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2
0
2
0
年
は
当
館
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
節
目

と
な
る
年
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
年
を

飾
っ
た
展
覧
会
は「
大
浮
世
絵
展
―
歌
麿
、
写
楽
、

北
斎
、広
重
、国
芳　

夢
の
競
演
」で
、当
館
は
む
ろ

ん
日
本
と
世
界
の
主
要
美
術
館
か
ら
名
品
を
集
め

ま
し
た
。
展
示
作
品
の
選
択
と
交
渉
の
労
を
と
っ
て

く
れ
た
国
際
浮
世
絵
学
会
に
よ
る
と
、も
う
こ
れ
だ

け
の
質
の
高
い
作
品
の
借
用
は
最
後
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
世
界
的
に
浮
世
絵
の
人

気
は
高
く
、
し
か
し
、
絵
の
保
存
を
考
え
る
と
展
示

期
間
は
限
ら
れ
、
ま
す
ま
す
良
品
の
展
示
は
難
し
く

な
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。

　

東
京
2
0
2
0
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
期
間
中
は
、「
大
江
戸
の
華
」
展
を
開
催
し
ま
す
。

文
字
通
り
、当
館
が
こ
れ
ま
で
集
め
て
き
た
36
万
点
に

お
よ
ぶ
収
蔵
品
の
中
か
ら
優
品
・
初
出
品
を
お
見
せ
し

ま
す
。
何
が
選
ば
れ
る
か
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
あ
と
は
、「
縄
文
―
東
京
の
縄

文
人
、
１
万
年
の
暮
ら
し
―
」
展
を
開
催
し
ま
す
。

東
京
を
中
心
に
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
ど
の
よ
う
に
暮

ら
し
て
い
た
か
を
東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と

一
緒
に
企
画
し
て
展
示
し
ま
す
。
縄
文
時
代
の
東
京

圏
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
部
山
岳
地
帯
か
ら
、

国
宝
の
土
偶
も
や
っ
て
来
る
予
定
で
す
。

　

当
館
は
、
今
後
、
大
規
模
改
修
の
た
め
に
休
館
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

　

建
築
は
、
設
備
、
仕
上
げ
、
構
造
の
順
に
老
朽
化

を
迎
え
ま
す
。
建
築
の
設
備
は
人
体
に
例
え
る
と

循
環
器
に
相
当
し
、
人
体
同
様
そ
の
老
化
が
早
い
だ

け
で
な
く
、
設
備
機
器
の
進
化
が
速
い
の
で
、
旧
式

の
機
器
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
上
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
上
も

無
駄
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
設
備
を
血
管
、神
経
、呼
吸
器
、消
化

器
な
ど
と
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
こ
の

よ
う
な
設
備
の
更
新
は
、休
館
し
て
直
す
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
展
示
中
の
大
型

模
型
な
ど
の
更
新
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
本
年
は
こ

の
よ
う
な
準
備
も
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

江
戸
東
京
博
物
館
は
よ
り
充
実
し
た
展
示
で
み

な
さ
ま
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
楽
し
み
に

し
て
く
だ
さ
い
。

「�
展
覧
会
の
喜
び
」

　
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館�

館
長
　
藤
森�

照
信

◉
常
設
展
観
覧
料
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

 

※
展
覧
会
名
及
び
会
期
は
、変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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※
展
覧
会
名
及
び
会
期
は
、変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

銀
ぎん
小
こ
札
ざね
白
しろ
糸
いと
威
おどし
丸
まる
胴
どう
具
ぐ
足
そく

江戸時代中期　江戸東京博物館蔵
資料番号 98200295～98200304
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ベルリン国立博物館群蔵　
© Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung Berlin / 
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重要文化財　土
ど
製
せい
耳
みみ
飾
かざり
　

縄文時代（晩期）　江戸東京たてもの園蔵
資料番号 99342561

　

武
家
や
商
人
ら
都
市
江
戸
に
暮
ら
し
た
人
々
の
儀
礼
や

祭
礼
、
婚
姻
な
ど
、「
ハ
レ
」の
場
面
や
舞
台
に
注
目
し
、
活

発
に
し
て
明
る
い
江
戸
の
す
が
た
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

当
館
が
所
蔵
す
る
資
料
の
中
か
ら
優
品
・
初
出
品
の
資

料
を
中
心
に
展
示
を
構
成
し
、「
江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

と
し
て
紹
介
し
ま
す
。
と
く
に
、
華
や
か
で
大
き
な
資
料

を
重
点
的
に
展
示
。
東
京
２
０
２
０
大
会
を
機
に
東
京

を
訪
れ
る
国
内
外
の
来
館
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
楽
し
め

る
展
覧
会
で
す
。

1
「 
奇
才  

 
 

 
 

│ 
江
戸
絵
画
の
冒
険
者
た
ち
│
」

2
0
2
0
年

4
月
25
日（
土
）〜
6
月
21
日（
日
）

※
次
頁
の
特
別
展
紹
介
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

2
「
大
江
戸
の
華
」

2
0
2
0
年

7
月
11
日（
土
）〜
9
月
22
日（
火
・
祝
）

　

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
の
特
別
協
力
に
よ
り
、「
東
京
の
縄
文
」を
テ
ー
マ
と

し
た
展
覧
会
を
開
催
。
縄
文
時
代
を
生
き
た
人
々
の〝
生な

ま

〞

の
暮
ら
し
ぶ
り
を
伝
え
ま
す
。
江
戸
の
暮
ら
し
や
文
化
を

振
り
返
る
礎
と
し
て
、
そ
の
源
流
と
も
言
う
べ
き
東
京
の

縄
文
人
の
生
活
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
江
戸
東
京
の
様
々
な
暮
ら
し
や
文
化
を
歴

史
資
料
に
基
づ
い
て
復
元
・
再
現
し
て
き
た
当
館
な
ら
で

は
の
視
点
か
ら
、
縄
文
時
代
の
出
土
品
を
展
示
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
て
い
た
生
活
空
間
や
実
際
の

使
用
方
法
な
ど
を
復
元
・
再
現
し
、紹
介
し
ま
す
。

3
「 

縄
文 

│ 

東
京
の
縄
文
人
、

 

