
世
界
的
に
有
名
な
画
家
の
葛

飾
北
斎
は
、
現
在
の
墨
田
区
亀

沢
付
近
で
生
ま
れ
、
生
涯
の
大

半
を
過
ご
し
た
、『
す
み
だ
』
の

様
々
な
風
景
を
描
い
て
い
ま
す
。

区
内
に
あ
る
三
囲
神
社
と
牛

御
前
（
牛
嶋
神
社
）
が
ひ
と
つ

の
図
に
描
か
れ
た
「
三み

囲め
ぐ
り

牛う
し
の

御ご

前ぜ
ん

両
社
乃
図
」
は
、
版
元
・

伊
勢
屋
利
兵
衛
か
ら
板
行
さ
れ

た
「
新し
ん

板ぱ
ん

浮う
き

絵え

」
シ
リ
ー
ズ
の

一
枚
で
す
。
全
部
で
十
数
点
の

存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

浮
絵
と
は
西
洋
の
遠
近
法
を

採
り
入
れ
た
浮
世
絵
技
法
の
ひ

と
つ
で
、
手
前
が
浮
き
上
が
っ

て
見
え
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は

北
斎
が
五
十
歳
の
頃
に
手
が
け

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
囲
神
社
は
、
江
戸
時
代
か

ら
広
く
人
び
と
に
親
し
ま
れ
た

隅
田
川
沿
い
の
名
所
の
ひ
と
つ

『
す
み
だ
』と『
北
斎
』

―  

北
斎
の
描
い
た

『
す
み
だ
』
①  

―

　
三み

囲め
ぐ
り

神
社

で
、
か
つ
て
は
、
田
中
稲
荷
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
毎
年
二

月
最
初
の
午
の
日
は
稲
荷
社
の

縁
日
〝
初
午
の
祭
り
〞
で
、
多

く
の
参
詣
客
が
訪
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
社
寺
で
は
こ
の

よ
う
な
毎
年
の
お
祭
り
の
ほ
か

に
、
開
帳
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て

お
り
、
京
都
・
大
坂
や
江
戸
に

は
日
本
全
国
か
ら
多
く
の
参
詣

客
が
集
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

三
囲
神
社
で
は
寛
政
十
一
年

（
一
七
九
九
年
）
の
開
帳
が
特

に
盛
大
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、

た
く
さ
ん
の
奉
納
品
が
納
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
当
時

四
十
歳
の
北
斎
の
筆
に
よ
る
作

品
も
含
ま
れ
て
お
り
、
現
在
、

所
在
は
不
明
で
す
が
、
箱
提
灯

十
二
張
と
「
白
雨
雷
鳴
の
図
」

と
題
さ
れ
た
絵
額
で
あ
っ
た
と

記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
箱
提

灯
は
、
絹
地
を
張
っ
た
提
灯
に

十
二
ヶ
月
を
題
材
に
し
た
絵
が

描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
絵
は
見

事
で
並
ぶ
も
の
が
な
か
っ
た
と

い
い
ま
す
。
ま
た
「
白
雨
雷
鳴

の
図
」
は
、
蚊
帳
の
中
で
雷
に

お
び
え
る
数
人
の
女
性
を
描
い

た
も
の
で
、
絵
額
に
繻し
ゅ

子す

で

作
っ
た
蚊
帳
を
掛
け
て
展
示
す

る
な
ど
、
趣
向
が
こ
ら
さ
れ
て

い
て
面
白
く
、
と
て
も
目
立
っ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
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北
斎
館
（
仮
称
）
整
備
の

方
針
と
事
業
展
開

墨
田
区
が
開
設
を
計
画
し
て

い
る
北
斎
館
（
仮
称
）
は
、
生

誕
の
地
が
つ
く
る
美
術
館
と
し

て
、
整
備
の
方
針
を
次
の
よ
う

に
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
基

本
に
、
収
集
保
存
事
業
、
展
示

事
業
、
情
報
提
供
事
業
、
教
育

普
及
事
業
等
を
展
開
し
、
い
つ

ま
で
も
魅
力
に
あ
ふ
れ
、
地
域

の
皆
さ
ん
を
始
め
世
界
中
の

方
々
に
愛
さ
れ
続
け
る
施
設
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

第
三
回
「
北
斎
ま
つ
り
」（
北

斎
通
り
ま
ち
づ
く
り
の
会
主
催
）

が
、十
一
月
八
日（
土
）を
中
心

に
、区
内
の
北
斎
通
り
周
辺（
亀

沢
一
〜
四
丁
目
）で
、開
催
さ
れ

ま
す
。詳
し
く
は
、表
お
も
て

面
の
文
化

振
興
課
北
斎
館
建
設
準
備
担
当

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

世
界
に
誇
る

ピ
ー
タ
ー
・
モ
ー
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

美
術
館
の
す
べ
て
の
事
業
の
基
盤
と
な
る
も
の
が
、
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
（
収
蔵
作
品
）
で
す
。
本
区
の
北
斎
館
（
仮
称
）
の
収
蔵

作
品
の
う
ち
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
世
界
有
数
の
北
斎
作
品

収
集
家
で
あ
り
、
ま
た
研
究
家
で
も
あ
っ
た
、
故
ピ
ー
タ
ー
・

モ
ー
ス
氏
（
一
九
三
五
〜
一
九
九
三
年
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
研
究
を
通
し
て
培
わ
れ
た
確

か
な
鑑
識
眼
に
よ
っ
て
精
査
さ
れ
た
、
質
の
高
い
も
の
と
し
て
定

評
が
あ
り
、
欧
米
に
お
け
る
北
斎
の
個
人
収
集
と
し
て
は
、
最
高

最
大
の
も
の
と
し
て
、
世
界
中
の
美
術
関
係
者
に
知
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

平
成
五
年
の
モ
ー
ス
氏
の
急
逝
後
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
散

逸
を
惜
し
ま
れ
た
御
遺
族
が
、
本
区
の
北
斎
館
（
仮
称
）
計
画
に

理
解
を
示
さ
れ
、
本
区
が
総
数
六
百
点
に
近
い
北
斎
作
品
等
を
一

括
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
十
六
年
に
は
、
墨
田
区
有
形

文
化
財
と
し
て
登
録
さ

れ
、
現
在
、
墨
田
区
文

化
振
興
財
団
に
よ
る
調

査
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
成
果
と

し
て
平
成
二
十
一
年
春

に
は
、
当
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
図
録
が
発
行
さ
れ

る
予
定
で
す
の
で
ご
期

待
く
だ
さ
い
。

本
号
で
ご
紹
介
し
て

い
る
版
画
三
点
も
こ
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か

ら
選
ん
で
掲
載
し
た
も

の
で
す
。

「牡
ぼ

丹
たん

と胡
こ

蝶
ちょう

」～ピーター・モース・コレクションより～

冨嶽三十六景　甲州三坂水面（こうしゅうみさかすいめん）

●● 北斎館（仮称）整備の方針 ●●

■ 地域文化の継承と発展の場として、地域との
つながりを重視した、息の長い施設づくりを
めざします。

■ 研究成果を事業に活かすことで、常に新しい
北斎像をわかりやすく紹介し、集客に結びつ
く斬新な企画を提供します。

北
斎
ま
つ
り
　
二
〇
〇
八
　
開
催
！


