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ニ
ッ
ポ
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は
職
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技
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る
―
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2
0
2
0
年
2
月
8
日（
土
）〜
4
月
5
日（
日
）＊
会
期
中
に
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

1
階 

特
別
展
示
室 

特別展
　

2
0
2
0
年
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
を
迎
え
、

東
京
が
世
界
中
か
ら
注
目
を
集
め
ま

す
。
当
館
で
は
そ
の
幕
開
け
に
ふ
さ
わ

し
く
、
日
本
が
世
界
に
誇
る「
も
の
づ

く
り
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
特
別
展
を
開

催
い
た
し
ま
す
。
ベ
ニ
ス
東
洋
美
術
館

所
蔵「
バ
ル
デ
ィ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」の
日
本

初
公
開
を
は
じ
め
、
当
館
の
所
蔵
資
料

を
中
心
に
、
江
戸
東
京
で
活
躍
し
た
職

人
た
ち
の
仕
事
と
人
生
に
光
を
当
て
て

ま
い
り
ま
す
。

 

第
1
章   

 
 

 

伯
爵
が
愛
し
た
ニ
ッ
ポ
ン 

 

―
初
来
日  

バ
ル
デ
ィ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―

　

1
8
8
9
年（
明
治
22
）
2
月
、一
人

の
西
洋
人
が
日
本
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ

の
名
は
、エ
ン
リ
コ
・
カ
ル
ロ
・
デ
ィ
・
ボ
ル

ボ
ー
ネ
。バ
ル
デ
ィ
伯
爵
の
称
号
を
も
つ

彼
は
、
名
門
ブ
ル
ボ
ン
王
家
の
血
筋
を

引
く
貴
族
で
し
た
。バ
ル
デ
ィ
伯
爵
は
東

洋
諸
国
を
巡
る
大
旅
行
を
し
、
そ
の
最

後
の
行
程
に
日
本
を
訪
問
、
数
多
く
の

美
術
品
を
買
い
求
め
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持

ち
帰
り
ま
し
た
。
伯
爵
が
集
め
た
日
本

の
文ぶ

ん

物ぶ
つ

は
、
現
在
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ニ
ス
東

洋
美
術
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
章
で
は
、バ
ル
デ
ィ
伯
爵
の
日
本

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
西
洋
人
が
求

め
た
日
本
の
美
の
か
た
ち
を
見
て
い
き

ま
す
。

 

第
2
章   

 
 

 

武
士
の
都
の
も
の
づ
く
り

　

徳
川
将
軍
家
が
住
ま
う
江
戸
は
、
武

士
の
都
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
江
戸
城

や
霊
廟
の
建
設
・
修
理
に
は
、大
工
を
は

じ
め
と
す
る
職
人
た
ち
が
、
幕
府
の
支

配
を
受
け
た
棟
梁
ら
に
率
い
ら
れ
て
工

事
に
あ
た
り
ま
し
た
。
将
軍
や
大
名
と

そ
の
家
族
の
生
活
に
必
要
な
家
具
調
度

の
製
作
に
は
、
数
多
く
の
御
用
職
人
が

関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
将
軍
や
大
名
の

刀
剣
や
刀
装
具
・
武
具
を
調
進
す
る
工

人
、
儀
礼
や
暮
ら
し
に
必
要
な
調
度
品

を
作
る
職
人
が
腕
を
振
る
い
ま
し
た
。

　

本
章
で
は
、
都
市
江
戸
を
作
り
支
え

た
職
人
た
ち
の
活
動
を
表
す
諸
資
料

や
、
幕
府
御
用
職
人
が
手
が
け
た
名
品

の
数
々
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

 

第
3
章  

 
 

 

江
戸
の
蒔ま

き

絵え

師し

・羊よ
う

遊ゆ
う

斎さ
い

と
是ぜ

真し
ん

　

本
章
で
は
、
江
戸
を
代
表
す
る
二
人

の
蒔
絵
師
、原は

ら

羊よ
う

遊ゆ
う

斎さ
い

と
柴し

ば

田た

是ぜ

真し
ん

を

紹
介
し
ま
す
。

　

