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大
江
戸
の
華

—

武
家
の
儀
礼
と
商
家
の
祭

—

7
月
10
日（
土
）〜
9
月
20
日（
月・祝
）　
1
階
　
特
別
展
示
室 

＊
会
期
中
に
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

特別展　
大
江
戸
。

　
こ
の
言
葉
は
私
た
ち
を
過
去
に
誘

い
、
そ
し
て
活
発
に
し
て
明
る
い
印

象
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
都
市
江
戸
の

実
像
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
に
受
け

取
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と

は
自
明
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

が
今
日
の
私
た
ち
に
プ
ラ
ス
の
印
象

を
与
え
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
展
覧
会
は
、
こ
の
大
江
戸

の
活
発
で
明
る
い
印
象
に
注
目
し
、

都
市
江
戸
が
持
つ
ひ
と
つ
の
側
面
を
、

〝
大
江
戸
の
華
〞
と
い
う
言
葉
を
通

じ
て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
企
画
し

ま
し
た
。
展
示
で
は
武
家
の
儀
礼
、

江
戸
の
祭
り
や
行
事
に
注
目
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
江
戸
に

お
け
る
生
活
の
ハ
レ
の
場
面
に
か
か

わ
り
ま
す
。
そ
の
様
子
を
さ
ま
ざ
ま

な
作
品
を
通
し
て
見
る
と
、
江
戸
に

生
き
た
人
々
の
明
日
へ
の
活
力
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
展
覧
会
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
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第
1
章
で
は
甲
冑
や
刀
剣
、
乗
物

な
ど
将
軍
・
大
名
の
所
用
品
を
展
示

し
ま
す
。
武
具
は
江
戸
時
代
以
前
で

は
ま
さ
に
武
器
で
あ
っ
た
も
の
で
す

が
、
泰
平
の
世
の
中
に
あ
っ
て
は
、
贈

答
や
装
飾
な
ど
に
活
用
さ
れ
、
武
家

の
権
威
を
表
現
す
る
道
具
と
な
り

ま
し
た
。

　
第
2
章
で
は
江
戸
の
大お

お

店だ
な

、
鹿か

嶋じ
ま

屋や

東ひ
が
し

店だ
な

の
祭
り
を
覗
い
て
み
ま
す
。

屋や

敷し
き

神が
み

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
富と

み

永な
が

稲
荷
は
、
社
殿
か
ら
獅し

子し

頭が
し
ら

に
い
た

る
ま
で
、
祭
り
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
表

現
す
る
ほ
ど
に
多
く
の
作
品
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
同
じ
く
鹿
嶋

屋
東
店
に
伝
え
ら
れ
た
雛
道
具
は
、

武
家
の
所
用
品
に
も
匹
敵
す
る
迫

力
あ
る
作
品
で
す
。

　
第
3
章
で
は
婚
礼
道
具
や
衣
装

か
ら
、
武
家
女
性
の
華
や
か
さ
を
表

現
し
ま
す
。
将
軍
家
に
か
か
わ
る
婚

礼
調
度
は
梨な

子し

地じ

の
作
品
も
多
く
、

と
り
わ
け
鮮
や
か
で
す
。

　
こ
の
彩
り
華
や
か
な
作
品
群
の
な

か
か
ら
、特
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た

い
作
品
を
、次
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。

白し
ろ

紺こ
ん

糸い
と

威お
ど
し

丸ま
る

胴ど
う

具ぐ

足そ
く

　
江
戸
時
代
後
期
の
紀
伊
徳
川
家

当
主
が
所
用
し
た
、
贅
を
尽
く
し
た

白紺糸威丸胴具足
江戸時代後期
資料番号 92202316・23・26・29・30・31

金
きん
小
こ
札
ざね
変
かわ
り袖
そで
紺
こん
糸
いと
妻
つま
紅
べに
威
おどし
丸
まる
胴
どう
具
ぐ
足
そく

江戸時代　
ミネアポリス美術館、
エセル・モリソン・ヴァン・ダーリップ基金所蔵
Photo: Minneapolis Institute of Art

1



晴
着
と
し
て
あ
つ
ら
え
ら
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
染
色
技
法
は
、
江

戸
時
代
中
期
に
発
達
し
、
裕
福
な
町

人
階
級
の
女
性
の
衣
装
に
多
用
さ

れ
ま
し
た
。
　

　
背
裏
に
は
墨ぼ

く

書し
ょ

銘め
い

が
書
か
れ
た
布

地
が
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、

江
戸
浅
草
見
附
脇
の
町
名
主
小
西

喜
左
衛
門
が
、
1
7
3
0
年
（
享
保

15
）
に
19
歳
で
亡
く
な
っ
た
愛
娘
の

供
養
の
た
め
、
菩
提
寺
に
奉
納
し
た

娘
の
形
見
の
品
と
わ
か
り
ま
す
。
着

用
者
と
製
作
時
期
が
ほ
ぼ
特
定
で

き
る
貴
重
な
作
品
で
す
。

獅し

子し

頭が
し
ら

　
江
戸
の
鹿
嶋
屋
と
い
え
ば
、下
り

酒
問
屋
の
鹿
嶋
清せ

い

兵べ

衛え

家
（
本
店
）

が
有
名
で
す
。
同
家
4
代
清
兵
衛

は
、
深
川
島
田
町
に
分
家
の
東
店

を
出
し
、
清
左
衛
門
を
名
乗
り
ま

し
た
。
鹿
嶋
清
左
衛
門
の
東
店
は

江
戸
時
代
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け

て
経
営
を
拡
大
し
、
本
店
に
も
劣

ら
ぬ
、
江
戸
屈
指
の
大
店
に
成
長

し
ま
し
た
。
こ
の
商
店
が
鹿
嶋
屋

東
店
で
す
。

　
鹿
嶋
屋
東
店
で
は
、
屋
敷
神
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
富
永
稲
荷
を

信
仰
し
て
い
ま
し
た
。
当
館
は
稲
荷

社
の
社
殿
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
資
料
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
獅

