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常設展示室から

　

戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
明
治
の
西
洋
館
は
古
く
さ
い
建

築
と
し
て
無
視
さ
れ
て
い
た
が
、〝
明
治
百
年
〞
の
祝
賀
に

あ
た
り
見
直
さ
れ
は
じ
め
、今
は
、ア
ー
チ
や
ド
ー
ム
で
飾

ら
れ
た
姿
も
赤
煉
瓦
や
石
と
い
っ
た
材
料
も
オ
シ
ャ
レ
な

作
り
と
し
て
愛
好
す
る
人
も
多
い
。
し
か
し
、
西
洋
館
を

深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
一
つ
の
壁
が
立
ち
は
だ
か

る
。

　

様
式（
ス
タ
イ
ル
）で
あ
る
。

　

こ
の
教
会
は
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
、
こ
の
銀
行
は
ネ
オ
・
ク
ラ

シ
ッ
ク
様
式
、こ
の
駅
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
様
式
と
い
う
よ

う
に
西
洋
館
に
は
決
ま
っ
た
様
式
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
様
式
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

歴
史
の
中
で
時
代
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
が
、
15
世
紀
の

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
機
に
、過
去
の
様
式
を
再
生（
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
）し
た
り
復
活（
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
）し
た
り
準
拠（
ネ
オ
）

す
る
こ
と
が
始
ま
り
、
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
を
受
け

容
れ
た
明
治
期
は
、そ
う
し
た
歴
史
的
様
式
を
使
う
最
後

の
時
期
に
あ
た
り
、
過
熟
し
爛
熟
し
、
ま
る
で
歴
史
の
オ

モ
チ
ャ
箱
を
引
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
。

　

私
の
世
代
が
建
築
の
歴
史
を
学
び
始
め
た
50
年
ほ
ど

前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
乱
れ
切
っ
た
様
式
は
知
ら
な
く
て

も
日
本
の
近
代
建
築
史
は
理
解
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。し

か
し
研
究
を
進
め
て
み
る
と
、
歴
史
的
様
式
の
無
視
は
間

違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
く
さ
ん
の
様
式
の
中
か
ら

一
つ
を
選
ん
で
設
計
す
る
時
、
な
ぜ
そ
れ
を
選
ぶ
か
の
決
断

が
建
築
家
に
は
必
要
で
、
そ
の
時
、
何
の
思
想
も
好
み
も
な

く
選
ぶ
な
ん
て
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
ど
ん
な
様
式

も
、し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
の
だ
。

　

た
と
え
ば
明
治
の
早
い
時
期
の
三
つ
の
西
洋
館
を
取
り

上
げ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
1
8
7
7
年（
明
治
10
）
完
成
の〈
銀
座
煉
瓦
街
〉

の
様
式
か
ら
。　

　

イ
ギ
リ
ス
の
ネ
オ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
様
式
を
と

る
が
、
こ
の
様
式
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
広
く

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館 

館
長

　藤
森 

照
信

明
治
時
代
の
歴
史
的
様
式

江
戸
東
京
博
物
館
の
常
設
展
示
室
で
は
、実
物
資
料
と
と
も
に
、厳
密
な
調
査
に
基
づ
く
模
型
を
多
く
展
示
し
て
い
ま
す
。

東
京
ゾ
ー
ン「
文
明
開
化
東
京
」コ
ー
ナ
ー
に
は
、音
と
と
も
に
動
き
も
あ
る「
銀
座
煉れ
ん
瓦が

街が
い
」「
鹿ろ
く
鳴め
い
館か
ん
」「
ニ
コ
ラ
イ
堂
」の
縮
尺
模
型
が
あ
り
、人
気
で
す
。

館
長
の
藤
森
照
信
は
、江
戸
東
京
博
物
館
の
開
館
に
際
し
、東
京
大
学
に
在
職
中
か
ら
常
設
展
示
室
の
展
示
計
画
に
長
年
携
わ
り
、

こ
れ
ら
の
模
型
製
作
の
中
心
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

い
ま
、あ
ら
た
め
て
常
設
展
示
室
模
型
の
魅
力
を
館
長
が
ご
紹
介
し
ま
す
。

銀座煉瓦街中央新聞社前賑わいの図　
尾
お

形
がた

月
げっ

耕
こう

／筆　明治末期　資料番号 97201542
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使
わ
れ
て
お
り
、設
計
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
ウ
ォ
ー
ト
ル