１
万
年
の
暮
ら
し
│
」

2
0
2
0
年

10
月
10
日（
土
）〜
12
月
6
日（
日
）

　

世
界
有
数
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
、
ベ

ル
リ
ン
国
立
博
物
館
群
。
そ
の
収
蔵
品
か
ら「
神
々
の
世

界
」「
フ
ァ
ラ
オ
た
ち
」「
最
後
の
審
判
」
な
ど
を
テ
ー
マ
と

し
た
作
品
を
選
り
す
ぐ
り
、従
来
に
は
な
い「
古
代
エ
ジ
プ

ト
神
話
」に
焦
点
を
当
て
た
展
覧
会
で
す
。

　

ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館
群
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
市
内
の「
博

物
館
島
」
に
あ
る
博
物
館
・
美
術
館
の
総
称
で
す
。
本
展
で

は
、
映
像
な
ど
に
よ
り
神
話
の
世
界
を
疑
似
体
験
で
き
る

演
出
を
行
う
と
と
も
に
、
個
性
的
な
造
形
美
を
成
す
作
品

等
を
通
し
て
壮
大
な
文
化
を
体
感
で
き
る
展
示
と
し
ま
す
。

　

都
市
博
物
館
の
当
館
で
、
ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館
群
の

所
蔵
品
を
展
示
し
、
姉
妹
友
好
都
市
で
あ
る
東
京
と
ベ
ル

リ
ン
の
さ
ら
な
る
友
好
と
交
流
の
進
展
に
寄
与
し
ま
す
。

4
「 

古
代
エ
ジ
プ
ト
展

 

│
天
地
創
造
の
神
話
」

2
0
2
1
年

1
月
2
日（
土
）〜
4
月
4
日（
日
）
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本
年
は
い
よ
い
よ
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

大
会
を
盛
り
上
げ
る
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、

江
戸
東
京
博
物
館
で
は
、オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
特
別
展
を
開
催
し
ま
す
。

2



4
月
25
日（
土
）〜
６
月
21
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
　

従
来
、
江
戸
絵
画
史
に
お
い
て

は
、
流
派
が
重
視
さ
れ
、
各
流
派
の

様
式
か
ら
は
み
出
し
た
絵
師
た
ち

は
、
そ
の
通
史
の
中
で
異
端
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
既
成
の
殻
を
打
ち
破
り

自
由
で
斬
新
な
発
想
を
す
る
絵
師
た

ち
を
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、「
奇
想

の
系
譜
」
と
し
て
見
直
そ
う
と
い
う

動
き
が
、
1
9
6
0
年
代
末
頃
か
ら

活
発
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
あ
わ

せ
て
、異
端
・
異
色
の
絵
師
た
ち
と
名

づ
け
ら
れ
た
展
覧
会
や
出
版
物
な
ど

も
登
場
し
ま
す
。
全
国
各
地
に
美
術

館
・
博
物
館
が
新
設
さ
れ
た

1
9
7
0
年
代
以
降
、郷
土
に
埋
も

れ
た
個
性
的
な
絵
師
た
ち
が
次
々
と

発
掘
さ
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
奇
想
の
絵
師
た
ち
を

既
成
の
枠
を
打
ち
破
っ
た
絵
師
と
す

る
な
ら
ば
、
装
飾
性
を
絵
画
の
世
界

に
持
ち
込
ん
だ
俵た

わ
ら

屋や

宗そ
う

達た
つ

や
尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

、
写
生
の
新
し
い
方
向
を
試
み

た
円ま

る

山や
ま

応お
う

挙き
ょ

と
い
っ
た
従
来
の
通
史

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
絵
師
た
ち

も「
奇
想
」
の
系
譜
に
含
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

本
展
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、

従
来
の
有
名
、
無
名
の
絵
師
た
ち
を

見
直
し
、
斬
新
な
表
現
に
挑
ん
だ

「
奇
才
」
の
絵
師
と
し
て
、一
堂
に
集

め
紹
介
す
る
本
邦
初
の
試
み
で
す
。

京
都
・
大
坂
・
江
戸
の
三
都
は
も
ち

ろ
ん
、北
は
松
前
、南
は
長
崎
に
い
た

る
国
中
の「
奇
才
」
35
名
を
集
め
る

本
展
は
、
従
来
の
江
戸
絵
画
史
の
概

念
を
打
ち
破
り
、
そ
の
書
き
換
え
の

き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

 

み
ど
こ
ろ 

１

  

宗
達
も
、光
琳
も
！

応
挙
も
、大
雅
も
、蕪
村
も
‼

み
ん
な「
奇
才
」だ
っ
た

　

昨
今
、
伊い

藤と
う

若じ
ゃ
く

冲ち
ゅ
う

、
長な

が

澤さ
わ

蘆ろ

雪せ
つ

、

曾そ

我が

蕭し
ょ
う

白は
く

、
歌う

た

川が
わ

国く
に

芳よ
し

ら
、
過
激
で

強
烈
な
個
性
を
放
つ
絵
師
は
、
国
際

「
奇
才
―
江
戸
絵
画
の
冒
険
者
た
ち
―
」

上
かん
町
まち
祭
まつり
屋
や
台
たい
天
てん
井
じょう
絵
え
　女

め
浪
なみ

葛
かつ
飾
しか
北
ほく
斎
さい

/画　小布施町上町自治会蔵（北斎館寄託）

御
お
味
み
方
かた
蝦
え
夷
ぞ
之
の
図
ず
　イコトイ

蠣
かき
崎
ざき
波
は
響
きょう

/画　函館市中央図書館蔵
展示期間：4月25日（土）～5月24日（日）
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information

特別展

「奇才―江戸絵画の冒険者たち―」
開館時間： 午前9時30分～午後5時30分（土曜日は午後7時30分まで）
 ※入館は閉館の30分前まで
休館日： 月曜日（ただし5月4日・18日は開館）
 ※会期中に展示替えがございます。
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、読売新聞社

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 1,400円（1,120円）  1,600円（1,280円） 1,200円