子
頭
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
1
8
5
8

年
（
安
政
5
）
3
月
に
招
福
や
疫
病

退
治
を
祈
願
し
て
、
富
永
稲
荷
に
奉

納
さ
れ
た
も
の
で
す
。
富
永
稲
荷
の

神
前
で
の
獅
子
舞
に
は
、
獅
子
頭
の

製
作
・
奉
納
に
か
か
わ
っ
た
多
く
の

人
々
が
集
ま
り
、
賑に

ぎ

々に
ぎ

し
く
行
わ
れ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
徳
川
家
光
所
用

の
乗
物
、
富
永
稲
荷
の
祭
礼
で
用
い

ら
れ
た
四し

神じ
ん

旗き

な
ど
、
迫
力
あ
る
作

品
が
展
覧
会
を
盛
り
上
げ
ま
す
。
ほ

と
ん
ど
が
日
常
の
な
か
の
ハ
レ
の
場

面
に
登
場
し
た
作
品
で
す
。

　
ハ
レ
の
場
は
明
日
へ
の
活
力
を
生

み
出
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
江
戸
時

代
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
代
の

わ
れ
わ
れ
も
等
し
く
感
じ
る
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
展
覧
会
が

も
う
ひ
と
つ
の
ハ
レ
の
場
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
。 

　

（
学
芸
員
　
川
口
友
子
・
小
酒
井
大
悟
・

齋
藤
慎
一
）

復
古
調
の
具
足
で
す
。

　
金
色
の
小こ

札ざ
ね

を
白
と
紺
の
糸
で

威お
ど

し
、
兜
の
正
面
に
は
倶く

利り

伽か

羅ら

（
不
動
明
王
の
化
身
）
の
前ま

え

立だ
て

を
飾
っ

て
お
り
、
袖
や
臑す

ね

当
て
に
は
白び

ゃ
く

檀だ
ん

塗ぬ

り
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
随
所

に
据
え
ら
れ
た
三
ツ
葉
葵
紋
の
金
具

も
見
ど
こ
ろ
で
す
。
い
か
に
も
戦
場

よ
り
儀
式
の
場
が
似
合
う
具
足
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

染そ
め

分わ
け

縮ち
り

緬め
ん

地じ

襷た
す
き

菊き
く

青せ
い

海が
い

波は

文も
ん

様よ
う 

友ゆ
う

禅ぜ
ん

染ぞ
め

振ふ
り

袖そ
で

　
友
禅
染
の
振
袖
で
、
お
そ
ら
く
は

information

特別展

「大江戸の華 
  ―武家の儀礼と商家の祭―」
開館時間： 午前9時30分～午後5時30分
 ※入館は閉館の30分前まで
休館日： 毎週月曜日（ただし7月26日、8月2・9・16・30日、9月20日は開館） 
 および8月10日（火）
※ 会期中に展示替えがございます。
※ 新型コロナウイルス感染症などの状況によって、会期・休館日・開館時間・ 
観覧料・各種割引サービス等を変更する場合がございます。

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、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

※（　）内は20名以上の団体料金。
※ 次の場合は特別展観覧料が無料です。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。
※ 開館時間の変更やシルバーデーの実施については、江戸東京博物館のホームページをご確認ください。
※ 前売券は、7月9日（金）まで販売。7月10日（土）から会期中は当日料金で販売。
※ 会場内の過密防止のため、入場制限や事前予約制を実施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確認ください。

〈チケット販売所〉江戸東京博物館、主要プレイガイド
※特別展・常設展共通券の販売は江戸東京博物館のみ（予定）。

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

重要文化財
染分縮緬地襷菊青海波文様友禅染振袖
江戸時代中期
丸紅株式会社所蔵　
展示期間：7月10日（土）～8月9日（月）
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鹿か

嶋じ
ま

屋や

東ひ
が
し

店だ
な

は
、
江
戸
の
代
表
的
な
下く

だ

り
酒
問
屋
で

あ
る
鹿か

嶋じ
ま

清せ
い

兵べ

衛え

家
の
4
代
当
主
が
、
1
8
2
6

年
（
文
政
9
）に
深
川
島
田
町
（
現
・
江
東
区
木
場
）に
出
し

た
隠
居
店
で
あ
る
。
東
店
の
当
主
は
、代
々
清
左
衛
門
を
名

乗
り
、
大
名
家
を
相
手
と
し
た
金
融
（
大
名
貸
し
）
な
ど
を

軸
に
、
幕
末
に
か
け
て
経
営
を
拡
大
し
た
。
幕
府
に
対
し
て

も
、
多
額
の
金
を
上
納
し
た
り
、
貸
し
た
り
し
て
い
る
。
と

く
に
、
1
8
6
6
年
（
慶
応
2
）に
は
、
第
2
次
長
州
戦
争

に
あ
た
り
、
1
万
3
千
両
も
の
御
用
金
を
幕
府
に
供
出
し

て
お
り
、そ
の
経
営
規
模
の
大
き
さ
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

　
東
店
の
屋
敷
地
に
は
、富と
み
な
が永

稲い
な
り荷

と
い
う
稲
荷
社
が
あ
っ

た
。
稲
荷
は
商
売
繁
盛
へ
の
期
待
か
ら
屋
敷
神
と
し
て
、
江

戸
の
商
家
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た
。
富
永
稲
荷
も
同
様
で
、
東

店
や
一
族
の
発
展
が
祈
願
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
富
永
稲

荷
で
は
、
毎
年
い
く
つ
か
の
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
奉
納
さ
れ
た
獅
子
舞
に
用
い
ら
れ
た
獅
子
頭
が
、
現
在

に
伝
わ
っ
て
い
る
。（
写
真
1
）

　
雌
雄
一
対
で
、
大
き
な
角
の
あ
る
方
が
雄
、
丸
い
宝
珠
の

つ
い
た
方
が
雌
で
あ
る
。
表
面
は
漆
塗
り
で
奥
行
き
の
あ
る

飴
色
に
輝
き
、
頭
上
の
角
や
宝
珠
、
目
、
歯
な
ど
に
は
金
が

あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
耳
や
あ
ご
は
、
取
っ
手
の
操
作
で
動