ス
は
、
大
英
帝
国
の
植
民
地
様
式
を
自
分
も
ち
ゃ
ん
と
実

現
で
き
る
こ
と
を
誇
示
し
た
か
っ
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
意
図

を
も
っ
た
か
と
い
う
と
、
彼
の
本
業
は
鉱
山
技
師
で
あ
り
、

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
は
鉱
山
技
師
よ
り
建
築
家
の

方
が
格
上
と
見
ら
れ
て
お
り
、
せ
め
て
日
本
で
は
格
上
の

建
築
家
と
し
て
働
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、〈
鹿
鳴
館
〉
は
屋
根
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
系

様
式
と
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
と
い
う
植
民
地
様
式
を
ベ
ー
ス
と
す

る
が
、
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
の
列
柱
に
は
椰や

子し

の
樹
の
姿
を
、
室
内

で
は
イ
ス
ラ
ム
装
飾
を
加
え
る
と
い
う
奇
妙
な
混
合
を
特

徴
と
し
て
い
た
。
椰
子
の
樹
の
列
柱
と
イ
ス
ラ
ム
の
組
合
せ

は
、当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
イ
ン
ド
風
を
意
味
し
て
い
た
。

　

鹿
鳴
館
を
設
計
し
た
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
は〝
地
理

的
建
築
様
式
観
〞
を
も
ち
、
西
洋
と
日
本
の
溝
を
埋
め
る

に
は
中
間
の
イ
ン
ド
の
様
式
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
考
え
て
い

た
の
だ
っ
た
。

　

モ
ス
ク
ワ
か
ら
送
ら
れ
て
き
た〈
ニ
コ
ラ
イ
堂
〉
の
原
案

は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
ロ
シ
ア
正
教
会
の
様
式
を
持
っ
て
い

た
。
し
か
し
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
実
施
設
計
を
引
き
受
け
た
コ

ン
ド
ル
は
、
ロ
シ
ア
正
教
の
平
面
は
ち
ゃ
ん
と
守
り
な
が

ら
、
外
観
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
正
教
会
を
特
徴
づ
け
る
ネ

ギ
坊ぼ

う

主ず

形が
た

の
ド
ー
ム
を
や
め
、
イ
ギ
リ
ス
風
に
変
え
て
し

ま
っ
た
。
ネ
ギ
坊
主
に
は
自
分
の
美
意
識
が
耐
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
様
式（
ス
タ
イ
ル
）と
姿
に
は
、手
が

け
た
建
築
家
の
想
い
と
時
代
の
傾
向
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 関東大震災写真帖　ニコライ堂

副
ふく

見
み

喬
たか

雄
お

／撮影　1923年（大正12）　資料番号 89000122

東京真画名所図解 鹿鳴館
井
いの

上
うえ

安
やす

治
じ

／画　明治前期　資料番号 85200748

鹿鳴館　復元年代：1885年（明治18）11月ニコライ堂　復元年代：明治20年代

2



常設展示室から

「江戸の美」
コーナーから

　

