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諸し
ょ

国こ
く

名め
い

橋き
ょ
う

奇き

覧ら
ん　

〜
足あ

し

利か
が

行ぎ
ょ
う

道ど
う

山さ
ん

 

く
も
の
か
け
は
し
〜

栃
木
県
足
利
市
に
あ
る
行

道
山
浄じ
ょ
う

因い
ん

寺じ

を
描
い
た
も
の

で
す
。浄
因
寺
は
、和わ

銅ど
う

六
年

（
七
一
三
年
）に
行ぎ
ょ
う

基き

に
よ
っ
て

開
か
れ
た「
関
東
の
高
野
山
」と

呼
ば
れ
る
修
験
の
寺
で
す
。行

基
は
、奈
良
の
東
大
寺
の
建
立

に
関
わ
っ
た
人
物
で
す
。

左
側
の
断
崖
の
上
の
清せ

い

心し
ん

亭て
い

と
呼
ば
れ
る
建
物
に
渡
る
た
め

の
橋
を
、北
斎
は「
雲
の
架
け

橋
」と
し
て
描
き
ま
し
た
。実
際

に
は
雲
が
下
に
見
え
る
ほ
ど
高

く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、た
な
び
く

雲
や
湧
き
上
が
る
雲
に
よ
っ
て
、

北
斎
は
神
聖
な
場
所
と
し
て
の

寺
院
の
雰
囲
気
を
表
現
し
て
い

ま
す
。

現
在
こ
の
場
所
は
、景
勝
地

と
し
て
栃
木
県
の
記
念
物（
名

勝
）に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、右
側
の
断
崖
に
は
本
堂
と

思
わ
れ
る
建
物
が
あ
り
ま
す
が
、

現
在
の
浄
因
寺
に
は
、こ
の
場
所

に
御み

堂ど
う

は
あ
り
ま
せ
ん
。画
面

右
下
に
は
山
門
ら
し
き
も
の
も

描
か
れ
て
い
ま
す
。参
道
右
側
の

絶
壁
に
は
石せ

き

仏ぶ
つ

を
描
い
た
と
思

わ
れ
る
二
本
の
柱
が
あ
り
ま
す

が
、現
在
の
行
道
山
は
、参
道
か

ら
山
頂
に
か
け
て
三
万
三
千
体

と
も
い
わ
れ
る
大
小
の
石
仏
が
あ

る
こ
と
で
有
名
で
す
。

本
図
を
含
む「
諸
国
名
橋
奇

覧
」
は
、日
本
各
地
の
橋
を
題

材
と
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
、全
十
一

枚
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
冨
嶽

三
十
六
景
」と
同
時
期
に
同
じ

版は
ん

元も
と
の
西に
し

村む
ら

屋や

与よ

八は
ち
か
ら
出
版

さ
れ
て
い
ま
す
。「
冨
嶽
三
十
六

景
」
が
場
所
や
季
節
に
よ
っ
て

様
々
に
変
化
す
る
富
士
山
を
描

く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
の
と
同

様
に
、本
シ
リ
ー
ズ
で
も
橋
の
構

造
や
形
の
面
白
さ
に
着
眼
し
て

橋
を
様
々
に
描
き
分
け
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
出
版
し
た
と
い

え
ま
す
。



三
十
年

  

か
け
て

を極
め
た
人

北
斎
は

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に

チ
ャ
レ
ン
ジ

し
ま
し
た

今
回
は

波
を
極
め
た
人
と
し
て

紹
介
し
ま
す

図1　「賀奈川沖本杢之図」（44～47歳頃）

図2　『今
いま

様
よう

櫛
せっきん

雛
ひな

形
がた

』（62歳）

図3　「冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏」（71歳頃）

二

「
Ｂ
ｉｇ  

Ｗａｖｅ
」

 