か
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
獅
子
頭
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、収
納
用
の
木
箱
の
箱

書
き
か
ら
製
作
年
代
や
奉
納
者
が
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。

　
写
真
2
は
雌
の
木
箱
の
蓋
裏
で
、
製
作
年
代
と
奉
納
者

の
名
前
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
雌
は

1
8
5
8
年（
安
政
5
）
3
月
に
製
作
さ
れ
、
居
所
の
深
川

島
田
町
以
外
の
20
を
越
え
る
町
で
東
店
が
所
持
す
る
町
屋

敷
の
家
主
（
管
理
人
）
た
ち
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
。
奉
納

の
世
話
人
を
務
め
た
の
は
家
主
・
熊
吉
の
ほ
か
、
東
店
が
抱

え
る
鳶と

び
・
吉
五
郎
、
そ
し
て
東
店
に
出
入
す
る
植
木
屋
・
市

兵
衛
の
三
名
で
あ
っ
た
。

　
写
真
3
は
雄
の
木
箱
の
蓋
裏
で
あ
る
。
雄
は
、製
作
年
代

と
世
話
人
が
雌
と
同
じ
だ
が
、奉
納
者
が
異
な
る
。
こ
ち
ら

に
は
、
出
見
世
（
出
店
）、
角
店
、
材
木
店
と
い
っ
た
東
店
の

分
家
や
三
井
越
後
屋
な
ど
取
引
先
の
関
係
者
の
ほ
か
、

駕か

ご

や
籠
屋
、八
百
屋
、魚
屋
、豆
腐
屋
、指
物
師
、大
工
、左
官

な
ど
、東
店
に
出
入
す
る
多
数
の
商
人
・
職
人
た
ち
が
名
を

連
ね
て
い
る
。

　
富
永
稲
荷
の
神
前
で
行
わ
れ
た
獅
子
舞
は
、
東
店
の
家

族
や
奉
公
人
の
み
な
ら
ず
、こ
う
し
た
獅
子
頭
の
奉
納
者
ら

も
参
加
し
た
の
で
は
な
い
か
。
写
真
2
・
3
の
箱
書
き
か
ら

は
、
東
店
の
獅
子
頭
の
由
来
と
と
も
に
、
富
永
稲
荷
の
祭
の

様
子
、
そ
し
て
、
東
店
の
町
屋
敷
集
積
の
規
模
や
交
流
の
範

囲
が
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
。
獅
子
頭
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
製

作
年
代
や
奉
納
者
が
記
さ
れ
た
収
納
用
の
木
箱
も
ま
た
、

東
店
な
ど
江
戸
の
大
店
の
暮
ら
し
を
究
明
す
る
う
え
で
、手

が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

特別展「大江戸の華」関連コラム

鹿
嶋
屋
東
店
に
伝
わ
っ
た
獅
子
頭
と
箱
書
き

学
芸
員
　

小
酒
井
大
悟
・
文

写真1　獅子頭　
1858年（安政5）3月　

資料番号 98002312～3、
98002376～7
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1
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
た
縄
文
時
代
。こ

の
長
い
時
代
を
生
き
た
縄
文
人
の〝
生
〞の
暮
ら
し

ぶ
り
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
？
　
当
館
で
は
、
江
戸
の
暮
ら
し
や
文
化
を

ふ
り
返
る
礎

い
し
ず
え

と
し
て
、
そ
の
源
流
と
も
言
う
べ
き

縄
文
時
代
の
人
々
、
特
に
東
京
の
縄
文
人
の
暮
ら

し
に
焦
点
を
あ
て
た
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
当
館
で
は
、
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
た
展
示
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

実
績
を
活
か
し
、
最
新
の
調
査
成
果
か
ら
考
え

る
縄
文
時
代
像
を
展
示
し
ま
す
。

そ
の
際
、
縄
文
時
代
の
出
土
品
が
、

ど
の
よ
う
な
場
所
で
ど
の
よ
う
に

利
用
さ
れ
て
い
た
か
、
生
活
空
間
や

道
具
を
復
元
模
型
や
映
像
な
ど
を

用
い
て
具
体
的
に
再
現
し
、
当
時
の

生
活
の
復
元
を
試
み
ま
す
。

　
東
京
と
い
う
地
域
の
縄
文
時
代

を
考
え
る
大
規
模
な
展
覧
会
は
、
1
9
8
6
年

（
昭
和
61
）2
月
に
銀
座
ソ
ニ
ー
ビ
ル
で
開
幕
し
た

「
第
2
回
　
東
京
の
遺
跡
展
」（
主
催
・
東
京
都
教

育
委
員
会
）
以
来
、
約
30
年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。

こ
の
展
覧
会
を
通
じ
て
、縄
文
時
代
の
東
京
を
感

じ
取
り
、考
古
学
の
新
た
な
楽
し
み
方
を
発
見
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

土
ど
偶
ぐう
　

板橋区赤
あか

塚
つか

城
じょう

址
し

貝
かい

塚
づか

出土　
縄文時代後期　
江戸東京たてもの園所蔵　
資料番号 99345611

次回特別展予告

縄
文
2
0
2
1

―
東
京
に
生
き
た
縄
文
人
―

10
月
9
日（
土
）〜
12
月
5
日（
日
）

写真3　獅子頭（雄）の箱書き
1858年（安政5）　資料番号 98002312

写真2　獅子頭（雌）の箱書き
1858年（安政5）　資料番号 98002313
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常設展示室から