大学生・専門学校生 1,120円（890円） 1,280円（1,020円） 920円

中学生（都外）・高校生・
65歳以上 700円（560円） 800円（640円） 500円

小学生・中学生（都内） 700円（560円） なし 500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（5月20日、6月17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2月8日（土）から4月24日（金）まで販売。4月25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、コンビニ店頭など（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。

的
に
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
彼
ら
に
限
ら
ず
、こ
れ

ま
で
江
戸
絵
画
史
に
お
い
て〝
主
流

派
〞
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た

絵
師
た
ち
も
、
斬
新
で
個
性
的
な
絵

画
表
現
を
追
い
求
め
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
俵
屋
宗
達
や
尾
形
光
琳
、
円

山
応
挙
な
ど
、江
戸
絵
画
史
を
代
表

す
る
絵
師
た
ち
の「
奇
才
」
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
を
選
り
す
ぐ

り
、紹
介
し
ま
す
。

 

み
ど
こ
ろ 

2

  

全
国
の「
奇
才
」大
集
合
！

こ
ん
な
に
集
ま
る
の
は
初
め
て

　

新
し
い
表
現
を
追
い
求
め
た
絵
師

た
ち
は
、京
都
・
大
坂
・
江
戸
の
三
都

に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
各
地
で
活
躍

し
て
い
ま
し
た
。
本
展
で
は
、
松
前

（
北
海
道
）
を
代
表
す
る
蠣か

き

崎ざ
き

波は

響き
ょ
う

、

仙
台
の
菅す

が

井い

梅ば
い

関か
ん

、「
絵
金
」こ
と
高

知
の
絵
師
金き

ん

蔵ぞ
う

、
長
崎
で
生
ま
れ
鳥

取
で
活
躍
し
た
片か

た

山や
ま

楊よ
う

谷こ
く

な
ど
、
今

も
そ
の
ゆ
か
り
の
地
で
愛
さ
れ
続
け

て
い
る「
奇
才
」
絵
師
の
作
品
が
、
日

本
全
国
か
ら
大
集
合
し
ま
す
。

 

み
ど
こ
ろ 

3

  

あ
な
た
の〝
江
戸
絵
画
観
〞が

変
わ
る
か
も
⁉︎

　

本
展
で
は
、
つ
い
最
近
発
見
さ
れ

た
若
冲「
鶏

に
わ
と
り

図ず

押お
し

絵え

貼ば
り

屏び
ょ
う

風ぶ

」
を
は

じ
め
、
北
斎「
上か

ん

町ま
ち

祭ま
つ
り

屋や

台た
い

天て
ん

井じ
ょ
う

絵え  

女め

浪な
み

」、
狩か

野の
う

永え
い

岳が
く 

「
西さ

い

園え
ん

雅が

集し
ゅ
う

図ず

舞ま
い

良ら

戸ど
（
貼は
り

付つ
け

）」、山
口
・
神こ

う

田だ

等と
う

謙け
ん 

「
西せ

い

湖こ

・
金き

ん

山ざ
ん

寺じ

図ず

屏び
ょ
う

風ぶ

」
な
ど
、
東

京
で
は
な
か
な
か
観
ら
れ
な
い
作
品

が
目
白
押
し
で
す
。
独
自
の
道
を
模

索
し
、
新
境
地
を
開
い
た「
奇
才
」
絵

師
に
よ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ

作
品
と
の
新
た
な
出
会
い
！  

あ
な

た
の〝
江
戸
絵
画
観
〞
が
変
わ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

  

こ
こ
に
集
い
し
、江
戸
時
代
の

奇
才〝
35
〞絵
師

　

江
戸
時
代
の「
奇
才
」
絵
師
を
全

国
各
地
か
ら
集
結
さ
せ
る
本
展
。
総

勢
35
名
の「
奇
才
」
作
品
に
圧
倒
さ

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
東
京
が
世
界

の
注
目
を
集
め
る
五
輪
イ
ヤ
ー
に
開

催
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
展
覧
会
で

す
。 

（
学
芸
員　

江
里
口
友
子
）

播
ばん
州
しゅう
皿
さら
屋
や
敷
しき
　鉄
てつ
山
ざん
下
しも
屋
や
敷
しき

絵
え
金
きん

/画　高知県香南市赤岡町横町二区蔵
展示期間：5月26日（火）～6月21日（日）

竹
ちっ
虎
こ
図
ず
屏
びょう
風
ぶ
（左隻）　

片
かた
山
やま
楊
よう
谷
こく

/画　鳥取・雲龍寺蔵　
展示期間：5月12日（火）～5月24日（日）
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常設展示室から

企画展
　

当
館
で
は
、
江
戸
東
京
の
歴
史
と
文

化
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
そ
れ
ら

を
未
来
へ
伝
え
る
た
め
に
保
存
管
理
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
資
料
が
持
つ
様
々
な

情
報
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の

成
果
を
展
示
な
ど
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

本
展
は
、
当
館
が
新
た
に
収
蔵
し
た

資
料
を
み
な
さ
ま
に
ご
覧
い
た
だ
く
展

覧
会
で
す
。
平
成
30
年
度
は
、
寄
贈
資

料
を
含
め
、
全
1
8
0
7
点
の
資
料
を

当
館
の
収
蔵
品
に
加
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
資
料
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た

方
々
へ
の
感
謝
の
意
も
込
め
て
、
こ
の
中

か
ら
厳
選
し
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
注
目
資
料
は
、
２
代
将
軍
徳

川
秀ひ

で

忠た
だ

の
肖
像
画（
展
示
期
間
：
3
月
10

日
〜
4
月
5
日
）
で
す
。
秀
忠
ゆ
か
り
の

寺
院
で
あ
る
京
都
・
知ち

恩お
ん

院い
ん

が
所
蔵
す

る
肖
像
を
、
幕
末
期
に
復
古
大や

ま

和と

絵え

の

絵
師
冷れ

い

泉ぜ
い

為た
め

恭ち
か

が
模
し
た
も
の
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
徳
川
宗
家
に
伝
わ
る