の
大
胆
奇
抜
な
構
図

外
国
の
人
々
に「
Ｂ
ｉｇ　

Ｗａ

ｖｅ
」と
呼
ば
れ
て
人
気
の「
神
奈

川
沖
浪
裏
」（
図
３
）
は
、「
冨
嶽

三
十
六
景
」シ
リ
ー
ズ
を
代
表
す

る
名
作
の
ひ
と
つ
で
す
。

こ
の
絵
の
最
大
の
魅
力
は
、大

胆
で
奇
抜
な
構
図
で
す
。巨
大
な

波
と
荒
波
に
も
ま
れ
る
舟
を
絵
の

前
の
方
に
置
き
、富
士
山
を
奥
の

方
に
据
え
る
こ
と
で
、空
間
の
奥

行
き
や
富
士
山
の
安
定
し
た
存
在

感
を
強
調
し
て
い
ま
す
。絵
の
手
前

に
描
く
も
の
を
大
胆
に
拡
大
し
、

奥
に
描
く
も
の
を
遠
く
小
さ
く
描

く
絵
の
構
図
は
、北
斎
が
い
ち
早

く
名
所
絵（
風
景
画
）の
描
き
方

に
取
り
入
れ
、そ
の
後
に
つ
づ
く
浮

世
絵
師
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。

て
い
ま
す
。

こ
の
頃
北
斎
は
、江
戸
時
代
に

流
行
し
た
狂
歌
と
い
う
短
歌
を
載

せ
た
絵
本
の
挿
絵
や
、仲
間
内
で

配
る
摺す

り

物も
の
と
い
う
版
画
で
、大
波
の

構
図
を
い
ろ
い
ろ
と
試
し
て
み
ま
し

た
。そ
の
後
、西
洋
の
絵
の
表
現
を

取
り
入
れ
た
風
景
の
版
画
で
、大

波
の
表
現
を
使
っ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も「
賀か

奈な

川が
わ

沖お
き

本ほ
ん

杢も
く

之の

図ず

」（
図
１
）は
、富
士
山
こ
そ
描
か

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、大
波
と
荒
波
に

も
ま
れ
る
船
の
構
図
が
、「
神
奈
川

沖
浪
裏
」に
よ
く
似
て
い
ま
す
。北

斎
は
本
図
を
描
い
て
い
た
と
さ
れ
る

頃
に
、千
葉
県
の
木
更
津
方
面
を

旅
し
て
お
り
、そ
こ
で
見
た
荒
々
し

い
波
の
光
景
も
参
考
に
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。さ
ら
に
読
本

と
い
う
小
説
の
挿
絵
や
絵
手
本
な

ど
で
波
の
表
現
を
磨
き（
図
２
）、

七
十
一
歳
頃

に
な
っ
て
、波
に

鉤か
ぎ

爪つ
め
の
よ
う
な

鋭
い
波
頭
を
加

え
て
、迫
力
を
増
し
、藍あ

い

色い
ろ

を
中

心
に
シ
ン
プ
ル
な
色
合
い
に
ま
と
め
た

「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
を
発
表
し
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、北
斎
は
ま
だ
若
い