原
羊
遊
斎
は
、
当
代
一
流
の
文
化
人

と
広
く
交
わ
り
名
声
を
得
ま
し
た
。
と

く
に
江え

戸ど

琳り
ん

派ぱ

の
創
始
者
酒さ

か

井い

抱ほ
う
一い

つ

と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
有
名
で
す
。
羊

遊
斎
の
仕
事
は
、
江
戸
の
文
化
交
流
の

中
か
ら
生
ま
れ
た
漆し

っ

工こ
う

と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

柴
田
是
真
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
変か

わ
り

塗ぬ
り

の

技
法
を
開
発
し
、
ト
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と

も
呼
ぶ
べ
き
工
夫
を
編
み
出
し
ま
し

た
。
ま
た
絵
師
と
し
て
も
優
れ
、
漆
を

油
絵
具
の
よ
う
に
用
い
て
紙
の
上
に
絵

「
江
戸
も
の
づ
く
り
列
伝

      
―
ニ
ッ
ポ
ン
の
美
は
職
人
の
技
と
心
に
宿
る
―
」

梨
な

子
し

地
じ

藤
ふじ

巴
ともえ

立
たち

葵
あおい

紋
もん

散
ちらし

松
しょう

竹
ちく

藤
とう

文
もん

蒔
まき

絵
え

行
ほかい

器
江戸時代 18世紀　ベニス東洋美術館（バルディコレクション）

1



information

特別展

「江戸ものづくり列伝
―ニッポンの美は職人の技と心に宿る―」
開館時間： 9:30～17：30（土曜日は19：30まで） ※入館は閉館の30分前まで
休館日： 月曜日（ただし2月24日は開館）、2月25日（火） 
主催： 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、毎日新聞社
後援： イタリア大使館
協賛： 大日本印刷、トヨタ自動車
協力： ベニス東洋美術館、アリタリア－イタリア航空

観覧料（税込） 特別展専用券 特別展・常設展共通券 特別展前売券

一般 1,100円（880円）  1,360円（1,090円） 900円

大学生・専門学校生 880円（700円） 1,090円（870円） 680円

中学生（都外）・高校生・
65歳以上 550円（440円） 680円（550円） 350円

小学生・中学生（都内） 550円（440円） なし 350円

※（　）内は20名以上の団体料金。
※次の場合は観覧料が無料。未就学児童。身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被
爆者健康手帳をお持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）。
※小学生と都内在住・在学の中学生は、常設展示室観覧料が無料のため、共通券はありません。
※シルバーデー（2月19日、3月18日）は、65歳以上の方は特別展観覧料が無料です。年齢を証明できるものをご
提示ください。
※前売券は2019年11月19日（火）～2020年2月7日（金）まで販売。2月8日（土）から会期中は当日料金で販売。

〈チケット販売所〉江戸東京博物館、主要プレイガイド（手数料がかかる場合があります。）
※特別展・常設展共通券の販売は江戸東京博物館のみ。

を
描
く
と
い
う「
漆う

る
し

絵え

」
を
開
発
し
ま

し
た
。
是
真
の
作
品
か
ら
は
、
洗
練
さ

れ
た
江
戸
人
の
粋
と
洒
落
、
そ
し
て
も

の
づ
く
り
を
心
か
ら
楽
し
む
遊
び
心
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

 

第
4
章   

 
 

 

鬼
才
の
陶
工・三み

浦う
ら

乾け
ん

也や

と 
 

隅
田
川
の
や
き
も
の

　

江
戸
の
人
々
の
憩
い
の
場
と
し
て
有

名
な
隅
田
川
で
す
が
、
か
つ
て
こ
こ
が
一

大
窯よ

う

業ぎ
ょ
う

地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
浅
草
郊
外
の
今

戸
で
作
ら
れ
る
土
人
形
は
、
今い

ま

戸ど

焼や
き

の

名
で
愛
さ
れ
ま
し
た
。
隅
田
川
の
や
き

も
の
は
ま
た
、
文
人
趣
味
と
結
び
つ
き

名
を
高
め
ま
し
た
。
そ
う
し
た
江
戸
の

陶
工
の
一
人
に
、
三
浦
乾
也
が
い
ま
す
。

乾
也
は
、
尾お

形が
た

乾け
ん

山ざ
ん

の
陶
法
を
伝
え
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
洋
式
船
の
建

造
術
を
学
び
軍
艦
の
建
造
に
成
功
し

た
と
い
う
、ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
隅
田
川
流
域
で
栄
え
た

や
き
も
の
と
陶
工
の
足
跡
に
光
を
当

て
、
知
ら
れ
ざ
る
江
戸
東
京
の
窯
業
の

姿
を
紹
介
し
ま
す
。

 

第
5
章  

 
 

 

府ふ

川か
わ

一か
ず

則の
り 

 
 

―
北
斎
の
愛
弟
子
が
歩
ん
だ
金
工
の
道
―

　

