
　区では、墨田区を生誕
地とする世界的な浮世絵
師・葛飾北斎を区民の誇
りとして永く顕彰するとと
もに、新たな文化創造の
拠点となる「北斎館（仮
称）」の建設を計画してい
ます。そこで、開館に向
けて、施設整備に係る具
体的な方針をまとめた
「墨田区北斎館（仮称）
施設整備方針」をご紹介
します。
　北斎の作品は、国内
外の芸術家に大きな影
響を与え、国内のみなら
ず、海外においても評価
が高いものです。
　また、北斎は平成11年
（1999）に米『ライフ』
誌が行ったアンケート「こ
の1000年間でもっとも
偉大な業績を残した100
人」の中に、日本人として、

ただ一人選ばれました。
　「北斎館（仮称）」は美
術館として、①北斎顕彰
を通じて、地域に愛着を
深める場②国内外に向
けての情報の発信③区
民の生涯学習の場④国
内外の交流の場として、
また⑤地域活性化の拠点
（観光、産業へ寄与する
こと）を目的に、さまざま
な事業を実施する予定
です。
　区では、建設地を生誕
地である亀沢地区に予定
しており、今後交通アク
セスの整備も含めて、十
分な検討を行い、計画
を進めていきます。
　詳しくは区のホームペ
ージをご覧いただくか、
文化振興課北斎館建設
準備担当（電話5608－
6115）にお尋ねください。

北斎館（仮称）建設を計画しています

江
戸
時
代
の
す
み
だ

　

天
正
18
年
（
１
５
９
０
年
）、
徳

川
家
康
が
江
戸
に
入
っ
て
後
、
戦
国

争
乱
の
時
代
が
終
わ
る
と
、
隅
田
川

以
西
の
江
戸
の
町
は
急
速
に
発
展
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
す
で
に
耕
地
と
し
て

開
拓
さ
れ
て
い
た
現
在
の
墨
田
区
の

北
部
区
域
は
と
も
か
く
、
南
部
区
域

の
大
半
は
未
整
備
の
湿
地
帯
で
、
こ

の
地
域
が
市
街
化
さ
れ
た
の
は
、
明

暦
３
年
（
１
６
５
７
年
）
の
大
火

（
振
袖
火
事
）
が
き
っ
か
け
で
す
。

し
た
。

　

さ
て
、
現
在
で
も
時
代
を
越
え
て

人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
墨
堤
の
桜
、

隅
田
川
の
花
火
、
両
国
の
相
撲
も
江

戸
時
代
中
ご
ろ
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。

特
に
両
国
橋
の
た
も
と
か
ら
回
向
院

に
か
け
て
は
淡
雪
ど
う
ふ
や
与
兵
衛

ず
し
を
始
め
と
す
る
飲
食
店
や
芝
居

小
屋
が
多
く
で
き
て
江
戸
の
盛
り
場

と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
文
化
・

文
政
期
に
は
格
好
の
行
楽
地
と
し
て
、

歌
舞
伎
や
落
語
の
舞
台
に
な
り
、
１

８
０
４
年
（
文
化
元
年
）
に
は
佐
原

鞠
塢
に
よ
っ
て
向
島
百
花
園
も
開
園

し
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
は
、
浮
世
絵
師
の

葛
飾
北
斎
、
俳
諧
師
の
小
林
一
茶
、

幕
臣
の
勝
海
舟
な
ど
の
著
名
人
が
暮

ら
し
た
地
域
で
し
た
。
一
茶
は
本
所

相
生
町
に
住
み
、

　

雉
子
鳴
く
や
か
の
梅
若
の
泪
雨

な
ど
の
句
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
江
戸
市
街
が
焼
き
つ

く
さ
れ
、
10
万
人
余
り
の
命
が
奪
わ

れ
、
幕
府
は
本
所
牛
島
新
田
（
現
在

の
両
国
二
丁
目
付
近
）
に
焼
死
者
を

葬
り
、
回
向
院
を
建
て
ま
し
た
。

　

幕
府
は
防
火
対
策
中
心
の
復
興
計

画
に
着
手
し
、
市
中
に
防
火
堤
や
広

小
路
な
ど
を
設
け
、
そ
の
区
域
の
武

家
屋
敷
、
町
屋
や
寺
社
な
ど
の
移
転

先
と
し
て
南
部
区
域
す
な
わ
ち
本
所

が
開
発
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
万
治
２
年
（
１
６
５

９
年
）
か
ら
、
本
所
奉
行
を
中
心
に
、

竪
川
、大
横
川
、横
十
間
川
、南
北
割

下
水
の
開
さ
く
が
進
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
低
湿
地
の
埋
め
立
て
を
行
い
、