企画展

相
撲
の
錦
絵
と
江
戸
文
化

　
相
撲
観
戦
は
、
江
戸
時
代
か
ら
今
日
に

続
く
、
庶
民
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
で
す
。
た
だ

し
江
戸
の
相
撲
は
、一
娯
楽
に
と
ど
ま
ら
な

い
多
様
な
広
が
り
を
見
せ
、
人
々
の
生
活

の
な
か
に
染
み
渡
っ
て
い
き
ま
す
。
本
展
で

は
、
当
館
の
隣
に
あ
る
両
国
国
技
館
内
の

相
撲
博
物
館
と
国
立
劇
場
の
協
力
を
得

て
、
江
戸
の
相
撲
の
多
様
な
魅
力
を
お
伝

え
し
ま
す
。

　
相
撲
は
職
業
（
プ
ロ
）

力
士
集
団
の
活
躍
に
よ

り
、
江
戸
時
代
中
頃
に
は

庶
民
の
娯
楽
と
し
て
定
着

し
ま
す
。
1
7
9
1
年（
寛

政
3
）
に
は
、
11
代
将
軍

徳
川
家
斉
が
江
戸
城
内

で
相
撲
を
直
々
に
観
覧
す

る
「
上
覧
相
撲
」
が
行
わ

れ
、
力
士
た
ち
の
社
会
的

地
位
は
確
た
る
も
の
と
な

り
ま
す
。
上
覧
相
撲
に
先

立
つ
1
7
8
9
年（
寛
政

元
）に
は
、
63
連
勝
と
い
う

大
記
録
で
爆
発
的
な
人
気

を
誇
っ
た
谷た
に

風か
ぜ

梶か
じ

之の

助す
け

と
、
そ
れ
を
破
っ
て
人
気
を
得
た
小お

野の

川が
わ

喜き

三さ
ぶ

郎ろ
う

に
、「
横
綱
免
許
」
が
与
え
ら
れ
ま

す
。
横
綱
を
し
め
て
土
俵
入
り
を
お
こ
な

う
資
格
を
与
え
、
強
豪
力
士
を
格
付
け
る

慣
習
が
、こ
の
と
き
に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
相
撲
が
隆
盛
を
極
め
た
こ

ろ
、
時
を
同
じ
く
し
て
黄
金
期
を
迎
え
た

の
が
、多
色
摺
り
の
木
版
画「
錦
絵
」で
す
。

そ
れ
ま
で
の
画
一
的
で
素
朴
な
相
撲
版
画

と
は
異
な
り
、
力
士
ご
と
に
異
な
る
体
形

や
顔
の
特
徴
を
捉
え
た
相
撲
錦
絵
が
登
場

し
ま
す
。
相
撲
錦
絵
は
、一
人
立
ち
や
二
人

立
ち
の
立
ち
姿
に
は
じ
ま
り
、
土
俵
入
り

や
取
組
の
様
子
、
土
俵
を
中
心
に
場
内
全

景
を
描
く
も
の
、
力
士
の
群
像
や
着
物
姿

に
宴
会
風
景
な
ど
、豊
富
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
生
み
な
が
ら
発
展
し
ま
す
。

　
人
気
力
士
の
姿
や
相
撲
観
戦
の
賑
わ
い

を
臨
場
感
た
っ
ぷ
り
に
伝
え
る
錦
絵
は
、興

行
の
熱
狂
を
支
え
た
立
役
者
で
す
。ス
タ
ー

力
士
の
人
気
を
支
え
る
た
め
に
も
、
相
撲

7
月
17
日（
土
）〜
9
月
5
日（
日
）　
常
設
展
示
室
　

5
F
企
画
展
示
室

江
こう
都
と
勧
かん
進
じん
大
おお
相
ずも う
撲浮
うき
絵
え
之
の
図
ず

  勝
かつ

川
かわ

春
しゅん

章
しょう

／画　相撲博物館所蔵

谷風と小野川の取組を描く。
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錦
絵
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

贔
屓
の
力
士
の
錦
絵
を
一
早
く
手
に
入
れ
た

い
と
い
う
人
々
の
も
と
め
に
応
え
る
た
め
、

顔
と
化
粧
廻
し
だ
け
を
差
し
替
え
て
版
木

を
使
い
ま
わ
す
な
ど
、
制
作
効
率
を
図
っ
て

い
た
様
子
も
う
か
が
え
ま
す
。
本
展
で
は
、

先
述
の
横
綱
谷
風
や
、
19
世
紀
前
半
に
活

躍
し
た
横
綱
稲い

な

妻ず
ま

雷ら
い

五ご

郎ろ
う

の
面
影
を
伝
え

る
錦
絵
と
と
も
に
、
彼
ら
が
使
用
し
た
横

綱
や
化
粧
廻
し
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

　
絵
に
描
か
れ
た
の
は
、
強
豪
力
士
た
ち

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
の
相
撲
興

行
で
は
、
特
別
に
体
格
が
よ
い
「
大
男
」
や

「
怪か

い

童ど
う

」
が
、「
土
俵
入
」
専
門
の
力
士
と

な
っ
て
会
場
を
沸
か
せ
ま
し
た
。
巨
人
力

士
生い

け

月づ
き

鯨げ
い

太た

左ざ

衛え
も
ん

門
や
怪
童
力
士
大だ

い

童ど
う

山ざ
ん

文ぶ
ん

五ご

郎ろ
う

は
、
数
多
く
の
浮
世
絵
師
た
ち

に
よ
っ
て
盛
ん
に
描
か
れ
、
多
く
の
絵
が
の

こ
っ
て
い
ま
す
。

　
相
撲
は
興
行
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
か

た
ち
で
人
々
の
生
活
に
根
付
い
て
い
ま
し

た
。
例
え
ば
子
供
た
ち
は
相
撲
を
ま
ね
る

だ
け
で
な
く
、
双
六
や
立た
て
ば
ん版
古こ

と
い
っ
た

玩
具
絵
で
も
、
相
撲
に
親

し
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、

力
士
の
名
前
を
序
列
順
に

並
べ
た
相
撲
番
付
は
、
そ

こ
か
ら
発
展
し
て
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を

示
す
見
立
番
付
の
数
々
を

生
み
ま
す
。

　
相
撲
の
興
行
は
幕
末
に

両
国
回え

向こ
う

院い
ん

境
内
に
固

定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
両
国

に
、
1
9
0
9
年（
明
治
42
）、
常
設
の
相

撲
場「
国
技
館
」が
建
設
さ
れ
ま
す
。
こ
こ

「
相
撲
の
街
」
で
、
後
に
日
本
を
代
表
す
る

ス
ポ
ー
ツ
と
芸
術
へ
と
発
展
す
る
相
撲
と

錦
絵
の
協
奏
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

 