府
川
一
則
は
、
江
戸
の
金
工
師
で
す
。

晩
年
の
葛か

つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

に
入
門
し
、
は
じ
め

絵
師
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
が
、
北
斎

の
死
後
は
金
工
の
道
に
転
じ
ま
し
た
。

幕
府
の
御
用
を
受
け
、
文ぶ

ん

久き
ゅ
う

永え
い

宝ほ
う

の
母ぼ

銭せ
ん

の
彫
刻
を
手

が
け
ま
す
。
明
治

維
新
を
迎
え
る

と
、一
則
は
有あ

り

栖す

川が
わ
の

宮み
や

熾た
る

仁ひ
と

親し
ん

王の
う

の
佩は

い

刀と
う

の
装
具

製
作
を
命
じ
ら

れ
ま
し
た
。一
則

の
没
後
は
、
二
人

の
息
子
が
二
代
・

三
代
と
後
を
継

ぎ
、
皇
室
な
ど
の

注
文
を
受
け
て

金
工
品
を
製
作
し
ま
し
た
。一
則
の
弟

子
た
ち
も
ま
た
技
術
を
受
け
継
ぎ
、
金

工
界
で
活
躍
し
ま
し
た
。

　

こ
の
章
で
は
、
府
川
一
則
の
仕
事
を

通
し
て
、
変
わ
り
ゆ
く
時
代
の
中
で
柔

軟
に
対
応
し
つ
つ
伝
統
技
術
を
守
り
抜

く
職
人
の
姿
を
描
き
ま
す
。

 

第
6
章   

 
 

 

大
正
昭
和
に
生
き
た
江
戸
の
技 

―
小こ

林ば
や
し

礫れ
き

斎さ
い

の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
工
芸
―

　

最
後
の
章
は
、
江
戸
職
人
の
技
と
心

意
気
を
守
り
続
け
た
小
林
礫
斎
の
作

品
を
紹
介
し
ま
す
。

　

礫
斎
は
、
三
代
続
く
細
工
師
の
子
と

し
て
浅
草
に
生
ま
れ
、
煙
草
入
れ
な
ど

の
袋
物
を
手
が
け
る
か
た
わ
ら
、
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
製
作
に
傾
倒
し
ま
し
た
。
礫

斎
の
作
品
は
、
精
巧
を
極
め
、
単
な
る

玩
具
の
域
を
超
え
る
も
の
で
し
た
。
彼

は
こ
れ
を「
繊せ

ん

巧こ
う

美
術
」
と
名
づ
け
ま

し
た
。
礫
斎
は
、
美
術
界
の
地
位
や
名

誉
と
は
無
縁
の
市
井
の
職
人
と
し
て
、

人
生
の
最
後
ま
で
た
ゆ
ま
ず
そ
の
技
術

を
究
め
て
い
き
ま
し
た
。
礫
斎
は
、
江

戸
の
残
照
を
記
憶
し
そ
の
伝
統
を
受

け
継
い
だ
最
後
の
職
人
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。 

（
学
芸
員　

落
合
則
子
）

今
いま
戸
ど
人
にん
形
ぎょう

 猫
ねこ
抱
だき
おかめ

金沢春吉/作　大正～昭和時代 20世紀
資料番号 94004241　

六
む

瓢
びょう

提
さげ

物
もの

小林礫斎/作　大正～昭和時代 20世紀　
資料番号 91210665

2



常設展示室から

企画展
　

将
軍
、こ
の
立
場
の
人
物
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、

英
雄
で
豪
傑
な
姿
を
連
想
す
る
人
は
少
な
く
な
い
で

し
ょ
う
。
約
2
6
0
年
間
に
わ
た
っ
て
天
下
泰
平
の

世
を
も
た
ら
し
た
徳と

く

川が
わ

家
の
歴
代
将
軍
は
、
自
身
が

文
化
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
文
化
創
造
の
貢
献
者
と

し
て
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。

　

戦
国
武
将
と
し
て
も
知
ら
れ
る
初
代
将
軍
徳
川
家い

え

康や
す

も
文
化
と
の
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
し
た
。
自
ら
書
や

絵
画
を
描
く
と
と
も
に
、
活か

っ

版ぱ
ん

印い
ん

刷さ
つ

技ぎ

術じ
ゅ
つ

を
用
い
て

印
刷
事
業
に
力
を
入
れ
た
こ
と
は
著
名
な
業
績
で
す
。

　
一
行
書「
雪せ

つ

月げ
つ

花か

」
を
章
タ
イ
ト
ル
と
し
た
1
章
で

は
三
代
将
軍
徳と

く

川が
わ

家い
え

光み
つ

と
文
化
振
興
の
様
子
を
展

示
し
ま
す
。
例
え
ば
、
狩か

野の
う

派は

絵え

師し

の
活
躍
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
絵
画
や
漆し

っ

工こ
う

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
分

野
の
芸
術
家
の
支
援
を
行
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で

多
く
の
作
品
が
生
み
だ
さ
れ
ま
し
た
。

　

