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規
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品
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介



　

鳴
き
合
わ
せ
と
は
、
ウ
グ
イ
ス
な
ど
を
幼
鳥
よ
り
飼し

養よ
う

し
、
笛
な
ど
で
人
為
的
に
覚
え
さ
せ
た
鳴
き
声
の
優

劣
を
競
う
遊
戯
の
こ
と
で
す
。

　

鳴
き
合
わ
せ
に
は
、
籠こ

桶お
け

や
鳴な

き
台だ

い

な
ど
の
道
具
を

用
い
ま
す
。
ウ
グ
イ
ス
の
飼
養
や
鳴
き
合
わ
せ
に
つ
い

て
紹
介
し
た「
春し

ゅ
ん

鳥ち
ょ
う

談だ
ん

」（
1
8
4
5
年〈
弘
化
2
〉）に

も
描
か
れ
て
お
り
、
昭
和
期
に
使
用
さ
れ
た
本
資
料
に

も
形
態
が
踏
襲
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
籠
桶
は
、

籠
と
鳥
を
お
さ
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
内
側
を
湾
曲
に

つ
く
る
こ
と
で
、
鳥
の
声
を
よ
り
響
か
せ
る
こ
と
が
で

き
た
そ
う
で
す
。
前ま

え

戸ど

の
装
飾
も
豪
華
で
、
当
時
の
職

人
の
技
と
、愛
好
家
の
心
酔
ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

度
重
な
る
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
江
戸
の
町
に
あ
っ

て
、
1
7
2
0
年
（
享
保
5
）
に
は
隅
田
川
以
西
の
市

街
を
分
け
て「
い
ろ
は
文
字
」
を
あ
て
た
47
組
（
の
ち
48

組
）の
火
消
組
織
が
作
ら
れ
、そ
の
後
本
所
・
深
川
に
お

い
て
も
16
組
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
資
料
は
、日
本
橋
大
伝
馬
町
周
辺
を
受
け
持
っ
た

「
は
組
」
の
火ひ

消け
し

人に
ん

足そ
く

が
身
に
ま
と
っ
た
刺
子
半
纏
で

す
。
背
に
は
「
は
」
の
文
字
、
腰
に
は
「
は
組
」「
消け

し

口く
ち

」

と
書
か
れ
た
消け

し

札ふ
だ

が
配
さ
れ
ま
す
。
消
口
と
は
延
焼
を

く
い
と
め
た
地
点
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
組
名
を
書
い
た

消
札
を
掲
げ
る
こ
と
で
組
の
功
名
を
示
し
ま
し
た
。
刺

子
半
纏
の
裏
側
に
は
雲
竜
と
滝
が
描
か
れ
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
に
水
を
想
起
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
は
好
ま
れ
た
よ

う
で
す
。
表
・
裏
共
に
町
火
消
ら
し
い
意
匠
で
す
。

　

神
宮
外
苑
競
技
場
の
ス
タ
ジ
ア
ム
へ
続
く
道
に
は
日
傘

を
も
っ
た
女
性
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
風
の
男
性
が
描
か
れ
、

客
席
に
は
溢
れ
ん
ば
か
り
の
人
々
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

本
資
料
は「
昭
和
大
東
京
百
図
絵
」シ
リ
ー
ズ
の
１
枚

で
、
作
者
の
小
泉
癸き

巳し

男お
（
1
8
9
3
〜
1
9
4
5
）は

関
東
大
震
災
の
復
興
事
業
を
経
て
完
成
し
た
東
京
の
新

し
い
景
色
を
描
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
だ
わ
り
は
強
く
、

1
9
3
0
年（
昭
和
５
）か
ら
本
シ
リ
ー
ズ
の
制
作
を
開

始
し
、目
標
の
百
図
に
達
し
て
も
な
お
満
足
す
る
こ
と
な

く
制
作
を
続
け
、
1
9
4
0
年（
昭
和
15
）に
そ
の
中
か

ら
百
図
を
選
び
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
時
小
泉
が
作

成
し
た
目
録
に
、本
資
料
の
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
。
完
成

版
を
確
定
す
る
上
で
省
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

復
興
後
の
新
名
所
に
老
若
男
女
が
集
い
、ス
ポ
ー
ツ
観

戦
を
楽
し
む
様
子
が
大
変
さ
わ
や
か
な
一
枚
で
す
。

鳥
の
鳴
き
声
を
競
う

「
鳴
き
合
わ
せ
」道
具

2

町
火
消
の
刺さ

し

子こ

半は
ん

纏て
ん

3

「
昭し

ょ
う

和わ

大だ
い

東と
う

京き
ょ
う

百ひ
ゃ
く

図ず

絵え

」

  