道
路
を
築
造
し
、
整
然
と
し
た
町
割

の
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
12
月
に

は
隅
田
川
に
大
橋
（
現
在
の
両
国
橋
）

が
架
設
さ
れ
て
、
江
戸
市
中
と
の
交

通
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
元
禄
15
年
12
月
（
１
７
０

３
年
１
月
）、
本
所
松
坂
町
吉
良
邸

に
四
十
七
士
が
討
入
っ
た
事
件
は
江

戸
町
民
の
話
題
を
さ
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

北
部
区
域
は
農
村
地
帯
と
し
て
江

戸
市
内
に
農
産
物
を
供
給
し
、
墨
堤

一
帯
は
江
戸
町
民
に
と
っ
て
絶
好
の

遊
覧
の
地
と
し
て
、
多
く
の
文
人
墨

客
の
訪
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
宝
永
元
年
（
１
７
０
４

年
）、
利
根
川
の
堤
防
が
決
壊
し
、

本
所
の
あ
た
り
ま
で
被
害
を
被
る
大

洪
水
を
は
じ
め
、
住
民
は
幾
た
び
も

の
水
害
に
悩
ま
さ
れ
苦
し
め
ら
れ
ま
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勝
っ
つ
ぁ
ん
ゆ
か
り
の
地

　

勝
海
舟
と
言
う
と
、
維
新
前
の
若

い
時
の
勉
強
家
時
代
の
話
と
か
、
ア

メ
リ
カ
へ
初
め
て
行
っ
た
話
と
か
、

西
郷
隆
盛
と
江
戸
無
血
開
城
の
談
判

を
し
て
、
江
戸
を
火
の
海
に
し
な
い

で
無
血
の
間
に
戦
争
を
止
め
た
こ
と

で
非
常
に
有
名
な
方
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
今
日
の
話
は
、
西

郷
さ
ん
と
無
血
開
城
を
し
た
後
の
勝

っ
つ
ぁ
ん
が
ど
う
い
う
生
き
方
を
し

た
か
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

勝
っ
つ
ぁ
ん
は
文
政
６
年（
１
８
２

３
年
）
に
、
本
所
の
亀
沢
町
、
現
在
の

両
国
四
丁
目
あ
た
り
の
生
ま
れ
で
す
。

　

向
島
の
辺
に
は
勝
っ
つ
ぁ
ん
ゆ
か

り
の
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
ご
ざ
い
ま

す
。
清
澄
通
り
を
北
上
、
両
国
の
方

か
ら
向
か
っ
て
い
く
と
、
春
日
通
り

を
右
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
能
勢
の

妙
見
堂
が
あ
り
ま
す
。
私
も
一
回
し

か
行
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
が
、

勝
っ
つ
ぁ
ん
の
胸
像
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
実
は
勝
っ
つ
ぁ
ん
の
ゆ
か
り

の
お
寺
で
は
な
く
て
、
勝
っ
つ
ぁ
ん

が
９
歳
の
時
に
犬
に
大
事
な
男
の
急

所
を
か
ま
れ
ま
し
て
そ
れ
で
瀕
死
の

重
傷
を
負
い
ま
す
。

　

お
父
さ
ん
の
勝
小
吉
が
、
こ
の
人

は
も
う
本
所
の
悪
と
言
わ
れ
た
く
ら

い
の
侍
な
ん
で
す
が
、
や
く
ざ
な
侍

で
有
名
な
方
で
、
能
勢
妙
見
さ
ん
に

お
参
り
に
行
き
ま
し
て
、
素
っ
裸
で

「
能
勢
観
音
、
も
し
俺
の
せ
が
れ
を

死
な
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

お
前
に
ご
利
益
は
な
い
と
、
江
戸
中

言
い
ふ
ら
し
て
や
る
か
ら
な
。
し
っ

か
り
俺
が
拝
ん
で
い
る
ん
だ
か
ら
、

お
前
、
う
ち
の
せ
が
れ
を
治
せ
よ
」

と
、
徹
夜
で
お
参
り
を
し
た
こ
と
で

有
名
な
お
寺
な
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
墨
田
区
役
所
前
に
新
し