（
学
芸
員
　
春
木
晶
子
）

日本大相撲関取 生月鯨太左衛門
歌
うた

川
がわ

芳
よし

虎
とら

／画
資料番号 94200274

寛
かん
政
せい
力
りき
士
し
群
ぐん
像
ぞう

  相撲博物館所蔵

怪童力士大童山文五郎を取り囲み見守る力士たち。
左端に立つのは谷風。

谷風梶之助  勝川春
しゅん

亭
てい

／画  相撲博物館所蔵

谷風の横綱  個人蔵
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令
和
2
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
、寺
田
早
苗
、江
里
口
友
子
、市
川
寛
明
、大
城
杏
奈
、岡
本
伽
椰
が
担
当
し
ま
し
た
。

 

新
収
蔵
品
の
紹
介

令
和
2
年
度

　
右
隻
に
夏
の
浅せ

ん

草そ
う

寺じ

と
隅
田
川
、
左
隻
に
春
の
寛か

ん

永え
い

寺じ

と
不し

の
ば

忍ず
の

池い
け

を
描
い
た
六
曲
一
双
の

屏
風
で
す
。
浅
草
寺
と
寛
永
寺
を
対
に
し
た
、い
わ
ゆ
る
、隅
田
川
の
舟ふ

な

遊あ
そ

び
と
上
野
の
花
見

の
主
題
は
、
18
世
紀
初
頭
か
ら
前
期
に
か
け
て
流
行
し
、
浮
世
絵
師
や
流
派
に
属
さ
ぬ
町
絵

師
ら
に
よ
っ
て
数
多
く
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
屏
風
の
景
観
年
代
は
、
明
暦
の
大
火
後
に

架
橋
さ
れ
た
両
国
橋
が
描
か
れ
て

い
る
の
で
、1
6
5
9
年（
万
治
2
）

（
1
6
6
1
年
（
寛
文
元
）
説
も
あ

り
）
か
ら
寛
永
寺
清き

よ

水み
ず

観
音
堂
が

現
在
地
に
移
る
以
前
の
擂す

り

鉢ば
ち

山や
ま

に

あ
っ
た
1
6
9
4
年（
元
禄
7
）ま

で
の
間
で
す
。
絵
師
は
制
作
時
よ

り
前
の
浅
草
と
上
野
の
光
景
を
描

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
舟
上
で
手
持
ち
花
火
に
興
じ
る
一

行
や
、
花
見
の
席
で
三
味
線
の
音
に

合
わ
せ
て
踊
る
人
々
な
ど
、
賑
や
か

な
様
子
を
細
や
か
に
捉
え
て
お
り
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
光
景
を
見
て
い
く

と
、
時
間
が
た
つ
の
を
忘
れ
て
し
ま

い
そ
う
な
資
料
で
す
。

人
々
の
遊
楽
と
と
も
に

二
大
聖
地
を
鮮
や
か
に
描
く

1

　
葛
飾
北
斎
（
1
7
6
0
〜
1
8
4
9
）の
子
孫
の
家
に
伝
来
し
た
肉
筆
画
で
、

水み
な

面も

の
波は

紋も
ん

越
し
に
ゆ
っ
た
り
と
泳
ぐ
鯉
を
描
い
て
い
ま
す
。

　
本
図
を
収
め
る
木
箱
に
は
、
北
斎
の
ひ
孫
、
白
井
孝た

か

義よ
し

に
よ
る
箱
書
が
あ
り
、

蓋
表
に
「
葛
飾
北
斎
画
　
水
中
之
鯉
」、
蓋
裏
に
は
曾
祖
父
の
北
斎
が
、
孝
義
の

母
多た

智ち

の
嫁
入
り
に
あ
た
り
贈
っ
た
と
い
う
伝
来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
多
智
は
、
北
斎
に
と
っ
て
は
次

男
の
長
女
、
即
ち
孫
娘
で
す
。
孝

義
は
、
北
斎
伝
記
の
基
本
書
と

さ
れ
る
『
葛
飾
北
斎
伝
』（
飯
島

虚
心
／
著
、
1
8
9
3
年
（
明
治

26
））の
執
筆
時
に
取
材
に
応
じ
、

北
斎
と
そ
の
娘
応お

う

為い

に
関
す
る

伝
聞
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
作
品
の
み
な
ら
ず
、そ
の
来
歴

と
北
斎
に
ま
つ
わ
る
家
伝
な
ど

も
貴
重
な
記
録
で
、
今
後
の
北

斎
研
究
上
、
重
要
な
資
料
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

北
斎
が
孫
娘
の
嫁
入
り
に

贈
っ
た
絵

2

鯉
こい
図
ず
　葛飾北斎／画　1839年（天保10）

右隻

左隻上野浅草図屏風　18世紀前期　
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水
辺
に
恵
ま
れ
た
江
戸
で
、
釣
り
を
楽
し
む
人
々
に

愛
用
さ
れ
て
き
た
の
が
、
江
戸
和
竿
で
す
。
竹
か
ら
作

ら
れ
る
継
ぎ
竿
で
、
現
在
は
東
京
都
伝
統
工
芸
品
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
釣
る
魚
の
種
類
や
釣
り
方
に
よ
っ