2
章
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
厳
し
い
字
体
の
一
行

書「
思お

も
い

無よ
こ
し
ま
な
し邪

」
は
、
五
代
将
軍
徳
川
綱つ

な

吉よ
し

の
性
格
や

学
問
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
思
い
お
こ
さ
せ
ま

す
。綱
吉
と
八
代
将
軍
徳
川
吉よ

し

宗む
ね

は
と
り
わ
け
学
問

の
奨
励
を
重
視
し
た
将
軍
で
し
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て

振
興
さ
れ
た
儒じ

ゅ

学が
く

思し

想そ
う

と
発
展
し
た
科
学
は
、日
本

の
近
代
化
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
き

ま
す
。

　

十
一
代
将
軍
徳
川
家い

え

斉な
り

は
半
世
紀
に
も
わ
た
る
治

世
を
保
ち
、
平
穏
な
時
代
を
築
き
ま
し
た
。
白し

ら

河か
わ

城

主
松ま

つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

を
老
中
首し

ゅ

座ざ

に
抜
擢
し
、寛か

ん

政せ
い

の
改
革

を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
過
去
を
回
顧
す
る
事

業
が
進
め
ら
れ
、
国
内
の
歴
史
や
文
化
財
を
見
直
す

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
書
籍
が

古
宝
物
図
録
集
の「
集し

ゅ
う

古こ

十じ
っ

種し
ゅ

」で
す
。

　

天
下
泰
平
の
江
戸
時
代
を
通
し
、
文
化
人
と
し

て
、
ま
た
新
た
な
文
化
の
創
造
に
貢
献
し
て
き
た
将

軍
の
姿
は
、
近
代
の
徳
川
宗
家
当
主
に
も
引
き
継
が

れ
ま
し
た
。
徳
川
家い

え

達さ
と

は
貴
族
院
議
長
を
務
め
つ

つ
、
伝
統
文
化
を
好
み
ま
し
た
。
ま
た
、
未
開
催
と

は
な
り
ま
し
た
が
、
1
9
4
0
年
に
開
催
が
予
定

さ
れ
た
第
十
二
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
の
組
織

委
員
会
の
委
員
長
に
就
任
し
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ア

ジ
ア
初
の「
平
和
の
祭
典
」
の
開
催
に
向
け
て
尽
力

し
ま
し
た
。

　

企
画
展
を
通
し
て
、
文
化
人
と
し
て
の
徳
川
将
軍

さ
ら
に
は
文
化
に
対
す
る
将
軍
の
貢
献
を
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。  

（
学
芸
員　

齋
藤
慎
一
）

2
0
2
0
年
1
月
2
日（
木
）〜
2
月
16
日（
日
）＊
会
期
中
に
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

常
設
展
示
室
　

5
F
企
画
展
示
室

天
下
泰
平 
―
将
軍
と
新
し
い
文
化
の
創
造
―

一行書「雪月花」　德川記念財団所蔵一行書「思無邪」　德川記念財団所蔵

集古十種　江戸時代　資料番号 88206201～6256 梨
な
子
し
地
じ
葵
あおい
紋
もん
散
ちらし
蒔
まき
絵
え
刀
かたな
掛
かけ
　江戸時代　資料番号 10200047
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展示事業係から
 

江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

「
百ひ

ゃ
く

種し
ゅ

接つ
ぎ

分わ
け

菊ぎ
く

」

ホ
ー
ル
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念

え
ど
は
く
寄
席
ス
ペ
シ
ャ
ル

「
浮
世
絵
と
邦
楽

 
―
隅
田
川
を
め
ぐ
っ
て
―
」

　

2
0
1
9
年
9
月
15
日（
日
）、
国
立
劇

場
と
の
共
催
で
、
夏
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
し
た
当
館
大
ホ
ー
ル
に
て
標
記
の
公

演
を
行
い
ま
し
た
。
箏
曲「
ほ
と
と
ぎ
す
」

と
舞
踊
・
長
唄
に
よ
る「
風ふ

う

流り
ゅ
う

船ふ
な

揃ぞ
ろ
い

」の
上

演
の
ほ
か
、舞
台
転
換
の
合
間
に
は
公
演
解

説
を
行
い
、
曲
の
歌
詞
、
関
連
す
る
浮
世
絵

な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

こ
の
公
演
に
関
連
し
て
、8
月
27
日（
火
）

か
ら
9
月
23
日（
月
・
祝
）ま
で
、
同
じ
タ
イ

ト
ル
の
特
集
展
示
を
、
常
設
展
示
室
江
戸

ゾ
ー
ン「
江
戸
の
四
季
」コ
ー
ナ
ー
で
開
催

し
ま
し
た
。
両
国
川
開
き
に
繰
り
出
し
た

巨
大
な
屋
形
船
を
5
枚
続
き
の
画
面
い
っ

ぱ
い
に
描
い
た
浮
世
絵
な
ど
を
展
示
し
ま

し
た
。
ま
た
、江
戸
時
代
、隅
田
川
に
架
か
っ

て
い
た
橋
と
渡
し
の
位
置
、
船
遊
び
に
用
い

ら
れ
た
川
舟
の
種
類
と
大
き
さ
、
上
演
作

品
の
歌
詞
を
パ
ネ
ル
で
解
説
し
ま
し
た
。

　