都
市
江
戸
の
町
人
社
会
で
、「
い
き
」の
美
意
識
が
成
立

し
た
18
世
紀
後
期
の
天
明
〜
寛
政
期（
1
7
8
1
〜

1
8
0
0
年
）、
浮
世
絵
の
世
界
は
、
鳥と

り

居い

清き
よ

長な
が

、
喜き

多た

川が
わ

歌う
た

麿ま
ろ

、
東と

う

洲し
ゅ
う

斎さ
い

写し
ゃ

楽ら
く

が
活
躍
し
、
創
造
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
の
社
会
は
、天
明

の
大
飢
饉
や
物
価
の
高
騰
が
起
こ
り
、
田た

沼ぬ
ま

意お
き

次つ
ぐ

の
積
極

的
な
商
業
政
策
が
終
焉
を
迎
え
た
時
代
で
し
た
。
松
平
定

信
に
よ
る
寛
政
の
改
革
が
始
ま
り
、
江
戸
の
開
放
感
と
活

気
に
影
を
落
と
し
始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
社
会
情
勢
の

中
、
育
く
ま
れ
た「
い
き
」を
2
作
品
の
浮
世
絵
か
ら
読
み

取
っ
て
い
き
ま
す
。

遊
里
の「
張
り
」

　
「
当と

う

世せ
い

遊ゆ
う

里り

美び

人じ
ん

合あ
わ
せ 

た
ち
花
」の
女
性
た
ち
は
、
橘

た
ち
ば
な

町ち
ょ
う

（
現
在
の
東
日
本
橋
辺
り
）
の
芸
者
で
、
座
敷
に
出
る
前
の

身
支
度
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
中
央
の
芸
者
は
、

ま
だ
唇
に
紅
を
差
す
仲
間
の
ほ
う
を
見
や
っ
て
い
ま
す
。

支
度
が
整
う
と
、
芸
者
た
ち
は
呼
ば
れ
た
座
敷
へ
歩
い
て

向
か
い
ま
し
た
。
彼
女
ら
の
着
物
は
当
時
流
行
の
褄つ

ま

模
様

で
、
素
足
で
下
駄
を
履
い
て
歩
く
、
い
き
な
裾す

そ

さ
ば
き
を

引
き
立
て
ま
し
た
。
鳥
居
清
長
の
描
く
流
麗
で
す
ら
り
と

し
た
体
躯
は
、
江
戸
美
人
の
理
想
の
姿
で
、
現
代
で
は「
江

戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
番
を
控
え
た

芸
者
た
ち
の「
張
り
」が
、生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

機
微
を
知
る
恋

　

頬
杖
を
つ
き
遠
く
を
見
や
り
な
が
ら
、
ふ
と
目
を
細
め

る
。「
歌か

撰せ
ん

恋こ
い

之の

部ぶ 

物も
の

思お
も
う

恋こ
い

」は
、顔
の
表
情
や
手
の
仕
草

で
、
心
の
内
の
動
き
を
捉
え
た「
美
人
大お

お

首く
び

絵え

」。
喜
多
川

歌
麿
に
よ
る
傑
作
で
す
。
無
駄
の
な
い
す
っ
き
り
と
し
た

描
線
が
、
顔
の
表
情
に
軽
み
と
品
を
与
え
て
い
ま
す
。
既

婚
を
示
す
剃
ら
れ
た
眉
、
庶
民
が
結
っ
た「
灯と

う

籠ろ
う

鬢び
ん

し
の

字
髷ま

げ

」
は
、
町
屋
の
女
房
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

天
明
～
寛
政
期
の

美
人
画
に
み
る
江
戸
の「
い
き
」

小
紋
染
の
小
袖
は
、
ほ
ん
の
り
赤
み
の
さ
す
薄
鼠
色
で
、

黒
地
に
黄
の
格
子
縞
の
下
着
、
紫
の
絞
り
の
襦じ

ゅ

袢ば
ん

を
い
き

に
合
わ
せ
、
顔
と
腕
の
色
香
を
引
き
立
た
せ
て
い
ま
す
。

人
生
の
機
微
を
知
る
年
上
女
性
が
、
恋
の
想
い
に
遊
ぶ
姿

で
す
。

通つ
う

な
い
き
か
た

　

こ
の
2
作
品
の
美
人
か
ら
は
、世
情
の
機
微
を
知
り「
い

き
」
に
生
き
る
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
18
世
紀
後

期
の
江
戸
で
は
、
こ
の
行
動
理
念
を「
通つ

う

」
と
言
い
表
し
て

い
ま
し
た
。

　
「
派
手
に
し
て
は
で
に
あ
ら
ず 

い
き
ニ
し
て
い
き
を
見

せ
ず 

し
や
れ
を
知
ッ
て
洒
落
を
隠
し
」（
天
明
元
年『
雲
井

草
紙
』）
と
い
う
感
覚
が
、
彼
女
ら
の
姿
か
ら
観
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

　