秀
忠
の
紙か

み

形が
た（

肖
像
画
の
下
絵
）
の
風
貌

3
月
10
日（
火
）〜 

5
月
10
日（
日
） 

常
設
展
示
室　
5
F
企
画
展
示
室 

＊
会
期
中
に
一
部
資
料
の
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

市
民
か
ら
の
お
く
り
も
の
2
0
1
9

―
平
成
30
年
度 

新
収
蔵
品
か
ら
―

に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秀
忠
像

を
忠
実
に
再
現
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
徳
川
歴
代
将
軍
の
中
で
、
初
代

家
康
は
数
多
く
の
肖
像
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
２
代
秀
忠
以
降
は
極
端
に
少

な
く
、稀
な
肖
像
画
で
す
。

　

近
現
代
資
料
で
は
、
1
9
2
3
年

（
大
正
12
）
9
月
1
日
に
発
生
し
た
関
東

大
震
災
関
係
の
資
料
を
多
数
収
蔵
い
た

し
ま
し
た
。
行
政
機
関
な
ど
が
配
布
し

た
文
書
類
や
震
災
を
報
道
す
る
新
聞
、

当
時
配
布
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
や
ビ
ラ
類

な
ど
、
地
震
の
発
生
か
ら
復
興
ま
で
の

貴
重
な
資
料
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
14
代
将
軍
徳
川
家い

え

茂も
ち

の
正
室

和か
ず
の
み
や宮
が
所
用
し
た
葵
紋
と
葉
菊
紋
が
施

さ
れ
た
銀
製
茶
碗
、
明
和
の
美
人
と
し

て
名
高
い
笠か

さ

森も
り

お
仙せ

ん

を
描
い
た
鈴
木
春は

る

信の
ぶ

の
錦
絵（
展
示
期
間
：
4
月
7
日
〜
5

月
10
日
）、
永え

い

代た
い

橋ば
し

や
銀
座
な
ど
の
東
京

風
景
を
写
し
た
明
治
の
古
写
真
、

１
９
５
４
年（
昭
和
29
）か
ら
１
９
５
7
年

（
昭
和
32
）に
か
け
て
東
京
の
名
所
を
上
空

か
ら
撮
っ
た
写
真
な
ど
も
展
示
し
ま
す
。

　

歴
史
を
物
語
る
古
文
書
か
ら
、
生
活

に
身
近
な
資
料
に
い
た
る
ま
で
、
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
豊
か
な
江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

世
界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

 

 

（
学
芸
員　

粟
屋
朋
子
）

徳
とく
川
がわ
秀
ひで
忠
ただ
像
ぞう
　冷泉為恭/画　江戸末期　

資料番号 18200736
展示期間：3月10日（火）～4月5日（日）

永
えい
代
たい
橋
ばし
　

明治初期　資料番号 18750035

ポスター 江
え
戸
ど
ッ
っ
児
こ
の手

て
並
なみ
は

復
ふっ
興
こう
帝
てい
都
と
の檜

ひのき
舞
ぶ
台
たい
で　

大正末期　資料番号 18200126
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教育普及

「
ふ
れ
あ
い
体
験
教
室
」に

 
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
「
ふ
れ
あ
い
体
験
教
室
」
は
、
当
館
の

「
ふ
れ
あ
い
ス
タ
ッ
フ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
が

講
師
と
な
っ
て
開
催
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
ふ
れ
あ
い
ス
タ
ッ
フ
は
、

藍あ
い

染ぞ
め

、ガ
ラ
ス
工
芸
、歌
舞
伎
、キ
モ
ノ
、

昔
遊
び
、
歴
史
民
俗
、
歴
史
散
歩
、
浮

世
絵
の
８
班
か
ら
な
り
、
土
日
を
中
心

に
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
教
室
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

昨
年
11
月
に
は
、「
神か

ん

田だ

上じ
ょ
う

水す
い

関せ
き

口ぐ
ち

大お
お

洗あ
ら
い

堰ぜ
き

跡あ
と

と
付
近
の
大
名
庭
園
を
訪
ね

る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
歴
史
散
歩
を
実

施
し
ま
し
た
。
爽
や
か
な
秋
の
一
日
、
江

戸
川
公
園
か
ら
椿ち

ん

山ざ
ん

荘そ
う

庭
園
、
肥
後
細

川
庭
園
、
和わ

敬け
い

塾じ
ゅ
く

な
ど
16
地
点
を
訪
ね

る
コ
ー
ス
を
2
時
間
か
け
て
歩
き
ま
し

た
。一
人
で
は
な
か
な
か
訪
れ
る
機
会
の

な
い
名
所
を
、
ふ
れ
あ
い
ス
タ
ッ
フ
の
解

説
の
も
と
、
20
名
の
参
加
者
で
回
る
と
、

新
た
な
発
見
や
ひ
と
時
の
交
流
が
あ

り
、最
終
地
点
に
到
着
し
た
時
に
は
、軽

い
運
動
を
し
た
後
の
よ
う
な
爽
快
感
を

感
じ
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

ふ
れ
あ
い
体
験
教
室
で
は
、
歴
史
散

歩
の
他
に
も
、
も
の
づ
く
り
や
伝
統
文

化
体
験
な
ど
、
皆
様
の
興
味
、
関
心
に

応
え
ら
れ
る
よ
う
な
教
室
を
多
数
開
催

し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
裏
表
紙
の

「
催
し
物
の
ご
案
内 

春
期
ふ
れ
あ
い
体

験
教
室
」で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
皆
様
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
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まりください。所要時間は約30分です。
● 変更になる場合がありますので、最新の情報は当館HPでご確認ください。

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。

高校生も楽しめるミュージアムトーク　 4月3日

「市民からのおくりもの2019」展 4月17日、5月1日

文化都市江戸　 4月10日、4月24日

文明開化東京　 5月8日、5月15日

江戸の美　 5月22日、5月29日

町の暮らし　 6月5日、6月12日

モダン東京　 6月19日、6月26日

「歌舞伎の化粧をしてみよう」

「江戸切子体験教室」 「歴史散歩」
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7

　