頃
に
作
り
上
げ
た
波
の
絵
の
構
成

を
、長
い
間
に
よ
り
良
い
方
向
へ作
り

変
え
て
行
き
、そ
の
総
ま
と
め
と
し

て
名
作「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
を
作

り
だ
し
ま
し
た
。努
力
を
重
ね
て
生

ま
れ
た
絵
だ
か
ら
こ
そ
、今
も
多
く

の
人
を
感
動
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

約
三
十
年
か
け
た
進
化

「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
は
、北

斎
が
七
十
一
歳
頃
の
天
保
二
年

（
一
八
三
二
年
）頃
に
刊
行
さ
れ

た
絵
で
す
が
、手
前
に
大
き
な
波

を
描
く
こ
の
構
図
自
体
は
、そ
れ

よ
り
も
三
十
五
年
ほ
ど
前
、北
斎

が
三
十
六
歳
頃
に
す
で
に
登
場
し



「風流東都八景　両国の秋月」

三

で
形
を
と
り
ま
す
。
頭

か
ら
首
に
か
け
て
の
羽う

毛も
う

と
背
中
の
羽は

根ね

を
描

き
込こ

み
、
①
を
参さ
ん

考こ
う

に

細
か
い
部
分
を
描
き
込

め
ば
出
来
上
が
り
。
頑が

ん

張ば

っ
て
挑
ち
ょ
う

戦せ
ん

し
て
み
ま

し
ょ
う
。

①

に

は
「
ひ
し

形
を
使

わ
ず
、
丸

と
三
角

と
四
角
で
鳥
を

描
く
方
法
」
、

②
に
は
「
鶴
も

鷺さ
ぎ

も
同
じ
方
法
で
描
け
る
」
と

い
う
意
味
の
言
葉
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

前
回
ま
で

丸
を
使
っ
て

絵え

を
描
く
方ほ
う

法ほ
う

を

紹
し
ょ
う

介か
い

し
て
き
ま
し

た
。
今
回
は

丸
だ
け
で
な

く
、
三
角
や

四
角
も
使つ

か

っ
て
鶴
を
描
い
て
み

ま
し
ょ
う
！
お
手
本
は
前
回
と

同
じ
く
『
略

り
ゃ
く

画が

早は
や

指お
し
え南
』
で
す
。

小
さ
な
丸
を
ず
ら
し
て
重か

さ

ね
て
頭
あ
た
ま
か
ら
首く
び

ま
で
を
描
き

ま
す
。
大
き
な
円え

ん

弧こ

を
使
っ
て

背せ

中な
か

と
尾お

の
部ぶ

分ぶ
ん

を
描
き
ま

す
。
円
弧
上
に
三
角
を
重
ね
、

そ
の
斜し
ゃ

辺へ
ん

を
使
っ
て
お
な
か

側が
わ

を
描
き
ま
す
。
細ほ
そ

い
足
は
直
ち
ょ
く

線せ
ん

で
描
き
、
長
い
指ゆ
び

先さ
き

は
四
角

参
詣
者
の
み
な
ら
ず
、遊
び
に

興
じ
る
人
た
ち
ま
で
も
引
き

付
け
た
た
め
、江
戸
の
中
で

も
交
通
量
の
多
い
橋
の
ひ
と
つ

と
な
り
ま
し
た
。寛
保
二

年（
一
七
四
二
年
）に
行
わ

れ
た
幕
府
の
調
査
で
は
、

一
日
に
二
万
人
以
上
が
こ

の
橋
を
渡
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

北
斎
は
、両
国
橋
を
い

く
つ
か
描
き
ま
し
た
が
、北

斎
が
描
く
両
国
橋
は
、季

節
や
時
間
に
も
関
係
な

く
、人
で
溢あ
ふ
れ
て
い
る
作
品

が
多
く
、北
斎
も
橋
の
上
を

頻
繁
に
行
き
来
し
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
両
国
橋
は
、

現
在
の
位
置
よ
り
も
五
十

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
流
に
架
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

架
橋
の
き
っ
か
け
が
、明

暦
三
年（
一
六
五
七
年
）

に
起
き
た
明
暦
の
大
火
で

し
た
。橋
が
な
か
っ
た
こ
と

で
、多
く
の
人
が
逃
げ
遅

れ
、大
惨
事
に
つ
な
が
っ
た

反
省
か
ら
、幕
府
は
防
災

の
た
め
、隅
田
川
に
橋
を

掛
け
ま
し
た
。ま
た
、橋
の

袂た
も
と
に
は
火
除
け
地
が
作
ら

れ
、恒こ
う

久き
ゅ
う

的て
き

な
建
物
は
許

可
さ
れ
ず
、可
動
で
き
る
小

屋
掛
け
の
見み

世せ
（
店
）だ
け
が

営
業
を
許
さ
れ
ま
し
た
。そ

の
こ
と
が

か
え
っ
て
、

大
道
芸
や

見
世
物
な

ど
、多
く

の
興
行
が

行
わ
れ
る

こ
と
と
な

り
、寺
へ
の

橋の上は大混雑
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『北斎漫画』三編（浦上満氏蔵）

冨嶽三十六景『凱風快晴（がいふうかいせい）』

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

四

東武亀戸線

キ
ラ
キ
ラ
橘
商
店
街

葛飾北斎と商店街が融合！

＜錦糸町商店街振興組合＞ ＜キラキラ橘商店街＞

＜地蔵坂通り商店会＞
【北斎関連展覧会のご案内】

―サントリー美術館

「のぞいてびっくり江戸絵画
 ―科学の眼、視覚のふしぎ―」展

江戸時代後期の日本には、顕微鏡や望遠鏡な
ど「視覚」に対する従来の常識を一変させる光
学装置が海外からもたらされました。西洋の遠近
法を用いた風景図や、顕微鏡による知見を取り入
れた拡大図なども生まれ、江戸絵画は大きな変
革期を迎えます。本展では、こうした江戸時代後
期に花開いた新しい視覚文化について、当時描
かれた様 な々ジャ

ンルの作品を通し
て紹介します。
本展では、北斎

の代表的絵手本
『北斎漫画』も展
示されます。
※展示替えあり
■ 会　期 2014年3月29日（土）～5月11日（日）
■ 問い合わせ 　 03－3479－8600

　錦糸町商店街振興組合で
は、北斎をテーマとした様 な々
イベントを実施しました。商店
街において、北斎作品をデザ
インしたバナーを掲示したほ
か、JRAウインズ錦糸町や丸
井錦糸町店では北斎作品を
パネルで紹介しました。また、

錦糸町の伝統でもある河内音頭や落語も北斎作
品とともに披露しました。

　キラキラ橘商店街では、商店街付近に位置す
る田丸神社と北斎の代表作品「冨嶽三十六景」
シリーズの各作品と
を連携させたバナー
を制作し、商店街に
北斎ギャラリーを展
開しました。

　地蔵坂通り商店会では、
梅の名所として親しまれてい
る向島百花園で開催された
梅祭りのバナーに、北斎が
描いた絵手本『画

え

本
ほん

早
はや

引
びき

』
の中に描かれている絵をデ
ザインし、掲示しました。

平成26年2月から3月にかけて、墨田区内の商店街において、
葛飾北斎をテーマとしたイベントやバナー掲示が行われ、地域一帯が北斎作品で彩られました。