て
竿
の
長
さ
や
重
さ
な
ど
に
違
い
が
あ
り
、
竹
の
切
出

し
か
ら
漆
塗
り
ま
で
、竿
師
が
一
貫
し
て
製
作
し
ま
す
。

　
収
蔵
品
の
作
者
で
あ
る
竿さ

お

忠ち
ゅ
う

は
、
江
戸
和
竿
を
発
展

さ
せ
た
江
戸
時
代
後
期
の
泰た

い

地ち

屋や

東と
う

作さ
く

の
系
譜
を
継

ぐ
、
竿
師
の
名
門
で
す
。
収
蔵
品
に
は
、
竹
の
節
の
下
に

漆
で
影
を
つ
け
る
節ふ

し

影か
げ

塗ぬ

り
や
、
漆
を
胡
麻
の
よ
う
に

盛
り
上
げ
て
打
つ
胡ご

麻ま

塗ぬ

り
な
ど
、
竿
忠
の
高
い
技
術

の
証あ

か
し

が
見
て
取
れ
ま
す
。
実
用
品
で
あ
り
な
が
ら
、
美

術
工
芸
品
と
し
て
も
価
値
の
高
い
資
料
で
す
。

　
師
岡
宏
次（
1
9
1
4
〜
1
9
9
1
）は
、
昭
和
初

期
か
ら
50
年
以
上
を
か
け
て
、
東
京
の
街
角
を
撮
影
し

た
写
真
家
で
す
。
雑
誌
の
編
集
者
で
も
あ
っ
た
師
岡

は
、
グ
ラ
フ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
視
点
で
、
変
わ
り

ゆ
く
風
景
の「
い
ま
」を
撮
影
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
銀

座
は
、
師
岡
が
特
に
多
く
撮
影
し
た
場
所
で
す
。
戦
前

の
銀
座
を
闊か

っ

歩ぽ

し
た
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
達
の
生
き
生
き
と

し
た
表
情
や
、
戦
後
の
銀
座
が
被
っ
た
戦
禍
の
様
子
、

あ
る
い
は
散
歩
の
つ
い
で
に
撮
っ
た
何
気
な
い
路
地
な

ど
、
多
く
の
写
真
を
残
し
ま
し
た
。
ひ
と
り
の
写
真
家

が
長
い
時
間
を
か
け
て
銀
座
を
撮
影
し
続
け
た
こ
と
に

よ
り
、
今
は
も
う
思
い
出
の
中
で
し
か
訪
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
建
物
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
な
ど
、
往
時
の
銀
座

の
様
子
を
写
真
で
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
江
戸
の
人
形
師
・
松し

ょ
う

雲う
ん

斎さ
い

徳と
く

山ざ
ん

が
、
日
本
橋
付
近
に

あ
っ
た
4
つ
の
町（
瀬
戸
物
町
、
小
田
原
町
一
丁
目
・
二
丁

目
、
伊
勢
町
）か
ら
発
注
を
受
け
、
1
8
4
8
年（
嘉
永

元
）
に
製
作
し
た
「
山さ

ん

王の
う

祭さ
い

礼れ
い

静し
ず
か

人に
ん

形ぎ
ょ
う

山だ

車し

」
の
雛
形

で
す
。
こ
の
場
合
の
雛
形
と
は
、
祭
礼
山
車
の
製
作
を

受
注
し
た
人
形
師
が
、
山
車
本
体
の
納
品
に
先
立
ち
、

で
き
あ
が
り
の
詳
細
を
発
注
元
の
町
に
説
明
し
て
了
解

を
得
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
、精
密
な
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型

の
こ
と
で
す
。
将
軍
上
覧
の
祭
礼
と
し
て
繁
栄
を
極
め

た
山
王
祭
礼
で
す
が
、
明
治
維
新
後
は
、
山
車
の
曳ひ

き

廻
し
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
山
車
の
な
か
に

は
地
方
に
売
却
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
雛

形
の
本
体
に
あ
た
る
「
山
王
祭
礼
静
人
形
山
車
」
も
、

1
8
7
4
年
（
明
治
7
）
に
栃
木
県
栃
木
市
の
有
志
へ

と
売
却
さ
れ
、現
在
も「
と
ち
ぎ
秋
ま
つ
り
」で
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
山
車
と
そ
の
雛

形
が
、揃
っ
て
確
認
さ
れ
る
希
有
な
事
例
と
い
え
ま
す
。

名
門
竿さ
お

師し

の
技
を
今
に
伝
え
る

江
戸
和わ

竿ざ
お

の
美

4

写
真
家
・
師も
ろ
岡お
か
宏こ
う
次じ

の
写
し
た

銀
座

5

江
戸
の
山
王
祭
礼
で
巡
行
さ
れ
た

山
車
の
精
密
な
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型

3

山王祭礼静人形山車雛形
松雲斎徳山／作　1848年（嘉永元）　

江戸和竿（小
こ
鮒
ぶな
竿） 銘 魚

ぎょ
心
しん
水
すい
心
しん

二代竿忠／作　1940年（昭和15）

銀座7丁目　
東
とう
和
わ
宝石店前の若者　

師岡宏次／撮影　
1973年（昭和48）

銀座7丁目　
長
ちょう
寿
じゅ
庵
あん
前の若者　

師岡宏次／撮影　
1939年（昭和14）
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研究の
散歩道

レ
タ
ー
ヘッ
ド
に
描
か
れ
た
デ
・
ラ
ラ
ン
デ
邸

学
芸
員
　

早
川
典
子
・
文

江
戸
東
京
た
て
も
の
園
に
移
築
さ
れ

た
デ
・
ラ
ラ
ン
デ
邸
。
ゲ
オ
ル
グ
・

デ
・
ラ
ラ
ン
デ
は
、
1
8
7
2
年
（
明
治

5
）生
ま
れ
。
1
9
0
3
年（
明
治
36
）に

来
日
し
た
ド
イ
ツ
人
建
築
家
で
あ
る
。
神

戸
市
に
あ
る
重
要
文
化
財
ト
ー
マ
ス
家
住

宅（
風
見
鶏
の
館
）の
設
計
者
と
し
て
も
知

ら
れ
る
。

　
こ
の
建
物
は
、
明
治
、
大
正
期
の
建
築

専
門
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
住

宅
が
、
新
宿
区
信

濃
町
に
現
存
し
て

い
た
事
例
と
い
う

こ
と
で
、
江
戸
東

京
た
て
も
の
園
の

重
要
な
移
築
候

補
建
造
物
に
挙

げ
ら
れ
た
。
当
時

の
雑
誌
の
記
述

内
容
か
ら
、
明
治

末
期
ご
ろ
に
デ
・

ラ
ラ
ン
デ
に
よ
っ

て
新
築
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
移

築
の
た
め
の
解
体
調
査
の
結
果
、
基
と
な

る
平
屋
建
て
の
建
物
が
あ
り
、
そ
れ
を
改

造
・
増
築
す
る
と
い
う
方
法
で
建
て
ら
れ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
建
物
は
、
痕