制
作
背
景

1

令
和
3
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
、岡
本
伽
椰
、丹
藤
真
子
が
担
当
い
た
し
ま
し
た
。

新
規
収
蔵
品
の
紹
介

令
和
3
年
度

籠桶 黒
こく
檀
たん
製

昭和後期
資料番号 21000202

刺子半纏　町
まち
火
び
消
けし
は組
ぐみ
町
まち
頭
がしら
所
しょ
用
よう

江戸後期頃
資料番号 21200014

昭和大東京百図絵版画
第二十七景
五月のスポーツ・シーヅン
神宮外苑
小泉癸巳男／画　1932年（昭和7）
資料番号 21200006
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研究の
散歩道

葛か

つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

は
世
界
で
最
も
知
ら
れ
た

浮
世
絵
師
で
あ
る
。
主
に『
北
斎
漫

画
』や
、「
冨ふ

嶽が
く

三さ
ん

十じ
ゅ
う

六ろ
っ

景け
い

」な
ど
が
広
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
狂き

ょ
う

歌か

集
に
挿
絵
を
描
い
た

狂き
ょ
う

歌か

絵え

本ほ
ん

も
数
多
く
手
掛
け
て
お
り
、『
画え

本ほ
ん

狂き
ょ
う

歌か 

山や
ま

満ま

多た

山や
ま

』
や
『
東あ

ず
ま

遊あ
そ
び

』、『
東
都

名
所
一
覧
』
な
ど
、
現
在
、
約
40
種
余
の
存

在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
代
表

作
の
一
つ
で
あ
る
『
絵
本
隅
田
川
両
岸
一
覧
』

は
、
現
在
の
墨
田
区
亀
沢
辺
り
に
生
ま
れ
、

隅
田
川
流
域
に
精
通
し
て
い
た
北
斎
な
ら

で
は
の
構
成
、そ
し
て
計
算
し
尽
く
さ
れ
た

構
図
で
あ
る
一
方
、
多
く
の
「
決
め
ご
と
」

を
有
す
る
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
決
め
ご
と
と
は
、ま
ず
、見
開
き
の

図
は
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
、
す
べ
て
の
図
は

絵
巻
物
の
よ
う
に
つ
な
が
る
こ
と
。
2
つ

目
は
、
隅
田
川
を
下
流
か
ら
上
流
に
遡

さ
か
の
ぼ

り

つ
つ
、
両
岸
に
お
け
る
各
名
所
を
取
り
上

げ
、
そ
の
場
所
が
最
も
魅
力
を
発
揮
す
る

季
節
を
四
季
の
流
れ
に
沿
っ
て
取
り
入
れ

る
こ
と
。
そ
し
て
3
つ
目
は
、
そ
の
季
節
に

合
わ
せ
た
風
俗
と
人
物
を
描
く
こ
と
、
で

あ
る
。
こ
の
3
つ
の
条
件
を
満
た
し
な
が

ら
描
く
こ
と
は
、
緻
密
な
計
算
が
不
可
欠

な
も
の
で
、
描
き
手
に
相
当
な
技
量
が
求

め
ら
れ
る
。
し
か
し
北
斎
は
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
以
上
の
条
件
を
満
た
し
な
が
ら
、

真し
ん

摯し

に
か
つ
明
快
に
隅
田
川
流
域
を
描
き

上
げ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
浅
草
寺
北
の
待ま
つ

乳ち

山や
ま

聖し
ょ
う

天て
ん

を

と
ら
え
た
連
続
す
る
図
を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。
浮
世
絵
に
お
い
て
、
待
乳
山
聖
天
は

隅
田
川
を
臨
み
、竹
屋
の
渡
し
に
ほ
ど
近
い

小
丘
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
体
の
風
景
を

俯ふ

瞰か
ん

的て
き

に
と
ら
え
、
そ
の
高
さ
を
強
調
す

る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
北
斎
は
あ
え
て

画
面
い
っ
ぱ
い
に
待
乳
山
聖
天
を
捉
え
、対

岸
の
三み

囲め
ぐ
り

神
社
を
見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う

に
描
き
、そ
の
高
さ
を
表
し
て
視
点
の
異
な

る
場
面
を
共
存
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
前
図

と
つ
な
が
る
手
前
の
石
の
鳥
居
は
、対
岸
の

三
囲
神
社
の
鳥
居
と
対
象
的
に
配
置
し
、

遠
近
の
対
比
も
強
調
さ
せ
て
い
る
。

　