常
設
展
示
室「
江
戸
の
美
」
の
コ
ー
ナ
ー
の「
浮
世
絵
の

世
界
」で
は
、
毎
月
テ
ー
マ
を
設
け
展
示
替
え
を
行
っ
て
い

ま
す
。
10
月
20
日（
火
）〜
11
月
23
日（
月
・
祝
）
は
、
鳥
居

清
長
の
特
集
。
今
回
ご
紹
介
し
た「
当
世
遊
里
美
人
合　

た
ち
花
」を
展
示
し
ま
す
。 

（
学
芸
員　

西
村
直
子
）

当世遊里美人合　たち花
鳥居清長／画　1782-84年（天明2-4）頃　
資料番号 89204074

歌撰恋之部　物思恋
喜多川歌麿／画　1793年（寛政5）頃　
資料番号 16200003
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「江戸の四季と盛り場」
コーナーから

神
田
明
神
祭
礼
に
み
る
、

江
戸
の
人
々
の
願
い

　

常
設
展
示
室
の
江
戸
ゾ
ー
ン
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く

の
が
、高
さ
8
・
6
ｍ
に
お
よ
ぶ「
神
田
明
神
山だ

車し

」。
江

戸
の
三
大
祭
の
一
つ
、
神
田
明
神
祭
礼（
神
田
祭
）
で
曳

き
出
さ
れ
た
山
車
を
、原
寸
大
で
復
元
し
た
も
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
1
6
8
1
年
以
降
、
旧
暦
9
月
14
、
15

日
に
隔
年
で
催
さ
れ
た
祭
礼
で
は
、神み

こ
し輿

二
基
に
神
馬
・

提
灯
・
長な

が

柄え
の

槍や
り

、
そ
し
て
氏
地
の
町
々
に
よ
る
36
本
前

後
の
山
車
や
練
り
物
が
壮
大
な
行
列
を
成
し
ま
し
た
。

行
列
は
江
戸
城
の
北
東（
艮
う
し
と
ら

）
で
鬼
門
に
あ
た
る
一
帯

を
練
り
歩
き
、
将
軍
の
上
覧
の
た
め
江
戸
城
に
入
城
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
神
田
祭
は
、
同
じ
く
将
軍
が
上
覧

す
る
山さ

ん

王の
う

祭ま
つ
り

と
と
も
に
、「
天
下
祭
」
と
も
称
さ
れ
ま

す
。
数
か
所
の
城
門
を
潜
る
た
め
、
山
車
は
最
上
部
の

人
形
が
下
部
に
収
納
で
き
る
仕
掛
け
で
す
。

　
「
江
戸
の
四
季
と
盛
り
場
」
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
の
山

車
と
と
も
に
、
賑
や
か
な
行
列
の
様
子
の
復
元
模
型
や
、

行
列
を
描
い
た
絵
巻
や
錦
絵
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、江
戸
時
代
後
期
の「
神
田
明
神
祭
礼
図
巻
」に
は
、

浦
島
太
郎
や
桃
太
郎
、
鯰な

ま
ず

に
要か

な
め

石い
し

と
い
っ
た
物
語
や
伝

説
を
表
す
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
山
車
や
練
り
物
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
鯰
と
要
石
の
山
車
は
、
地
震
除
け
の
願
い

を
意
味
し
ま
す
。
同
様
に
、
鬼
退
治
な
ど
の
征せ

い

伐ば
つ

譚た
ん

を

示
す
山
車
か
ら
も
、
人
々
の
平
安
へ
の
願
い
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

ま
た
、祭
礼
の
た
び
に
つ
く
ら
れ
た「
祭
礼
番ば

ん

附づ
け

」（
文

字
や
絵
で
祭
礼
行
列
の
内
容
を
伝
え
た
摺す
り

物も
の

。
行
列
見
物

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
役
目
を
果
た
し
た
。）
を
見
る
と
、
源

為た
め

朝と
も

や
鍾し

ょ
う

馗き

と
い
っ
た
、
疫
病（
疱ほ
う

瘡そ
う

）
除よ

け
の
英
雄
た

ち
の
山
車
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
神
田
神
社
の
祭
神
で
あ
る
平

た
い
ら
の

将ま
さ

門か
ど

は
、
そ

の
祟
り
が
厄
災
や
疫
病
を
も
た
ら
す
と
お
そ
れ
ら
れ
た

た
め
に
神
格
化
さ
れ
た
人
物
で
す
。
神
田
神
社
は
、
疫

病
退
散
を
願
う
の
に
う
っ
て
つ
け
の
神
社
と
言
え
ま
す
。

　