8
代
将
軍
徳
川
吉
宗
は
、
1
7
4
5
年（
延
享

2
）
3
月
13
日
か
ら
17
日
ま
で
の
5
日
間
、江
戸
城

内
紅も

み
じ葉
山や

ま

東と
う

照し
ょ
う

宮ぐ
う

で
徳
川
家
康
の
百
三
十
回
忌
に

あ
た
る
法
要
を
盛
大
に
営
み
ま
し
た
。
本
図
は
そ

の
な
か
で
中
日
に
あ
た
る
3
月
15
日
の「
大
行
動
」

と
い
う
行
列
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。

　

将
軍
吉
宗
と
嫡
男
家
重
、
輪り

ん

王の
う

寺じ
の

宮み
や

門も
ん

跡ぜ
き

公こ
う

遵じ
ゅ
ん

親し
ん

王の
う

が
乗
っ
た
輿こ

し

の
前
後
を
多
く
の
家
臣
が
警
護

す
る
様
子
が
描
か
れ
た
、
全
長
16
メ
ー
ト
ル
余
に
わ

た
る
行
列
図
は
圧
巻
で
す
。
し
か
も
、一
人
ひ
と
り

の
顔
や
衣
装
の
文
様
が
精せ

い

緻ち

に
描
き
分
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
吉
宗
ら
3
人
が
乗
る
輿
に
は
金
具

の
部
分
に
金
や
漆
を
の
せ
る
な
ど
、
絵
画
的
に
も

細
や
か
な
技
術
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

徳
川
氏
の
法
要
の
様
子
や
、
華
や
か
な
武
家
の

装
束
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
作
品
で
す
。

　

江
戸
を
代
表
す
る
絵
師
、
文
人
の
酒
井
抱
一

（
1
7
6
1
〜
1
8
2
8
）
は
、
1
8
0
9
年

（
文
化
6
）、
49
歳
の
と
き
下
谷
大
塚
に
居
を
構

え
ま
す
。「
雨
華
庵
」
と
称
さ
れ
た
そ
こ
は
、
抱
一

の
活
動
の
拠
点
と
な
る
と
同
時
に
、
江
戸
琳り

ん

派ぱ

の

絵
師
達
の
学
び
舎や

と
な
り
、同
時
代
の
文
化
人
た

ち
の
交
流
の
場
と
も
な
り
ま
し
た
。

　

本
資
料
は
そ
の
庵
門
に
掲
げ
ら
れ
た
木
額
で
、抱

一
の
甥
、
酒
井
忠た

だ

実み
つ（

1
7
7
9
〜
1
8
4
8
）が

揮き

毫ご
う

し
た
も
の
で
す
。
1
9
2
7
年（
昭
和
2
）に

雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
以
来
行
方
が
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
の
木
額
を
は
じ
め
、
抱
一
と
周
辺
の
人
々

と
の
交
流
を
伝
え
る
絵
画
や
工
芸
品
、
計
5
点
を

新
た
に
収
蔵
し
ま
す
。
重
要
文
化
財
「
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

」
を
は
じ
め
と
す
る
当
館
の
抱
一
関

係
資
料
が
、一
層
充
実
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
元
年
度
も
、み
な
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、多
く
の
博
物
館
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。そ
の
一
部
を
こ
こ
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。

＊
各
資
料
の
解
説
は
、眞
下
祥
幸
、春
木
晶
子
、江
里
口
友
子
、落
合
則
子
、田
中
裕
二
が
担
当
し
ま
し
た
。

紅
もみじ
葉山

やま
八
はっ
講
こう
法
ほう
会
え
図
ず
巻
かん
　江戸中期　資料番号 19200001 

「雨
う
華
げ
庵
あん
」額

酒井忠実/書　
1817年（文化14）
資料番号 19200024

新
収
蔵
品
の
紹
介

令
和
元
年
度

徳
川
将
軍
家
の
威
光
を
示
し
た

華
麗
な
法
要

1

酒さ
か

井い

抱ほ
う

一い
つ

の
文
化
サ
ロ
ン

「
雨う

華げ

庵あ
ん

」に
掲
げ
ら
れ
た
木
額

2
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8

　

勝
海
舟
の
父
・
小こ

吉き
ち（

1
8
0
2
〜
1
8
5
0
）が
、
自
身

の
半
生
を
語
っ
た
自
伝
で
す
。
子し

母も

澤ざ
わ

寛か
ん

の
小
説『
父
子
鷹
』
を

通
じ
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
吉
は
、
旗
本
男お

谷だ
に

平へ
い

蔵ぞ
う

の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
7
歳
の

時
、
旗
本
勝
家
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。
少
年
時
代
か
ら
奔
放

な
気
性
で
周
囲
を
困
ら
せ
、
仕
官
を
試
み
る
も
か
な
わ
ず
、
得

意
の
剣
術
を
生
か
し
市
井
の
人
と
し
て
生
き
ま
し
た
。

　
「
夢む

酔す
い

独ど
く

言げ
ん

」
は
、
幕
末
前
夜
の
江
戸
に
生
き
た
武
士
の
暮
ら

し
と
人
間
模
様
、
そ
し
て
当
館
の
あ
る
本
所
地
域
の
情
景
を
活

写
し
て
い
ま
す
。
本

資
料
は
こ
の
著
作
の

原
本
で
す
。
海
舟
の

次
女
疋ひ

き

田た

孝
子
の
所

有
か
ら
、
疋
田
家
と

姻
戚
関
係
に
あ
っ
た

旧
幕
臣
で
文
学
者
の

戸
川
残ざ

ん

花か

の
長
男
浜

男
氏
に
伝
え
ら
れ
ま

し
た
。

　

黒
漆
地
金
蒔
絵
の
七し

っ

宝ぽ
う

繋つ
な
ぎ

文も
ん

様よ
う

に
、
葵
紋
と
輪り

ん

蝶ち
ょ
う

紋も
ん

、
鶴
亀
松
竹
梅
蒔
絵
が
施
さ
れ
た
婚
礼
調
度
の
う
ち

の
一
つ
で
す
。
黒
棚
は
、
主
に
櫛く

し

箱ば
こ

、
眉ま

ゆ

作つ
く
り

箱ば
こ

、
元も

と

結ゆ
い

箱ば
こ

な
ど
女
性
の
化
粧
道
具
を
飾
り
ま
し
た
。

　