跡
か
ら
瓦
葺
き
・
寄
棟
屋
根
・
下
見
板
張

り
の
洋
館
で
あ
り
、
ま
た
『
日
本
紳
士
録
』

等
の
記
載
内
容
な
ど
か
ら
、
気
象
学
者
・

物
理
学
者
で
あ
る
北
尾
次
郎
が
住
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
1
9
0
8
年
（
明
治
41
）
4
月
7
日
付

の
英
字
新
聞
『
T
H
E 

J
A
P
A
N 

T
I
M
E
S
』に
は
、デ
・
ラ
ラ
ン
デ
建
築

事
務
所
に
関
す
る
広
告
掲
載
が
あ
り
、

1
9
0
8
年
4
月
に
東
信
濃
町
29
に
移

転
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。ま
た

『
幕
末
明
治
在
日
外
国
人
・
機
関
名
鑑
』を

見
る
と
デ
・
ラ
ラ
ン
デ
は
1
9
0
8
年
か

ら
1
9
0
9
年
に
か
け
て
名
前
の
掲
載

が
な
く
、
こ
の
間
に
ド
イ
ツ
に
一
時
帰
国
し

て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
当
時
の
文
献
資
料
か
ら
は
、
こ
の
建
物

の
増
築
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
は
、
わ
か
っ

て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
建
物
か
ら
も
年
代

が
わ
か
る
よ
う
な
痕
跡
は
み
つ
か
っ
て
い
な

い
。
ド
イ
ツ
へ
の
一
時
帰
国
の
前
な
の
か
後

な
の
か
、
謎
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
在
は

「
1
9
1
0
年
こ
ろ
」
と
い
う
表
記
と
し

て
い
る
。

　
江
戸
東
京
博
物
館
で
は
、
工
学
者
・
実

業
家
で
あ
っ
た
廣ひ

ろ

田た

理り

太た

郎ろ
う

の
自
邸
に
関

す
る
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
。
廣
田
理
太

郎
邸
の
設
計
者
は
デ
・
ラ
ラ
ン
デ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
は
、
設
計
者
で
あ
る
デ
・

ラ
ラ
ン
デ
と
廣
田
理
太
郎
の
書
簡
が
56
点

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
レ
タ
ー
ヘ
ッ

ド
に
、
デ
・
ラ
ラ
ン
デ
邸
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
デ
・
ラ
ラ
ン
デ
は
、こ

の
資
料
群
の
中
で
レ
タ
ー
ヘ
ッ
ド
の
デ
ザ
イ

ン
を
7
種
類
行
っ
て
お
り
、
時
期
に
よ
っ
て

使
い
分
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
レ
タ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
1
9
1
1
年

（
明
治
44
）
12
月
20
日
付
の
書
簡
で
初
め
て

登
場
し
、
1
9
1
2
年
（
明
治
45
）
7
月

ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
、
1
9
1
1
年
に
は
増
築
は
終
了
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
推
論
の
域
を

出
な
い
が
、
三
階
建
て
へ
の
増
築
は
、
こ
の

時
期
の
少
し
前
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、

想
像
し
て
い
る
。

デ・ラランデ邸南東外観

デ・ラランデより廣田理太郎宛書簡（部分）
1912年（明治45）1月13日
資料番号 14240154
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江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

喜
多
川
歌
麿『
画え

本ほ
ん

虫む
し

撰え
ら
み』

　
江
戸
時
代
前
期
、
公
家
を
中
心
に
上
方
で

流
行
し
て
い
た
狂き

ょ
う

歌か

は
、
後
期
に
入
る
と
江

戸
に
そ
の
舞
台
を
移
し
、
武
士
か
ら
身
分
を

超
え
、
庶
民
に
ま
で
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。

天
明
期
（
1
7
8
1
〜
1
7
8
9
）
に
な
る

と
狂
歌
は
絶
大
な
人
気
を
博
し
、
や
が
て
絵

画
と
も
結
び
つ
い
て
、浮
世
絵
師
に
よ
る
豪
華

な
絵
入
狂
歌
本
も
多
く
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　
喜
多
川
歌
麿
は
1
7
8
8
年
（
天
明
8
）

か
ら
1
7
9
0
年（
寛
政
2
）の
わ
ず
か
3
年

の
間
、
版
元
の
蔦つ

た

屋や

重じ
ゅ
う

三さ
ぶ

郎ろ
う

か
ら
豪
華
な
絵

入
狂
歌
本
を
7
種
刊
行
し
ま
す
。
そ
の
中
で

も
生
き
物
を
主
題
と
し
た『
画
本
虫
撰
』、『
潮し

お

干ひ

の
つ
と
』、『
百も

も

千ち

鳥ど
り

狂き
ょ
う

歌か

合あ
わ
せ

』は
歌
麿
の
代

表
的
な
狂
歌
絵
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
7
種
の
中
で
最
も
早
く
刊
行
さ
れ
た
『
画

本
虫
撰
』
は
、
見
開
き
に
2
種
類
の
虫
と
草

花
、
そ
し
て
そ
れ
を
詠
ん
だ
狂
歌
が
2
首
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
跋ば

つ

文ぶ
ん

（
後
書
き
）
に
は
歌

麿
は
幼
い
頃
か
ら
虫
を
め
で
て
い
た
と
あ
り
、

細
か
な
観
察
に
よ
る
写
実
性
も
み
ど
こ
ろ
で

す
。

　
木
版
に
よ
る
虫
草
の
描
写
の
傑
作
と
も

い
え
る
『
画
本
虫
撰
』
は
、
美
人
画
で
名
高

い
歌
麿
の
新
た
な
一
面
と
そ
の
魅
力
も
伝
え

て
く
れ
ま
す
。 

（
学
芸
員
　
朴
美
姫
）

キュレーターズ・
チョイス
 V o l .  1 1  

　
当
館
図
書
室
で
は
、
蔵
書
の「
原
形
保
存
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