祭
礼
の
開
催
時
期
は
５
月
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、
そ

の
熱
狂
は
変
わ
ら
ず
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
裏
に
あ
る
厄
災
や
疫
病
へ
の
お
そ
れ
と
平
安
へ
の

願
い
も
、
今
日
の
わ
た
し
た
ち
に
は
一
層
切
実
に
感
じ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

 （
学
芸
員　

春
木
晶
子
）

神田明神山車　復元年代：江戸末期神田明神祭礼図巻　第二巻　横山窓／写　江戸時代後期 資料番号 96201316

神田明神行列　復元年代：江戸後期
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研究の
散歩道

江
戸
時
代
の
小
袖
類
は
当
館
の
常
設
展
示

室
で
、一
段
と
華
や
か
な
輝
き
を
放
っ
て

い
る
。
小
袖
は
現
在
の
和
服
の
祖
型
と
な
る
衣

服
で
、
多
彩
な
文
様
で
彩
ら
れ
た
も
の
が
多
く

製
作
さ
れ
、
そ
の
文
様
を
表
す
染
織
技
法
も
時

代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
特

に
、
型
紙
と
防ぼ

う

染せ
ん

糊の
り

を
用
い
る
型
染
は
江
戸
時

代
に
隆
盛
し
た
技
法
の
ひ
と
つ
で
、
細
密
な
文

様
を
特
徴
と
す
る
小
紋
染
や
、
浴
衣
に
多
用
さ

れ
た
長な

が

板い
た

中ち
ゅ
う

形が
た

も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　

卓
越
し
た
型
彫
り
師
の
技
術
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
型
紙
は
、そ
の
文
様
の
美
し
さ
か
ら
海
外
の

注
目
を
集
め
、
幕
末
期
に
は
大
量
に
欧
米
に
輸

出
さ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
の
源
流
と

な
っ
た
。
し
か
し
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ

ず
、
こ
れ
ま
で
の
型
染
研
究
に
お
い
て
も
、
型
紙

や
型
染
技
術
の
展
開
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
近
年
で
は
そ
う
し
た

状
況
が
見
直
さ
れ
、型
紙
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
国
内
に
点
在
す
る
型
紙
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

多
く
が
地
域
・
年
代
関
係
な
く
収
集
さ
れ
て
お

り
、型
紙
の
使
用
時
期
が
特
定
し
づ
ら
い
と
い
う

こ
と
が
こ
の
研
究
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
当
館
が
所
蔵
す
る
型
紙

資
料
群
は
、
長
板
中
形
型
付
け
師
の
清
水
吉
五

郎
氏（
1
8
7
4
〜
1
9
3
6
年
）
と
そ
の
子

息
で
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
に
認
定
さ
れ
た

清
水
幸
太
郎
氏（
1
8
9
7
〜
1
9
8
8
年
）

が
使
用
し
た
二
千
枚
以
上
の
型
紙
を
中
心
と

し
、
型
紙
の
使
用
年
代
が
あ
る
程
度
特
定
で
き

る
点
で
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
こ
の
型
紙

か
ら
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の

型
紙
様
式
の
変
遷
を
追
う
こ
と
が
期
待
で
き
る

が
、
今
日
ま
で
本
格
的
な
調
査
は
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
年
度
よ
り
本
資
料
の
調

査
を
進
め
、
主
に
型
紙
の
製
作
年
代
の
検
証
を

始
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

幕
末
期
以
降
、
海
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
化

学
染
料
や
新
し
い
技
術
に
よ
っ
て
、
日
本
の
染

織
文
化
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
。
そ
う
し

た
変
化
の
中
で
、
型
染
は
江
戸
時
代
以
来
の
技

術
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
今
後
の
資
料
調
査
に
ご
期
待
い
た
だ

き
た
い
。

長板中形型紙 柴垣に秋草
資料番号 05003087

長板中形型紙 桔梗によろけ縞
資料番号 05003180

日
本
衣
文
化
の
陰
の
立
役
者「
型
紙
」

～
江
戸
東
京
博
物
館
の
型
染
資
料
群
に
つ
い
て
～

学
芸
員

　川
口
友
子
・
文
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江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

「
浅あ

さ

草く
さ

紙が
み

」

　