当
館
は
、
平
成
22
年
度
に
小こ

櫛ぐ
し

箱ば
こ

、
焚た

き

物も
の

壺つ
ぼ

、
火ひ

取と
り

香こ
う

炉ろ

、
小こ

文ふ

箱ば
こ

、
沈じ

ん

箱ば
こ

、
短た

ん

冊ざ
く

箱ば
こ

、
小こ

箱ば
こ

７
点
を
収
蔵
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
と
同
じ
意
匠
で
、
同
一
の
婚
礼
調
度

と
み
ら
れ
ま
す
。
蒔
絵
と
家
紋
な
ど
か
ら
、
水
戸
徳
川

家
の
斉な

り

昭あ
き

九
男
・
茂も

ち

政ま
さ

と
備
前
岡
山
藩
8
代
藩
主
池
田

慶よ
し

政ま
さ

の
長
女
・
萬ま

壽す

子こ

の
婚
礼
に
際
し
て
し
つ
ら
え
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
婚
礼
は
、
1
8
6
4
年（
元
治

元
）に
行
わ
れ
、
そ
の
4
年
後
に
萬
壽
子
は
他
界
し
ま
し

た
。
散
逸
し
た
一
具
の
婚
礼
調
度
が
再
び
出
会
う
こ
と

は
貴
重
で
す
。

　

東
京
市
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
活
動
の
た
め
に
制
作

し
た
ア
ル
バ
ム
で
す
。
I
O
C
委
員
を
務
め
た
柔
道
の

創
始
者
、
嘉か

納の
う

治じ

五ご

郎ろ
う

ら
の
活
躍
に
よ
り
、
1
9
3
6

年（
昭
和
11
）
7
月
の
I
O
C
総
会
で
、
ア
ジ
ア
で
初
め

て
の
東
京
大
会
開
催
が
決
定
し
ま
し
た
。
1
9
4
0
年

（
昭
和
15
）
に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
日
中
戦

争
の
激
化
に
伴
い
開
催
権
を
返
上
し
、
幻
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
が
初
め
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
に
際
し
、
東
京

を
ど
の
よ
う
に
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
か
が
わ
か
る
資

料
で
す
。
関
東
大
震
災
か
ら
復
興
し
た
東
京
の
街
並
み
、

風
景
、
競
技
場
な
ど
の
施
設
、
日
本
の
武
道
等
を
紹
介

す
る
写
真
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
嘉
納
治
五
郎
が
招

致
活
動
の
際
、
自
ら
も
こ
の
ア
ル
バ
ム
を
配
っ
た
と
い
う

逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

葵
あおい
蝶
ちょう
紋
もん
鶴
つる
亀
かめ
松
しょう
竹
ちく
梅
ばい
七
しっ
宝
ぽう
繋
つなぎ
蒔
まき
絵
え
黒
くろ
棚
だな

1864年（元治元）頃　資料番号 19200025

夢
む
酔
すい
独
どく
言
げん

勝小吉／著　1843年（天保14）　
資料番号 19000103

Tokyo Sports Center of the Orient
（東洋のスポーツ中心地東京）
Tokyo Municipal Office（東京市）／発行
1933年（昭和8）　資料番号 19200030

海
舟
の
父
が
語
る

『
父お
や

子こ

鷹だ
か

』の
世
界

4

散
逸
し
た
婚
礼
調
度
が

再
び
出
会
っ
た

3

幻
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

東
京
の
魅
力
発
信
！
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中
国
人
の
見
た
昭
和
初
期
の
東
京

研究の
散歩道

専
門
調
査
員　

松
野
友
美
・
文

江
戸
・
東
京
を
多
角
的
に
捉
え
る
た

め
、外
か
ら
の
視
点
に
よ
る
史
料
を

用
い
て
描
出
す
る
試
み
が
、
当
館
で
も
行
わ

れ
て
い
る
。
今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
昭
和

初
期
に
東
京
を
訪
れ
た
中
国
人
を
通
し
て

見
え
る
東
京
の
姿
の
一
端
で
あ
る
。

　

日
清
戦
争
で
日
本
が
清
朝
に
勝
利
し
て

以
降
、
中
国
に
と
っ
て
隣
国
で
あ
る
日
本

は
、
欧
米
列
強
の
近
代
化
を
吸
収
す
る
た

め
の
媒
介
と
し
て
、
重
要
な
留
学
先
の
一
つ

と
な
っ
た
。
中
で
も
東
京
に
は
多
く
の
学

生
が
訪
れ
た
。
彼
ら
来
日
中
国
人
の
残
し

た
記
述
か
ら
は
、
異
文
化
と
し
て
の
東
京

の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

例
え
ば
、
東
京
の
一
般
家
屋
の
狭
さ
は
、

広
大
な
土
地
に
暮
ら
す
中
国
人
に
は
驚
き

だ
っ
た
よ
う
だ
。
東
京
の
家
屋
は
、
す
べ
て

薄
い
木
片
、
木
の
板
で
で
き
て
お
り
、
そ
の

姿
は
ま
る
で「
マ
ッ
チ
箱
」、「
弁
当
箱
の
類

を
大
き
く
し
た
よ
う
な
も
の
」
と
形
容
さ

れ
る
。
こ
の
ほ
か
、「
突
然
に
み
す
ぼ
ら
し

く
狭
い
木
造
家
屋
に
住
む
こ
と
に
な
り
、

魚
が
鍋
の
中
で
泳
ぎ
、鳥
が
籠
の
中
に
入
っ

た
よ
う
で
、
座
っ
て
も
立
っ
て
も
場
所
が
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
」と
、
東
京
で
暮
ら

し
始
め
た
当
時
を
振
り
返
る
者
も
い
る
。　
　

日
本
に
も
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
建
造
物
は

存
在
す
る
。
た
だ
し
、
や
は
り
大
陸
と
島

国
と
で
は
、
規
模
に
違
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
ス
ケ
ー
ル
の
差
に
対
す
る
指
摘
は
、廟

