
の
人
に
読
ま
れ

ま
し
た
。
ま

た
、北
斎
は

文
化
一
四

年
に
も
再

び
名
古
屋

の
本
願
寺

名
古
屋
別

院
を
訪
れ
、

パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
行
い

ま
す
。
な
ん

と
、
境
内

の
広
場
に

一
二
〇
畳

大
に
つ
な
ぎ

あ
わ
せ
た

用
紙
を
広
げ
、大
達だ

る

磨ま

を
描
い
た

の
で
す
。

使
っ
た
大
筆
に
は
米
俵
五
個
分

の
藁わ

ら

を
用
い
、完
成
し
た
絵
は
櫓
や
ぐ
ら

か
ら
吊
り
下
げ
て
披
露
さ
れ
ま
し

た
。こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
り
、

名
古
屋
で
の
北
斎
の
評
判
は
よ

り
一
層
高
ま
り
ま
し
た
。

浦
賀
へ潜
伏

北
斎
の
旅
は
、前
向
き
な
も

の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

天
保
五
〜
七（
一
八
三
四
〜

三
六
）年
頃
、北
斎
は
浦
賀
へ
潜

伏
し
て
い
ま
し
た
。

潜
伏
の
理
由
は
明
ら
か
と
な
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、一
説
に
は
孫
が
事

件
を
お
こ
し
た
た
め
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。北
斎
は
こ
の
期
間
、

三
浦
屋
八
右
衛
門
と
名
乗
り
、

貧
窮
を
極
め
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
そ
ん
な
中
で
も
日
々
絵

師
と
し
て
努
力
を
重
ね
て
い
る
こ

と
を
江
戸
の
版
元
に
宛
て
た
書

簡
で
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

老
境
を
迎
え
て
小
布
施
へ

北
斎
は
、八
十
五
歳
に
な
っ
て

も
な
お
旅
を
し
て
い
ま
す
。天
保

一
五
〜
弘
化
元（
一
八
四
四
）

年
、小
布
施
を
訪
れ
、弟
子
の

高た
か

井い

鴻こ
う

山ざ
ん
の
も
と
に
滞
在
し
ま

し
た
。北
斎
は
小
布
施
を
数
回

訪
れ
て
お
り
、多
く
の
肉
筆
画

を
遺
し
て
い
ま
す
。長
寿
を
ほ

こ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
北
斎

で
す
が
、
そ
の
旅
の
足
跡
か
ら
も

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
活
動
ぶ
り
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
ま
し
た
。

北
斎
の
初
め
て
の
旅
は
文
化
三

（
一
八
〇
六
）年
の
木
更
津
旅
行

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。木
更
津
に

は
江
戸
か
ら
船
が
出
て
い
た
た
め
、

比
較
的
旅
が
し
や
す
い
場
所
で
し

た
。北
斎
は
こ
の
地
の
日ひ

枝え

神
社

に
、一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
絵

馬
を
奉
納
し
て
お
り
、「
画
狂
人

北
斎
旅
中
画
」の
落ら

っ

款か
ん

が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。北
斎
が
後
年
描
い
た

「
冨
嶽
三
十
六
景
　
上か

ず

総さ

ノの

海か
い

路じ

」に
は
、
ま
さ
に
江
戸
と
木
更

津
を
結
ぶ
船
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

名
古
屋
に
て

『
北
斎
漫
画
』
の
誕
生

木
更
津
旅
行
か
ら
六
年
後
の

文
化
九
年
、北
斎
は
名
古
屋
に

旅
立
ち
ま
す
。北
斎
の
門
人
で
、

尾
張
徳
川
藩
藩
士
の
牧ま

き

墨ぼ
く

僊せ
ん

に

招
か
れ
た
の
で
す
。北
斎
は
牧
墨
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にっしょく
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ふぶき