伝
統
芸
能
の
公
演
と
浮
世
絵
展
示
の
連

携
は
、
当
館
に
と
っ
て
大
変
意
義
深
い
取
り

組
み
と
な
り
ま
し
た
。

�

（
学
芸
員
　
松
井
か
お
る
）

　

赤
や
白
、
黄
色
な
ど
、
色
と
り
ど
り
に
咲

く
菊
は
、
た
っ
た
一
本
の
茎
で
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
も
と
は
一
本
の
菊
に
、
百
種
類
も
の
異

な
る
種
類
が
接つ

ぎ
合
わ
さ
れ
た「
百
種
接
分

菊
」は
、詞こ

と
ば

書が
き

に
よ
る
と
、駒
込
の
植
木
屋
今

右
衛
門
が
作
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代

に
人
々
の
耳
目
を
集
め
た
花
の
一
つ
で
あ
る

菊
は
、
駒
込
や
巣
鴨
な
ど
の
標
高
が
あ
り
、

水
は
け
の
良
い
地
で
さ
か
ん
に
栽
培
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
種
類
は
、
当
時
の
園
芸
書
や
番

付
に
よ
れ
ば
、優
に
百
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

人
々
は
菊
に
開
花
の
美
し
さ
以
上
の
も
の

を
求
め
ま
し
た
。
菊
は
接
ぎ
木
が
可
能
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
に
存
在
し
た
の
は
、「
十
種

二
十
種
の
接
わ
け
」
で
し
た
。
植
木
屋
の
高

度
な
技
術
と
経
験
に
よ
り
、一
本
の
茎
か
ら

異
な
る
百
種
類
が
一
斉
に
開
花
す
る
と
い

う
、お
そ
ら
く
前
代
未
聞
の
作
品
が
完
成
し

ま
し
た
。一
つ
一
つ
の
花
に
は「
高
砂
」「
金
屏

風
」
な
ど
雅
な
名
前
が
短
冊
に
記
さ
れ
、

集
っ
た
老
若
男
女
の
興
味
を
よ
り
惹
き
つ
け

て
い
ま
す
。 
（
学
芸
員　

田
中
実
穂
）

キュレーターズ・
チョイス
 V o l .  6  

「百種接分菊」　
歌川国芳／画　
1845年（弘化2）　
資料番号 93200932～34

舞踊・長唄「風
ふう

流
りゅう

船
ふな

揃
ぞろい

」　立
たち

方
かた

（踊り）：花
はな

柳
やぎ

源
げん

九
く

郎
ろう

、唄：今
いま

藤
ふじ

長
ちょう

一
いち

郎
ろう

、三味線：杵
きね

屋
や

弥
や

宏
こう

次
じ

、囃子：福
ふく

原
はら

百
ひゃくすけ

之助ほか

箏曲「ほととぎす」 箏：山
やま

木
き

千
せん

賀
が

ほか、三弦：設
した

楽
ら

千
さ

総
ち

代
よ

、笛：福
ふく

原
はら

徹
とおる

常設展示室江戸ゾーン「特集展示」の様子
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稀
代
の
刀
工
・
長な

が

曽そ

祢ね

虎こ

徹て
つ

研究の
散歩道

近
年
、オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
影
響
に

よ
り
、刀
剣
が
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
以
前
ま
で
あ
ま
り
見
か
け

る
こ
と
の
な
か
っ
た
若
い
女
性
た
ち
が
、展

示
さ
れ
て
い
る
刀
剣
を
熱
心
に
鑑
賞
し
て

い
る
。

　

当
館
で
も
刀
剣
を
所
蔵
し
て
い
る
が
、

多
く
は
江
戸
時
代
に
作
刀
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、「
薙な

ぎ

刀な
た 

銘め
い 

長な
が

曽そ

祢ね

興お
き

里さ
と

入に
ゅ
う

道ど
う

乕こ

徹て
つ

」に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

作
者
は
長
曽
祢
虎
徹
。本
名
は
興
里
で
、虎

徹
は
入
道
名（
号
）に
あ
た
る
。
虎
徹
の
出

自
は
諸
説
あ
る
が
、
越
前
国（
福
井
県
）で

甲
冑
師
と
し
て
活
動
し
、
江
戸
に
移
住
し

た
後
、刀
工
に
転
身
し
た
と
さ
れ
る
。

　