く
銅
像
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
ね
。
さ

ら
に
向
島
の
土
手
の
側
の
牛
島
神
社

が
言
問
橋
か
ら
南
側
に
あ
り
ま
す
。

昔
は
北
側
に
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
今

は
南
に
あ
り
ま
す
。
昔
は
牛
の
御
前

と
か
、
王
子
権
現
さ
ん
と
言
っ
た
ん

で
す
が
、
勝
っ
つ
ぁ
ん
の
剣
術
の
稽

古
の
場
所
な
ん
で
す
。
こ
こ
に
の
べ

つ
朝
早
く
か
ら
来
ま
し
て
、
剣
術
の

稽
古
を
し
た
わ
け
で
す
。
勝
っ
つ
ぁ

ん
は
若
い
時
は
、
学
問
よ
り
も
む
し

ろ
剣
術
の
方
で
名
を
成
し
た
人
な
ん

で
す
ね
。

　

さ
ら
に
そ
の
先
の
、
私
の
子
ど
も

の
時
は
「
ぐ
ふ
く
じ
」
と
い
う
よ
う

に
覚
え
て
い
た
ん
で
す
が
、
最
近
皆

さ
ん
弘
福
寺（
こ
う
ふ
く
じ
）と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
中
国
式
の
山
門
が
あ

る
お
寺
で
、
座
禅
を
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
も
何
年
も
来
て
組
ん
で
い
る
よ

う
で
す
か
ら
、
勝
っ
つ
ぁ
ん
ゆ
か
り

の
本
堂
で
す
。
空
襲
で
や
ら
れ
て
ま

せ
ん
か
ら
、
当
時
の
ま
ん
ま
で
す
。

江
戸
無
血
開
城
の
談
判
と
町
民
避
難

　

勝
っ
つ
ぁ
ん
は
、
最
後
の
談
判
で

は
、「
徳
川
家
は
降
伏
を
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
我
々
家
臣
と
し
て
は

元
将
軍
の
徳
川
慶
喜
公
を
、
も
し
死

刑
と
か
切
腹
さ
せ
る
と
か
す
る
な
ら

ば
断
固
戦
う
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は

全
部
承
知
す
る
が
、
こ
の
件
だ
け
は

譲
れ
な
い
」
と
。
は
じ
め
西
軍
の
出

し
た
条
件
は
、
も
う
少
し
厳
し
い
も

の
だ
っ
た
ん
で
す
。
す
ぐ
に
は
切
腹

さ
せ
な
い
ま
で
も
、
ど
こ
か
に
流
し

て
、
西
軍
側
の
ど
こ
か
に
預
け
て
、

そ
こ
に
蟄
居
さ
せ
る
、
謹
慎
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
条
件
だ
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
勝
っ
つ
ぁ
ん
は
慶
喜
さ
ん

が
水
戸
の
出
身
な
も
の
で
す
か
ら
、

水
戸
で
謹
慎
さ
せ
て
く
れ
と
い
う
こ

と
を
言
っ
た
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
西
郷
さ
ん
は
、
い
い
返

事
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
武

器
が
ど
う
の
こ
う
の
、
城
を
明
け
渡

す
の
を
ど
う
す
る
か
、
細
か
い
こ
と

は
決
め
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
全
部

勝
っ
つ
ぁ
ん
は
Ｏ
Ｋ
し
て
る
ん
で
す
。

「
我
々
徳
川
家
の
武
士
と
し
て
は
主

君
を
守
る
の
が
武
士
の
真
髄
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
我
々
は
ど
ん
な
条
件
も

承
知
す
る
が
、
慶
喜
公
の
身
柄
だ
け

は
是
非
守
り
た
い
」

　

こ
の
談
判
で
西
郷
さ
ん
は
「
承
っ

た
。
し
か
し
私
の
一
存
で
は
で
き
な

い
の
で
、
私
が
京
都
ま
で
行
っ
て
全

部
の
人
間
と
相
談
を
し
て
、
そ
し
て

最
後
の
返
事
を
す
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
勝
っ
つ
ぁ
ん
は
も
し
戦