浅
草
紙
と
は
、
江
戸
時
代
か
ら

1
9
6
0
年
代
頃
ま
で
使
用
さ
れ
て
い

た
、
現
代
の
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
や
ト

イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
に
あ
た
る「
漉す

き
返か
え

し
紙が
み

」で
す
。
漉
き
返
し
紙
は
反ほ

故ご

紙し

を

ほ
ぐ
し
て
再
度
漉
き
な
お
し
た
も
の
で
、

当
初
浅
草
あ
た
り
で
漉
か
れ
て
い
た
た

め
、浅
草
紙
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
紙
質
が
粗
悪
な
の
で
、「
悪わ
る
が
み紙
」と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
浅
草
紙
の
う
ま
れ

た
江
戸
時
代
は
、紙
の
生
産
・
消
費
量
が

多
く
な
り
、漉
き
返
し
紙
が
盛
ん
に
つ
く

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

資
料
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
古
紙
の

墨
が
残
っ
て
い
る
の
で
全
体
的
に
灰
色
で

す
。髪
の
毛
や
ほ
ぐ
し
き
れ
て
い
な
い
紙
、

中
に
は
文
字
が
残
っ
て
い
る
部
分
も
あ

り
ま
す
。
紙
の
大
き
さ
は
18
・
3
㎝
×
20
・

6
㎝
で
、
厚
さ
を
測
っ
て
み
る
と
、
厚
い

と
こ
ろ
で
0
・
42
㎜
、薄
い
と
こ
ろ
で
0
・

16
㎜
。一
般
的
な
コ
ピ
ー
用
紙
が
0
・
09

㎜
で
ほ
ぼ
均
一
で
す
の
で
、
そ
の
厚
さ
と

漉
き
ム
ラ
か
ら
、
粗
悪
さ
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。こ
の
よ
う
な
生
活
に
密
着
し
た
も

の
は
、
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多

く
、
今
に
伝
わ
る
こ
の
資
料
は
と
て
も
貴

重
で
す
。 

（
学
芸
員　

白
井
麻
美
）

キュレーターズ・
チョイス
 V o l .  8  

透過光撮影したもの。ほぐせていない紙の塊、
漉
すき

簀
す

のあとがよくわかります。
浅草紙
資料番号 95004694　

● 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。
● 変更または中止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。

企画展「大東京の華」 10月2日、11月13日
江戸の美 10月9日、16日
文明開化東京 10月23日、30日

町の暮らし 11月6日、20日
高度経済成長期の東京 11月27日、12月4日
江戸の四季と盛り場 12月11日、18日

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
私
た
ち
の
働

き
方
や
生
活
様
式
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

図
書
室
で
も
安
全
に
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
に

様
々
な
感
染
予
防
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。
机
や

椅
子
、パ
ソ
コ
ン
な
ど
は
定
期
的
に
消
毒
を
お
こ

な
っ
て
い
ま
す
が
、
紙
で
で
き
て
い
る
上
に
大
切

な
博
物
館
資
料
で
あ
る
図
書
は
そ
う
も
い
き
ま

せ
ん
。で
は
、ど
う
す
る
か
？ 

　こ
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
紙
の
上
で
は
24
時

間
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
は
72
時
間
で
不
活
性
化
す

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、利
用
さ
れ
た

図
書
は
す
ぐ
に
書
棚
に
戻
さ
ず
、
所
定
の
ブ
ッ
ク

ト
ラ
ッ
ク
で
3
日
間
別
置
を
し
て
い
ま
す
。
別
置

中
の
図
書
を
利
用
し
た
い
方
に
は
、
表
紙
保
護

用
の
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
カ
バ
ー
を
消
毒
用
ア
ル

コ
ー
ル
で
拭
い
て
か
ら
お
渡
し
し
ま
す
。
ウ
イ
ル

ス
を
取
り
巻
く
状
況
は
日
々
変
化
し
て
お
り
ま

す
が
、
新
し
い
情
報
を
収
集
し
、
適
宜
対
策
を
更

新
で
き
る
よ
う
検
討
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

図
書
室
の
仕
事 

Vol.
2

w
i
t
h
コ
ロ
ナ
の

図
書
提
供

図書室から
お知らせ蔵

書
整
理
・
年
末
年
始
の
た
め
、
以
下
の
期
間
は
図
書
室
を

休
室
い
た
し
ま
す
。

2
0
2
0
年
12
月
14
日（
月
）〜
2
0
2
1
年
1
月
4
日（
月
）
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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
東
京
た
て
も
の
園
で
は
、平
成
28
年
に
発
生
し
た
熊