虎
徹
が
刀
工
と
し
て
活
動
し
た
寛
文
・

延
宝
年
間
、
刀
剣
は
実
戦
に
お
け
る
武
器

と
し
て
で
は
な
く
、
鑑
賞
し
て
楽
し
む
時

代
に
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
精
美
な
地じ

鉄が
ね

に
華
麗
な
刃は

文も
ん

の
美
し
い
刀
が
贈
答
品
と

し
て
好
ま
れ
た
が
、
時
代
の
流
れ
に
反
し
、

虎
徹
は
地
鉄
を
強
靭
に
鍛
え
、
切
れ
味
を

追
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
実
際
に
虎
徹
の
作
刀
を
見
て
い

こ
う
。
本
作
は
薙
刀
と
い
う
形
で
、
現
存

す
る
虎
徹
の
も
の
で
は
二
口
の
み
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
作
例
と
言
え
る
。

地
鉄
は
板
目
で
や
や
肌
立
ち
、
地じ

沸に
え

が
よ

く
つ
く
。
刃
文
は
の
た
れ
に
互ぐ

の
目
が
交

じ
り
、足
が
わ
ず
か
に
入
り
、金
筋
・
砂
流

し
が
よ
く
か
か
る
。
具
体
的
な
作
刀
時
期

は
不
明
だ
が
、
時
期
に
よ
っ
て
銘
の
特
徴

が
変
化
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①「
興
」の
最
後
の

二
画「
ハ
」
が
平
仮
名
の「
い
」に
似
て
い
る

（
通
称
イ
お
き
）。
②「
入
」の
二
画
目
が
丸

く
内
側
に
払
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い

る
。
③
虎
徹
の「
虎
」が「
乕
」（
通
称
ハ
コ
ト

ラ
）に
な
っ
て
い
る
。こ
の
三
点
や
銘
の「
長

曽
祢
」
の
大
き
さ
が
均
等
で
あ
る
こ
と
、

他
の
作
例
を
考
慮
す
る
と
、
本
作
は

１
６
７
１
年（
寛
文
11
）
頃
か
ら
虎
徹
が

亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
１
６
７
8
年（
延

宝
6
）の
間
に
作
刀
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
虎
徹
の
評
価
は

高
く
、
刀
工
を
番
付
で
表
し
た「
慶け

い

長ち
ょ
う

以い

来ら
い

新し
ん

刀と
う

番ば
ん

付づ
け

」に
は
勧か

ん

進じ
ん

元も
と

と
し
て
別
格

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、江
戸
時

代
に
著
し
た
刀
剣
書
で
も
格
別
に
評
価
し

て
お
り
、
ま
さ
に
虎
徹
は
江
戸
時
代
に
お

け
る「
稀
代
の
刀
工
」と
言
え
る
だ
ろ
う
。

学
芸
員
　

杉
山
哲
司
・
文

写真1  

薙
なぎ
刀
なた

 銘
めい

 長
なが
曽
そ
祢
ね
興
おき
里
さと
入
にゅう
道
どう
乕
こ
徹
てつ

江戸時代 17世紀　
資料番号 97202511

写真2

「慶長以来新刀番付」 
資料番号 98200330

①平仮名の「い」
に似ている。

②二画目が丸
く内側に払う

③「乕」

砂流し

金筋

のたれに互の目が
交じる。
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１月 ２月 ３月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4  1 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

４月 ５月 ６月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
　   1 2 3 4  1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

７月 ８月 ９月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4  1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

１０月 １１月 １２月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

※一部施設の休室や開館日を変更する場合があります。最新の情報は当館ホームページをご覧ください。

休館日 図書室整理休室臨時開館日

　
図
書
室
で
は
2
0
2
0
年
2
月
16
日

（
日
）
ま
で
、
企
画
展「
天
下
泰
平
―
将

軍
と
新
し
い
文
化
の
創
造
―
」に
あ
わ
せ

て
、
特
集
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。
歴

代
将
軍
の
描
い
た
書
や
絵
画
を
は
じ
め
、

狩
野
派
の
絵
師
た
ち
の
作
品
や
、
松
平
定

信
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た
古
宝
物
図
録
集

『
集し
ゅ
う

古こ

十じ
っ

種し
ゅ

』（
明
治
41
年
国
書
刊
行
会

版
）
な
ど
、
江
戸
時
代
に
育
ま
れ
た
豊
か

な
文
化
と
歴
代
将
軍
の
関
わ
り
を
、さ
ま

ざ
ま
な
図
録
や
書
籍
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
ま
た
そ
の
後
は
、
2
月
8
日（
土
）か
ら