ほうきぼし
あ
わ
せ
た

招
か
れ
た
の
で
す

北
斎
は
牧
墨

今
回
も
北ほ
く

斎さ
い

の
『
画え

本ほ
ん

早は
や

引び
き

』
か
ら
の
ク
イ
ズ
で
す
。

前
回
は
動ど
う

作さ

に
関
す
る
絵

で
し
た
が
、
今
回
は
気き

象し
ょ
う
に

関
係
す
る
絵
を
選
ん
で
み

ま
し
た
。
急
に
雨
に
降
ら
れ

た
り
、
突と
っ

風ぷ
う

に
あ
お
ら
れ
た

り
。
さ
ら
さ
ら
と
簡か
ん

単た
ん

に
描

い
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

北
斎
は
動
き
を
的て
き

確か
く

に
捉と
ら

え
て
い
ま
す
。

絵
の
タ
イ
ト
ル
を
あ
て

て
み
て
ね
。
ど
れ
が
ど
れ
だ

か
わ
か
る
か
な
？
答
え
は

ペ
ー
ジ
の
下
に
あ
る
よ
。

牛嶋神社と北斎
く
に
住
ん
だ
と
い
わ
れ
、こ
の

年
に
大
絵
額「
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

厄や
く

神じ
ん

退た
い

治じ

之の

図ず

」（
関
東

大
震
災
で
焼
失
）
を
描
い
て

奉
納
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、境
内
に
は
、北

斎
の
こ
と
を
信
頼
で
き

る
友
と
呼
ぶ
、落
語
中

興
の
祖
と
い
わ
れ
る
烏う

亭て
い

焉え
ん

馬ば
（
一
七
四
三
〜
一

八
二
二
）の
狂
歌
碑
や
、

北
斎
の
肉
筆
画
に
賛

を
書
い
た
り
、『
北
斎
漫

画
』三
編
な
ど
に
序
文

を
寄
せ
た
り
し
て
い
る
狂

歌
師
で
有
名
な
大お

お

田た

南な
ん

畝ぽ
（
一
七
四
九
〜
一
八

二
三
）の
漢
詩
の
石
碑
が

あ
り
ま
す
。牛
嶋
神
社

で
北
斎
に
思
い
を
馳
せ
て

み
て
く
だ
さ
い
。

牛う
し

嶋じ
ま

神
社
は
、か
つ
て
は

牛う
し

之の

御ご

前ぜ
ん

と
呼
ば
れ
た
本

所
の
総そ

う

鎮ち
ん

守じ
ゅ

で
す
。北
斎

は
、若
い
こ
ろ
に「
新し

ん

板ぱ
ん

浮う
き

絵え

三み

囲め
ぐ
り

牛う
し

御ご

前ぜ
ん

両り
ょ
う

社し
ゃ

之の

図ず

」

と
い
う
作
品
で
、三
囲

神
社
と
と
も
に
牛
嶋
神

社
を
一
枚
の
錦
絵
で
描

い
て
い
ま
す
。晩
年
の
弘

化
二（
一
八
四
五
）年

頃
に
は
牛
嶋
神
社
の
近

正解　Ⓐ－5　Ⓑ－4　Ⓒ－3　Ⓓ－2　Ⓔ－1



下記ホームページでは、すみだ北斎
美術館のダイジェスト映像や、無料でダ
ウンロードできるスクリーンセーバーなども
ご用意しております。是非、ご覧ください。
http://hokusai-museum.jp

「超絶技！北斎と伝統版画」展
　墨田区在住の木版摺師・新味三郎氏（故人）により、区に寄贈された北斎作品の摺上りや、新味氏が
実際に摺ったオリジナルの『北斎漫画』の版木を展示し、錦絵や版本の制作工程を紹介します。そのほ
か、墨田区とゆかりの深いピーター・モース氏（故人）と新味氏の交流を示す書簡を公開します。
　江戸時代に生きた絵師・北斎と現代の摺師・新味氏。職人たちの技術の素晴らしさを是非ご堪能く
ださい。

■ 会　期　平成27年10月20日（火）～28日（水）
■ 時　間　午前9時30分～午後6時まで
 　　　　（入場は午後5時30分まで）
■ 会　場　すみだリバーサイドホール ギャラリー
■ 観覧料　無料
■ 主　催　墨田区
■ 協　力　公益財団法人墨田区文化振興財団
 　　　　株式会社芸艸堂

【
北
斎
関
連
展
覧
会
の
ご
案
内
】

歌
麿
・
英
泉
・
北
斎

 

礫
川
浮
世
絵
美
術
館
名
品
展

ー
浮
世
絵 

太
田
記
念
美
術
館

■開催日時 前期：10月 2日（金）～10月25日（日）
 後期：10月30日（金）～11月23日（月）
■開館時間 午前10時30分～午後5時30分
 （入館は午後5時まで）
■問い合わせ 　 ０３‐5777‐8600（ハローダイヤル）

■開催日時　１０月３日（土）、４日（日）
　　　　　　午前１０時～午後４時
■会　　場　錦糸公園
■問い合わせ　墨田区文化振興課
　　　　　　北斎美術館開設担当
　　　　　　　 ０３－５６０８－６１１５

第40回すみだまつりに
「すみだ北斎美術館」PRコーナーが出展します

「
北
斎
祭
り
実
行
委
員
会
」
で
は
、北
斎
ゆ
か

り
の
亀
沢
地
区
に
お
い
て
、北
斎
の
魅
力
や
面
白

さ
を
内
外
に
広
め
る
べ
く
、毎
年
10
月
に「
北
斎

祭
り
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
年
の「
北
斎
祭
り
２
０
１
５
」
で
は
、ろ
う

そ
く
を
入
れ
た
透
明
の
ビ
ン
で
街
中
を
彩
っ
た

「
灯
り
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」や
金
魚
ね
ぷ
た
の
製

作
、模
擬
店
な
ど
様
々
な
企
画
が
用
意
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、こ
の
機
会
に
お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。

■
開
催
日
時 

10
月
３
日（
土
）

 

午
前
11
時
〜
午
後
８
時

■
会
　
　
場 

緑
町
公
園

 

大
横
川
親
水
公
園
噴
水
広
場

■
問
い
合
わ
せ 

北
斎
通
り
ま
ち
づ
く
り
の
会

 

事
務
局
　
０
３‐３
６
２
４‐３
９
３
９

北
斎
祭
り
２
０
１
５
を

 

開
催
し
ま
す