本
地
震
を
機
に
、
復
元
建
造
物
の
耐
震
性
を
改
め
て
見
直

し
て
い
ま
す
。

　平
成
29
年
度
に
、「
前
川
國
男
邸
」「
田
園
調
布
の
家（
大
川

邸
）」に
つ
い
て
、
建
物
の
耐
震
性
を
確
認
す
る
調
査
で
あ
る

「
耐
震
診
断
」を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、補
強
が
必
要
と
い
う
結

論
が
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
結
果
を
受
け
、
平
成
30
年
度
に

設
計
、平
成
31
年
度
に
耐
震
補
強
工
事
を
行
い
ま
し
た
。

　2
棟
共
に
目
標
と
す
る
耐
震
性
能
に
対
し
て
壁
の
量
が

十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、工
事
で
は
構
造
用
合
板
と
よ

ば
れ
る
、
強
度
の
高
い
板
を
新
た
に
設
置
し
、
壁
の
耐
力
を

向
上
さ
せ
ま
し
た
。
構
造
用
合
板
を
設
置
し
た
箇
所
は
、建

物
の
意
匠
に
配
慮
し
て
壁
の
内
部
と
し
、ま
た
解
体
の
際
に

復
旧
が
比
較
的
容
易
な
板
張
り
の
壁
と
し
ま
し
た
。
そ
の

他
、接
合
部
の
金
物
に
よ
る
補
強
や
、基
礎
と
土
台
の
緊
結
、

屋
根
の
棟
積
み
の
補
強
等
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　ど
の
補
強
も
目
に
見
え
る
箇
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
併

せ
て
劣
化
部
分
の
修
繕
も
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、工
事
を

終
え
た
復
元
建
造
物
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

 

（
建
築
技
術
専
門
員

　安
藤
亜
由
美
）

前
川
國
男
邸
・
田
園
調
布
の
家

（
大
川
邸
）の
耐
震
補
強
工
事
を

実
施
し
ま
し
た

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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三笠會舘　グリル野菜のカレー 
（野菜は季節によって変わります。）今後の特別展

「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵　
古代エジプト展  天地創造の神話」開催！

「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵　古代エジプト展　天地創造の神話」
会場  江戸東京博物館　1階 特別展示室

※展覧会の詳細は当館HPでお知らせします。
※10月から開催予定であった「縄文」展は延期となりました。

レストランで楽しむ「文様」

　江戸時代、日本と唯一交流のあったヨーロッパの
国はオランダでした。当時のヨーロッパでは磁器を焼
く技術がなかったことから、九州肥前地方の磁器は高
い評価を受け、長崎交易の代表的な輸出品のひとつ
でした。
　この「染付芙

ふ

蓉
よう

手
で

VOC字文皿」はオランダ東インド
会社が発注、有田で製作し海外へ輸出されたもので
す。皿中央の大きな円には同社頭文字をデザインした
「V.O.C」のマークがついています。大きな円の周囲を
区切る文様が大きな芙蓉の花を連想させるデザイン
であることから「芙蓉手」と呼ばれ、当時のヨーロッパ

で人気のデザインでした。
　当館1階レストラン「銀座洋食 三笠會館」では、人
気メニュー「グリル野菜のカレー」を「染付芙蓉手
VOC字文皿」を再現したお皿でご提供しています。お
食事とともにぜひ文様もお楽しみください。

耐震補強工事後の前川國男邸

染付芙蓉手ＶＯＣ字文皿　
江戸中期　資料番号 95201624

三笠會館　グリル野菜のカレー 
（野菜は季節によって変わります。）

ニコライ堂
復元年代：明治20年代

1884年（明治17）に建設工事が始まったニコライ
堂。丸太を使って組まれた足場からは東京市中を
一望することができた。模型背景の画像は、1889年
（明治22）に、この足場から、360°の東京全景を撮
影したものといわれている。ニコライ堂は1923年（大
正12）の関東大震災で大きな被害を受けた。

パレメチュシグのミイラ・マスク　
© Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum 
und Papyrussammlung Berlin / M. Büsing

この秋開催予定！会期は当館HPで！
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