で
の
祭
祀
活
動
に
ま
で
及
ぶ
。
と
あ
る
中

国
人
は
、
浅
草
寺
で
日
本
の
参
拝
方
法
を

目
に
し
、「
献
上
す
る
供
物
は
極
め
て
少
な

い
果
物
に
限
ら
れ
て
い
て
、
寄
付
金
は
多

く
と
も
1
、
2
円
を
超
え
な
い
。
燃
や
し

て
い
る
白
い
蝋
燭
は
、長
さ
が
筆
の
鞘
に
等

し
く
、
し
か
も
筆
の
鞘
よ
り
も
ま
だ
細
い
」

と
述
べ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、四
季
の
美
し
さ
や
、
人
々
の

感
性
の
豊
か
さ
、
町
や
生
活
の
清
潔
さ
な

ど
、
東
京
や
日
本
人
の
美
点
に
目
を
向
け

た
記
述
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
来

日
中
国
人
た
ち
自
身
に
向
け
ら
れ
た
眼
差

し
は
、
必
ず
し
も
友
好
的
な
も
の
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
。
日
中
関
係
が
緊
迫
し
、日

本
の
影
響
・
軍
事
力
が
中
国
に
お
い
て
拡

大
し
て
い
く
中
で
、東
京
に
お
い
て
差
別
的

な
対
応
を
と
ら
れ
、
悲
痛
な
思
い
を
し
た

中
国
人
も
存
在
す
る
。
来
日
中
国
人
の
残

し
た
記
述
は
、
東
京
が
異
文
化
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
応
対
し
て
き
た
の
か
、
浮
か

び
あ
が
ら
せ
る
一
つ
の
材
料
に
も
な
ろ
う
。

　

日
中
の
関
係
は
、
近
隣
で
あ
る
が
ゆ
え

に
困
難
も
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
で
も
、
中

国
に「
知
日
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う

に
、
日
本
に
関
心
を
向
け
る
中
国
人
も
少

な
く
な
い
。
2
0
1
8
、
2
0
1
9
年

に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
館
と
北
京
の
首
都
博
物

館
と
に
お
い
て
、
両
都
市
を
比
較
す
る
交

流
展
が
行
わ
れ
た
。
展
示
を
通
し
た
文
化

の
交
流
、
相
互
理
解
の
機
会
が
今
後
も
継

続
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

下町の庶民住宅　復元年代：昭和初期
当館常設展示室5階東京ゾーンの模型。
昭和初期、庶民の暮らしぶりを再現したもの。

浅草寺境内（浅草）
昭和30年代
資料番号 12650849
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国際交流
事業

　

当
館
の
図
書
は
博
物
館
資
料
と
し
て

の
永
久
保
存
を
目
的
に
収
集
し
て
い
ま

す
。
次
世
代
に
資
料
を
伝
え
る
に
は
ど

ん
な
作
業
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
裏

方
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

今
年
度
、図
書
室
で
は
、特
に
貴
重
書

と
し
て
保
存
し
て
い
る
当
館
収
蔵
庫
内

の
約
2
万
点
の
図
書
資
料
の
状
態
確
認

作
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
１
点
１
点

目
で
確
認
し
、
内
容
や
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

し
ま
す
。「
要
注
意
」
と
判
断
し
た
書
籍

は
、
写
真
を
撮
影
し
、
状
態
チ
ェ
ッ
ク

カ
ー
ド
を
作
成
し
ま
す
。
人
間
の
カ
ル

テ
と
同
じ
で
す
ね
。
傷
み
が
激
し
い
図
書

は
修
復
を
行
い
ま
す
。
こ
の
修
復
後
の

状
況
も
カ
ー
ド
に
記
入
し
ま
す
。

　

本
当
に
地
道
な
仕
事
で
す
が
、
本
の

滲し

み
や
書
き
込
み
か
ら
元
の
所
有
者
の

姿
が
窺う
か
がえ

る
な
ど
、
楽
し
み
も
尽
き
ま

せ
ん
。
作
業
の
際
は
、
書
籍
の
タ
イ
ト
ル

を
読
み
上
げ
ま
す
が
、
本
だ
っ
て
名
前
を

呼
ば
れ
る
の
は
嬉
し
い
―
呼
ぶ
こ
と
で

本
に
活
力
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
ま
す
。

　

資
料
を
扱
う
際
は
、
技
術
以
前
に
魂

の
あ
る
物
と
し
て
接
す
る
気
持
ち
が
大

切
で
す
。
物
に
は
魂
が
宿
る
―
こ
れ
は

古
来
か
ら
日
本
人
に
あ
る
考
え
方
の
ひ

と
つ
で
す
。
博
物
館
も
そ
の
気
持
ち
を

大
切
に
し
て
い
ま
す
。

 

（
学
芸
員　

友
野
千
鶴
子
）

本
の「
健
康
チ
ェ
ッ
ク
」

―
図
書
室
の
裏
側
で
―

図書室から
お知らせ

図書資料の状態をチェックし、記録をとる作業の様子

「
第 

18
回 

日
中
韓
博
物
館
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」と

  

企
画
展「
18
世
紀
ソ
ウ
ル
の
日
常

―
ユ
マ
ン
ジ
ュ
日
記
の
世
界
―
」を
開
催
し
ま
し
たユマンジュの書斎の再現模型

　

当
館
で
は
2
0
1
9
年
10
月
22
日

（
火
）
に「
第
18
回
日
中
韓
博
物
館
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
2
0
0
2
年
以

来
、当
館
と
北
京
・
首
都
博
物
館
、ソ
ウ

ル
歴
史
博
物
館
、
瀋し

ん

陽よ
う

故
宮
博
物
館
が

毎
年
持
ち
回
り
で
開
催
し
て
き
た
も
の

で
、
現
在
に
至
る
ま
で
3
ヶ
国
4
館
で

18
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
当
館
で
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
は「
都
市
機
能
と
博
物
館
」と
い
う

テ
ー
マ
の
も
と
、
都
市
発
展
に
対
し
博

物
館
が
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
の
か

に
つ
い
て
各
館
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
活

動
が
報
告
さ
れ
、
活
発
な
意
見
交
換
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
各
館
と
の
相
互
交
流
の
成
果
の