は
図
書
資
料
を
な
る
べ
く
発
行
時
の
原
形
の
ま
ま
、
箱
や
帯
ま
で
保
管

す
る
の
と
同
時
に
、
閲
覧
や
展
示
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
考
慮
し
た
保

存
の
方
法
で
す
。資
料
に
は
長
期
保
存
に
適
し
た
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
の

カ
バ
ー
を
1
点
ず
つ
、
樹
脂
用
の
カ
ッ
タ
ー
で
適
切
な
サ
イ
ズ
に
加
工
し

て
装
着
し
ま
す
。バ
ー
コ
ー
ド
や
ラ
ベ
ル
は
着
脱
可
能
な
そ
の
カ
バ
ー
の

上
か
ら
貼
付
す
る
こ
と
で
、カ
バ
ー
を
外
せ
ば
い
つ
で
も
発
行
時
の
状
態

に
戻
し
て
、展
示
に
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
電
子
媒
体
な
ど
物
体
と
し
て
の
形
を
持
た
な
い
出
版
物
が
増
え
て
い

る
昨
今
、形
あ
る「
本
」は
、紙
な
ど
の
素
材
、印
刷
や
製
本
技
術
、デ
ザ

イ
ン
、装そ
う

幀て
い
な
ど
、内
容
以
外
で
も
時
代
の
技
術
や
文
化
を
象
徴
的
に
反

映
す
る
モ
ノ
で
も
あ
り
、そ
の
原
形
を
保
存
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
今
後

さ
ら
に
増
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
貴
重
な
文
化
の
結
晶
で
あ
る「
本
」

を
、こ
れ
か
ら
も
広
く
皆
さ
ま
に
ご
覧
い
た
だ
き
、
永
く
未
来
へ
伝
え
て

い
け
る
よ
う
、努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

図
書
室
の
仕
事 

Vol.
5

原
形
保
存	

	
	

	
	

―「
本
」を
未
来
に
伝
え
る
た
め
に
―

図書室から
お知らせ

画本虫撰
喜多川歌麿／画 
宿
やど

屋
やの

飯
めし

盛
もり

／撰　
上巻　1788年（天明8）刊　
資料番号 97200265

※ 

国
立
国
会
図
書
館
が
運
営
す
る「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（https://crd.ndl.go.jp/reference/

）」事
業
へ
の
貢
献
が
認
め
ら
れ
、
6
度

目
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
集
は
当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 「
夏
休
み
！
こ
ど
も
歴
史
学
習
相
談
」
を
今
夏
も
開
催
予
定
で
す
。
興
味
の
あ

る
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
、
図
書
室
で
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
！
　
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w

.edo-tokyo-m
useum

.or.jp/purpose/library/

）

や
ポ
ス
タ
ー
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
図
書
室
の
ご
利
用
は
無
料
で
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

　
高
温
で
湿
気
の
多
い
日
本
の
夏
。か
つ
て
吉
田
兼
好
は

『
徒
然
草
』に「
家
の
造
り
よ
う
は
、
夏
を
む
ね
と
す
べ
し

（
中
略
）暑
き
こ
ろ
わ
ろ
き
住
ま
い
は
、耐
え
が
た
き
こ
と

な
り
」と
記
し
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
暑
い
夏
を
迎
え
る
こ

の
時
期
、各
た
て
も
の
で
は
夏
支
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　
西
川
家
別
邸
や
川
野
商
店
で
は
、
障
子
戸
を
夏
用
の

「
簀す

戸ど

」に
入
れ
替
え
ま
す
。
簀
戸
は
紙
の
代
わ
り
に
す
だ

れ
状
の
も
の
を
は
め
込
ん
だ
障
子
で
、
風
通
し
の
よ
い
建

具
で
す
。ま
た
吉
野
家
や
八は
ち

王お
う

子じ

千せ
ん

人に
ん

同ど
う

心し
ん

組く
み

頭が
し
らの

家
、

武た
け

居い

三さ
ん

省し
ょ
う

堂ど
う

な
ど「
大お
お

坂さ
か

格ご
う

子し

」が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、
格
子
戸
に
4
枚
ほ
ど
は
め
ら
れ
て
い
る
小
さ

な
障
子
を
外
す
こ
と
で
風
通
し
を
良
く
し
ま
す
。こ
の
ほ

か
風
鈴
が
家
々
に
吊
る
さ
れ
、
鍵
屋
の
暖
簾
は
白
い
も
の

に
か
け
替
え
ら
れ
る
な
ど
、涼
し
さ
を
演
出
し
ま
す
。

　
エ
ア
コ
ン
が
な
か
っ
た
時
代
の
、
夏
の
す
ま
い
の
工
夫

を
、ぜ
ひ
体
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さ
い
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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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江戸時代中期　資料番号 97202513～31

華やかな打掛に、成長を祝う童具足。ともに武家の所用
品であるが、その贅沢な仕様から、それぞれの所用者へ
の思いが伝わってくる。江戸時代の晴れやかな一場面
を物語っているといえよう。 （学芸員　齋藤慎一）

西川家別邸の簀戸

＊新型コロナウイルス感染症などの状況によって、会期・休館日・開館時間・観覧料・各種割引サービス等を変更する場合がございます。

カフェ、レストランが新しくなりました！

2021年4月から、カフェとレストランともに新規店舗がオープンいたしました。
ぜひ、ご利用ください。

カフェ

セリーズ 江戸東京博物館店
第一ホテル両国のカフェ「セリーズ」が江戸東京博物館にオープン。

ケーキや軽食など、同ホテルで人気の味を
当館でお楽しみいただけます。

【営業時間】
10：30～17：30（ラストオーダー17：00）

レストラン

江戸博砂漠
エジプトのコシャリをはじめ、シャクシュカや、クスクス、
ファラフェルサンドなど中近東で広く食べられている

珍しいお料理をご提供いたします。

【営業時間】
10:30～18:00（ラストオーダー17：30）