4
月
5
日（
日
）ま
で
、
特
別
展「
江
戸
も

の
づ
く
り
列
伝
―
ニ
ッ
ポ
ン
の
美
は
職

人
の
技
と
心
に
宿
る
―
」
に
あ
わ
せ
た

特
集
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
も
予
定
し
て
い
ま

す
。

　
ぜ
ひ
展
覧
会
と
あ
わ
せ
て
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。 展

示
を
も
っ
と
深
く
、	

詳
し
く

―
展
覧
会
関
連		

図
書
コ
ー
ナ
ー
―

図書室から
お知らせ

さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
作
例
と
言
え
る
。

地
鉄
は
板
目
で
や
や
肌
立
ち
、
地じ

沸に
え

が
よ

く
つ
く
。
刃
文
は
の
た
れ
に
互ぐ

の
目
が
交

じ
り
、足
が
わ
ず
か
に
入
り
、金
筋
・
砂
流

し
が
よ
く
か
か
る
。
具
体
的
な
作
刀
時
期

は
不
明
だ
が
、
時
期
に
よ
っ
て
銘
の
特
徴

が
変
化
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①「
興
」の
最
後
の

二
画「
ハ
」
が
平
仮
名
の「
い
」に
似
て
い
る

（
通
称
イ
お
き
）。
②「
入
」の
二
画
目
が
丸

く
内
側
に
払
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い

る
。
③
虎
徹
の「
虎
」が「
乕
」（
通
称
ハ
コ
ト

ラ
）に
な
っ
て
い
る
。こ
の
三
点
や
銘
の「
長

曽
祢
」
の
大
き
さ
が
均
等
で
あ
る
こ
と
、

他
の
作
例
を
考
慮
す
る
と
、
本
作
は

１
６
７
１
年（
寛
文
11
）
頃
か
ら
虎
徹
が

亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
１
６
７
8
年（
延

宝
6
）の
間
に
作
刀
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
虎
徹
の
評
価
は

高
く
、
刀
工
を
番
付
で
表
し
た「
慶け

い

長ち
ょ
う

以い

来ら
い

新し
ん

刀と
う

番ば
ん

付づ
け

」に
は
勧か

ん

進じ
ん

元も
と

と
し
て
別
格

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、江
戸
時

代
に
著
し
た
刀
剣
書
で
も
格
別
に
評
価
し

て
お
り
、
ま
さ
に
虎
徹
は
江
戸
時
代
に
お

け
る「
稀
代
の
刀
工
」と
言
え
る
だ
ろ
う
。

2019年12月28日（土）から2020年1月1日（水・祝）まで休館です。
年始は1月2日（木）から開館します。
また、2日（木）・3日（金）は常設展示室の観覧料が無料となります。
※図書室は2019年12月10日（火）から2020年1月4日（土）まで休室です。

年末年始の開館のご案内
～1月2日・3日は常設展観覧料無料～

2020年（令和2） 江戸東京博物館 開館日・休館日
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江戸東京博物館分館
江戸東京たてもの園から

江戸東京たてもの園 〒184-0005 小金井市桜町3-7-1（都立小金井公園内）  
TEL  042-388-3300   https://www.tatemonoen.jp

　
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
銭
湯
は
、
時
代
と
と
も
に
入
浴

方
法
や
姿
を
変
え
な
が
ら
、
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
今
日

ま
で
存
在
し
続
け
て
い
ま
す
。

　
当
園
に
移
築
さ
れ
て
い
る
復
元
建
造
物
の
銭
湯
、子
宝
湯

〔
1
9
2
9
年（
昭
和
4
）
築
〕
は
、に
ぎ
や
か
な
装
飾
と

社
寺
建
築
を
思
わ
せ
る
外
観
を
備
え
、
関
東
大
震
災
後
の

「
東
京
型
銭
湯
」の
特
徴
を
有
し
て
い
ま
す
。
1
9
8
8
年

（
昭
和
63
）ま
で
足
立
区
千
住
で
営
業
し
て
い
た
こ
の
銭
湯

に
は
、
脱
衣
所
の
外
に
設
け
ら
れ
た
縁
側
と
庭
、
壁
の
タ
イ

ル
絵
、
浴
室
の
富
士
山
の
ペ
ン
キ
絵
な
ど
、や
す
ら
ぎ
や
開

放
感
を
演
出
す
る
仕
掛
け
が
随
所
に
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

銭
湯
は
、そ
こ
で
過
ご
す
ひ
と
と
き
が
身
体
と
こ
こ
ろ
を
ほ

ぐ
し
、活
力
を
与
え
る
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
本
展
で
は
、東
京
の
銭
湯
文
化
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
、社

会
や
人
々
と
の
関
わ
り
方
、
ま
た
そ
の
変
遷
を
展
観
し
ま

す
。ぬ
く
も
り
と
希
望
に
満
ち
た
銭
湯
の
魅
力
を
、世
界
の

広
い
世
代
へ
向
け
て
発
信
し
、
東
京
が
誇
る
銭
湯
文
化
を

将
来
に
継
承
す
る
一
助
と
な
れ
ば
、と
思
い
ま
す
。 

 