一
つ
と
し
て
、
今
年
度
は
ソ
ウ
ル
歴
史
博

物
館
と
は
じ
め
て
の
交
流
展「
18
世
紀

ソ
ウ
ル
の
日
常
―
ユ
マ
ン
ジ
ュ
日
記
の
世

界
―
」
を
5
階
企
画
展
示
室
で
開
催
し

ま
し
た（
2
0
1
9
年
10
月
23
日
〜
12

月
1
日
）。
こ
の
展
覧
会
で
は
、
両ヤ

ン

班バ
ン

の

家
に
生
ま
れ
た
青
年
ユ
マ
ン
ジ
ュ（
兪
晩

柱
）
が「
欽フ

ム

英ヨ
ン

」
と
名
付
け
た
13
年
間
に

わ
た
る
日
記
の
う
ち
、
1
7
8
4
年
の

１
年
間
を
取
り
上
げ
、
そ
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
人
々
が
実
際
に
使
っ
た
日
常
品
な

ど
と
と
も
に
紹
介
し
ま
し
た
。
来
場
者

か
ら
は
18
世
紀
ソ
ウ
ル
の
人
々
の
暮
ら

し
を
ユ
マ
ン
ジ
ュ
を
通
し
て
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
感
想

が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
館
は
、
今
後
も
海
外
の
博
物
館
と

の
文
化
交
流
を
積
極
的
に
行
う
な
ど
、

多
彩
な
博
物
館
活
動
を
展
開
し
て
ま
い

り
ま
す
。 
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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

　

年
々
増
え
続
け
る
外
国
か
ら
の
お
客
様
に
向
け
、

昨
春
か
ら
新
た
に
多
言
語
対
応
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ツ
ー
ル『
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
指
さ
し
会
話

帳
』
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
外
国
語
に
自
信
が
な
い

け
れ
ど
、
必
要
な
情
報
を
伝
え
る
手
段
は
な
い
も
の

か
、
と
い
う
声
か
ら
う
ま
れ
た
こ
の
手
帳
。
や
や
も

す
れ
ば
時
代
の
逆
を
行
く
紙
媒
体
と
揶
揄
さ
れ
そ

う
で
す
が
、手
帳
を
介
せ
ば
咄
嗟
の
注
意
な
ど
も
速

や
か
に
伝
わ
る″
ス
マ
ー
ト
・
ツ
ー
ル
〞で
す
。
す
で

に
採
用
し
て
い
る
各
種
交
通
機
関
の
事
例
な
ど
を

参
考
に
し
て
制
作
し
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。

　

携
帯
し
や
す
い
A
6
サ
イ
ズ
・
28
ペ
ー
ジ
の
手
帳

に
は
、
園
内
で
頻
繁
に
使
う
会
話
を
厳
選
し
た
最

小
限
の
フ
レ
ー
ズ
と
単
語
を
詰
め
込
み
、
日
本
語
・

英
語
・
中
国
語（
簡
体
字
・
繁
体
字
）・
韓
国
語
の
５

言
語
を
イ
ラ
ス
ト
と
共
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

案
内
、
警
備
、シ
ョ
ッ
プ
、レ
ス
ト
ラ
ン
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
、
園
内
全
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
こ
の
手
帳
と
笑

顔
を
携
え
て
、国
内
外
か
ら
の
お
客
様
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
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/画
江戸後期
個人蔵（滴翠美術館寄託）

　能「紅葉狩」に登場する鬼がつける般若の面を中央に配
し、背景に紅葉と八重桜、鬼が持つ打杖を描く。赤地に金色
の目や歯、藍の隈取り、打杖の緑が、鮮烈で強烈なインパク
トを与えている。糸目もそのまま残る江戸凧である。

（学芸員 江里口友子）

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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駐車場・駐輪場使用中止のお知らせ （2020年4月1日～2020年9月末）

2020年4月1日～2020年9月末（予定）の期間、国技館での東京2020オリンピックのボクシング競技の会場設営のため、当館の駐車場及び 
駐輪場が使用できなくなります。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
車でご来館予定の身体障害者手帳等をお持ちの方は、事前に当館にご相談ください。江戸東京博物館　電話：03-3626-9974（代表）

指さし会話帳
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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　［5月16日（土）「春の藍染体験教室」と5月23日（土）「手描き風鈴を作ろう」を除く］

事前応募制教室　開催場所 :  1階会議室（「歴史散歩」を除く）

●歴史散歩「日本橋を中心とした名所江戸百景散歩」
日時：5月31日（日）13:00～16:00 　
＊荒天時は6月7日（日）に順延
対象：一般　
定員：20名
応募締切：5月15日（金）

●歌舞伎の鳴り物を鳴らしてみよう
日時：４月18日（土）、5月16日（土）　
各日①13：00～13：30　②14:30～15:00
対象：３歳以上　

●春の藍染体験教室
日時：5月16日（土）13：30～15：00 （13：20より整理券配布、先着順 ）
場所：3階江戸東京ひろば北側休憩所　＊荒天などによるひろば閉鎖時は中止
対象：小学生以上　定員：50名

●手描き風鈴を作ろう
日時：5月23日（土）①10：00～11：00  ②11:10～12:10

（各回15分前より受付開始）
場所：3階江戸東京ひろば北側休憩所　＊荒天などによるひろば閉鎖時は中止
対象：小学3年生以上　定員：各回10名

●和算パズル
日時：6月13日（土）13：00～15：30（受付終了15：00）
対象：小学４年生以上

●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：6月13日（土）13：00～15：30（受付終了15：00）
対象：小学生以上

● ミニ万華鏡を作ろう
日時：6月27日（土）10：30～12：00（15分前より受付開始）
対象：一般（幼児は大人と一緒）　定員：30名

●親子で作ろう「ぱたぱた」
”パタパタ”と音立てて手品みたいに模様が変わる、不思議な
伝承おもちゃ「ぱたぱた」を作ろう！
日時：7月19日（日） 13:30～15:30
対象：小学3年生～6年生　
定員：保護者・子供12組（24名）大人と子供で協力し合って一作
品を作ります
応募締切：7月3日（金）

催し物のご案内 春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。

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

お
申
し
込
み

方
法

ミニ万華鏡を作ろう

歴史散歩 親子で作ろう「ぱたぱた」