争
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
薩

長
軍
を
全
部
江
戸
に
入
れ
て
、
江
戸

町
民
は
全
部
海
岸
線
に
集
め
て
、
千

葉
県
と
か
の
船
を
持
っ
て
い
る
人
間

全
部
に
檄
を
飛
ば
し
て
、
江
戸
町
民

を
全
員
乗
せ
て
逃
が
す
。
そ
れ
で
江

戸
の
中
に
入
っ
た
薩
長
軍
を
中
に
入

れ
た
ま
ま
、
江
戸
の
周
り
を
全
部
火

の
海
に
す
る
。
焼
き
殺
し
ち
ゃ
う
と
。

そ
の
時
に
頼
み
に
行
っ
た
の
が
、
浅

草
の
新
門
辰
五
郎
と
い
う
親
分
。「
い

ざ
と
な
っ
た
ら
江
戸
の
町
を
火
の
海

に
で
き
る
か
」
と
勝
っ
つ
ぁ
ん
が
言

っ
た
ら
、
辰
五
郎
は
、「
私
は
火
消
し

で
す
よ
。
火
消
し
は
消
す
ば
か
り
じ

ゃ
な
い
。
火
を
使
う
の
は
上
手
な
ん

で
す
よ
。
肝
心
要
の
と
こ
ろ
に
火
種

を
お
い
て
江
戸
三
百
六
十
五
町
を
一

気
に
燃
し
て
あ
げ
ま
す
よ
」、「
そ
れ

じ
ゃ
あ
頼
む
よ
」
と
。
江
戸
の
町
民

は
救
い
出
し
、
薩
長
軍
を
全
部
中
に

入
れ
て
蒸
し
焼
き
に
し
て
し
ま
う
と

い
う
作
戦
ま
で
立
て
て
る
ん
で
す
ね
。

勝
っ
つ
ぁ
ん
の
人
と
な
り

　

こ
の
男
は
常
に
表
に
は
出
な
い
ん

で
す
ね
。
家
鴨
の
水
掻
き
で
す
よ
。

家
鴨
は
水
面
を
静
か
に
動
い
て
い
る
。

「
な
ん
で
も
な
い
よ
う
に
動
い
て
い

る
け
れ
ど
、
水
面
下
で
は
も
の
す
ご

く
足
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
人
間

大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
上
の
方
で
ば

ち
ゃ
ば
ち
ゃ
や
っ
て
い
る
の
は
見
栄

え
が
い
い
け
れ
ど
、
そ
ん
な
も
ん
じ

ゃ
な
い
。
人
間
の
行
動
と
い
う
の
は

常
に
家
鴨
の
水
掻
き
だ
よ
」
と
勝
は

言
う
ん
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
開
城
を
見

事
に
成
し
遂
げ
た
。

「
こ
の
ぐ
ら
い
の
準
備
を
し
て
お
か

な
い
と
、
本
当
の
談
判
は
で
き
な
い
。

本
当
に
や
る
気
な
ん
だ
と
、
ち
ゃ
ん

と
向
こ
う
に
わ
か
ら
さ
な
け
れ
ば
、

向
こ
う
は
単
に
降
伏
に
来
た
ん
だ
と

い
う
だ
け
で
は
全
然
馬
鹿
に
し
て
駄

目
だ
。
俺
は
い
ざ
と
な
れ
ば
や
る
ぞ

と
い
う
気
迫
だ
。
気
迫
が
西
郷
を
動

か
し
た
ん
だ
よ
」
と
後
で
、
ま
た
勝

っ
つ
ぁ
ん
自
慢
す
る
ん
で
す
ね
。
そ

れ
は
若
い
頃
に
剣
術
を
や
っ
て
、
完

全
に
自
分
を
鍛
え
上
げ
た
。
で
す
か

ら
背
は
小
さ
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、

肝
っ
玉
は
人
の
三
倍
ぐ
ら
い
あ
っ
た

ん
で
は
な
い
か
と
い
う
風
に
思
う
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

（
半
藤
先
生
の
ご
講
演
の
一
部
を
再

現
し
ま
し
た
）

半
藤
一
利
／
作
家
・
昭
和
史
研
究
家

 　

 

昭
和
５
年
、
向
島
区
吾
嬬
町
に
生
ま
れ
る
。

18
年
、
府
立
第
七
中
学
校
（
現
都
立
墨
田
川

高
等
学
校
）
に
入
学
。
28
年
、
東
京
大
学
国

文
科
卒
業
、
文
藝
春
秋
に
入
社
、「
週
刊
文

春
」「
文
藝
春
秋
」
の
編
集
長
を
歴
任
。
平
成

４
年
「
漱
石
先
生
ぞ
な
、
も
し
」（
文
藝
春
秋
）

で
新
田
次
郎
文
学
賞
を
受
賞
。
10
年
、「
ノ
モ

ン
ハ
ン
の
夏
」（
文
藝
春
秋
）
で
山
本
七
平
賞

を
受
賞
。
16
年
、「
昭
和
史
１
９
２
６
︲
１
９

４
５
」（
平
凡
社
）
を
出
版
、
毎
日
出
版
文
化

賞
特
別
賞
を
受
賞
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
る
。

す
み
だ
地
域
学
セ
ミ
ナ
ー
（
後
期
）

「
そ
れ
か
ら
の
海
舟 

〜
波
瀾
万
丈
の
明
治
時
代
を
生
き
る
」

【
講
師
】
作　

家　
　

半 

藤　

一 

利