 

（
学
芸
員
　
小
林
愛
恵
）

特
別
展 「
ぬ
く
も
り
と
希
望
の
空
間

 
 

〜
大
銭
湯
展
」

会
期
： 

2
0
2
0
年

 

3
月
3
日（
火
）〜
9
月
27
日（
日
）

当日受付教室　開催場所: 常設展示室5階ミュージアム・ラボ ［1月11日（土）「三越双六で遊ぼう！」を除く］

事前応募制教室　開催場所: 1階会議室

● 歌舞伎の化粧をしてみよう
日時：3月7日（土）13：30～15：30
対象：高校生以上
定員：12名
応募締切：2月21日（金）

● 反
ほ
古
ご
紙
し
で折る小物 ―江戸のエコロジーを見習おう―

日時：1月11日（土）、3月14日（土）
13：00～15：30（受付終了15：00）
対象：小学生以上

● 和算パズル
日時：1月11日（土）、3月14日（土）
13：00～15：30（受付終了15：00）
対象：小学4年生以上

● 三越双六で遊ぼう！
日時：1月11日（土）
①13：30～13：50　
②13：50～14：10　
③14：10～14：30
各回開始5分前に会場前で受付開始
場所：5階　常設展示室　東京ゾーンＴ6モダン東京コーナー
対象：3歳以上　
定員：各回5～6名

● 歌舞伎の鳴り物を鳴らしてみよう
日時：1月18日（土）
①13：00～13：30　②14：30～15：00　
対象：3歳以上　

●ときめきキモノ体験
日時：1月26日（日）、2月23日（日）、3月22日（日）
各日：10：30～12：00（受付終了11:30）
対象：3歳以上　
定員：30名程度

● 「立
たて
版
ばん
古
こ
」浮世絵を組み立てよう

日時：2月29日（土）　
13：00～15：00（12：50より会場前で整理券配布）
対象：小学生以上　
定員：30名

● 万華鏡で遊ぼう
日時：3月7日（土）　
10：30～12：00（10：20より会場前で整理券配布）
対象：小学3年生以上　
定員：15名

蔓
つる
梅
うめ
擬
もどき
目
め
白
じろ
蒔
まき
絵
え
軸
じく
盆
ぼん
　

原
はら
羊
よう
遊
ゆう
斎
さい

/蒔絵、酒
さか
井
い
抱
ほう
一
いつ

/下絵　
1821年（文政4）　資料番号 91210668
【展示期間】2月8日（土）～3月8日（日）
黒漆地に金蒔絵で蔓梅擬の枝が配され、2羽のメジロが止
まる。赤い実は、珊

さん

瑚
ご

を用いてさまざまな表情を見せる。付
属する共箱や書簡から、本作は江戸の材木商森川家の注
文で、「江

え

都
ど

四
し

時
じ

勝
しょう

景
けい

図
ず

」（狩
か

野
のう

素
そ

川
せん

／画  当館蔵）を載せ
るために作られたものとわかる。 （学芸員 落合則子）

表 紙 解 説

お問い合わせ 03-3626-9974（代表）
ホームページ https://www.edo-tokyo-museum.or.jp
来館のご案内 JR総武線「両国駅」西口から徒歩3分

都営地下鉄大江戸線「両国駅（江戸東京博物館前）」A3・A4出口から徒歩1分
都バス錦27・両28・門33系統 墨田区内循環バス南部ルート「都営両国駅前 
（江戸東京博物館前）」下車、徒歩3分
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催し物のご案内 冬期ふれあい体験教室 ● 講師：ふれあいボランティア   ● いずれも参加無料（ただし常設展示室は観覧券が必要）  
● 変更・中止の場合は当館ホームページでお知らせいたします。

ミュージアムトーク ● 常設展示室のみどころを学芸員が解説します。  ● 日時：毎週金曜日16:00から
● 常設展示室5階の日本橋下までお集りください。所要時間は約30分です。

江戸の四季と盛り場： 2月7日・14日
出版と情報： 2月28日、3月6日

企画展「天下泰平」： 1月10日・17日・24日
江戸の商業： 1月31日、2月21日

企画展「市民からのおくりもの2019」： 3月13日
高度経済成長期の東京： 3月20日・27日

往復はがき（63円×2＝126円）にて下記①～⑤を明記の上、ボランティア事務局まで
お申し込みください（締切日消印有効/1講座につきハガキは1枚）
①希望講座名　②住所　③氏名（ふりがな／2名様まで）　④年齢　⑤電話番号
〒130-0015　墨田区横網1-4-1
江戸東京博物館　ボランティア事務局　ふれあい体験教室係
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「立版古」浮世絵

反古紙で折る小物