続
く
場
面
は
夕
暮
れ
の
隅
田
川
を
背
景

に
し
た
今
戸
の
作
業
場
で
あ
る
。
絵
地
図
で

確
認
す
る
と
、対
岸
に
描
か
れ
た
森
は
現
在

の
白し
ら

鬚ひ
げ

神
社
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
木
立
の

中
を
よ
く
見
る
と
、
白
鬚
神
社
の
鳥
居
ら

し
き
も
の
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
絵
本
隅
田
川
両
岸
一
覧
』

は
、
風
景
画
の
慣
例
に
と
ら
わ
れ
ず
、
両

岸
の
風
景
や
個
々
の
場
所
に
合
わ
せ
た
要

素
を
見
事
に
ま
と
め
あ
げ
た
北
斎
な
ら
で

は
の「
隅
田
川
の
風
景
」で
あ
る
。

ハ
イ
レ
ベ
ル
な
構
成
力
、

葛
飾
北
斎
の『
絵え

本ほ
ん

隅す
み

田だ

川が
わ

両り
ょ
う

岸が
ん

一い
ち

覧ら
ん

』

学
芸
員
　

朴
美
姫
・
文

「天
てん
保
ぽう
改
かい
正
せい

 御
お
江
え
戸
ど
大
おお
絵
え
図
ず
」（部分）　1846年（弘化3）　資料番号 86213222

今戸橋

三囲神社

弘福寺

白鬚神社

長命寺

牛嶋神社

待乳山聖天

今戸の夕
ゆう

烟
けむり

　白
しら

髭
ひげ

の翟
きじ
松
まつ

待乳山の紅葉 花川戸の参
さん

籠
ろう

　向島の時
しぐれ

雨

『絵本隅田川両岸一覧』下巻　葛飾北斎／画　鶴
つる

屋
や

喜
き

右
う

衛
え

門
もん

／版　資料番号 13200065
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Vol. 116
お詫びと訂正
2021年12月発行の江戸東京博物館ＮＥＷＳ Vol.115、3頁掲載の「『洋風建築のはじまり』と
しての擬洋風建築」の文中に誤記がございました。「渋沢栄一からの依頼で作った〈第一国立
銀行〉1872年（明治5）」とありますが、正しくは1872年に三井組の依頼で三井組ハウスが作
られ、その完成から2ヶ月後に第一国立銀行に譲渡されました。訂正してお詫び申し上げます。

スマートフォンアプリ「ハイパー江戸博」をリリース！

4月22日、当館は収蔵品の新たな鑑賞体験を提供するス
マートフォンアプリ「ハイパー江戸博」をリリースしました。
このアプリは、3DCGで再現された江戸の盛り場、両国橋
付近を走り回り、当館所蔵の収蔵品から選ばれた100点
を集めていくものです。見世物小屋の見物や、火事や花火、
葛飾北斎をはじめとする江戸時代の資料をもとにデザイン
された多彩なキャラクターとの出会いも待っています。ゲー
ムエンジンを本格利用した博物館提供アプリは国内初。

是非、「江戸を持ち歩く」感覚で楽しんでいただきたいです。
 （学芸員　春木晶子）

アプリの
ダウンロード
はこちらから

休館情報

当館は2022年4月1日から2025年度中（予定）の休館となります。休館中も館外の他会場等を活用した事業を実施する予定です。
詳細につきましては確定し次第、ホームページやSNSでお知らせいたします。

江戸東京たてもの園  特別展のお知らせ

江戸東京たてもの園  特別展
「江戸東京博物館コレクション̶東京の歩んだ道」
2022年6月25日（土）～2023年2月12日（日）
会場： 江戸東京たてもの園  展示室
主催： 東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団   
 江戸東京たてもの園

長い休館に入った江戸東京博物館
の常設展をコンパクトにまとめ、展示
されていた資料や模型に加え、たて
もの園の前身にあたる武蔵野郷土館
が収集した資料も交えながら、東京
が歩んできた歴史を振り返ります。

　大規模改修工事に伴い、図書室では約26万点の本の引
越しを行いました。
　図書室の本はお客様に手に取って読んでいただくととも
に、博物館資料として大切に保管し、展示にも活用していま
す。そのため、引越しで本が傷まないよう、丁寧に梱包され、

細心の注意を払って倉庫へ運ばれました。本がすべて搬出
され、がらんとした書庫は心寂しくもありますが、より充実し
た図書室となるよう、リニューアルオープンへ向け準備を進
めてまいります。
　図書室は長期休館中、当館敷地内に設置予定の仮事務
所において、事前予約制により本の閲覧サービスを行う予
定です。詳細が決まりましたら、ホームページでお知らせい
たします。また皆様に本を通じてお会いできる日を心待ちに
しております。

図書室の  仕事 Vol.8

本の引越し

長期休館中の

図書室から
お知らせ


