
江 戸 東 京
博 物 館
ニ ュ ー ス

Vol.111

CONTENTS

・企画展 和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界―

・「開化の背景 ―モースが見た明治の東京―」　東京都江戸東京博物館 副館長　小林淳一

2021.1～3

 

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

特別 展



2
0
2
0
年
11
月
21
日（
土
）〜
2
0
2
1
年
4
月
4
日（
日
）

1
階 

特
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展
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室 

特別展
　

本
展
は
、
ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館

群
の
エ
ジ
プ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、

「
天
地
創
造
の
神
話
」を
テ
ー
マ
に
知

ら
れ
ざ
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
神
話
の

世
界
に
つ
い
て
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も

駆
使
し
な
が
ら
貴
重
な
出
土
品
と

と
も
に
解
き
明
か
す
展
覧
会
で
す
。

世
界
有
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
蔵

す
る
ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館
群

　

ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館
群
は
、ロ
ン

ド
ン
・
大
英
博
物
館
、
パ
リ
・
ル
ー
ヴ

ル
美
術
館
な
ど
と
並
ぶ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

最
大
級
の
規
模
と
質
の
高
さ
を
誇
る

総
合
博
物
館
で
す
。
1
8
3
0
年
に

シ
ュ
プ
レ
ー
川
に
浮
か
ぶ
島
に「
旧
博

物
館
」が
開
館
し
て
以
降
、一
帯
に
は

新
た
な
博
物
館
が
次
々
と
建
設
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
5
つ
の
博

物
館
が
並
ぶ「
博
物
館
島
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
博
物
館
島
」は
、

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
建
物
の

破
損
や
作
品
の
散
逸
、
東
西
ド
イ
ツ

分
裂
の
時
期
を
経
て
、
1
9
9
9

年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
な
か
で
エ
ジ
プ
ト
部
門
で

は
、
世
界
で
も
っ
と
も
有
名
な
女
性

像
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る「
ネ
フ
ェ

ル
テ
ィ
テ
ィ
の
胸
像
」
を
は
じ
め
、
ア

マ
ル
ナ
時
代
の
優
品
を
筆
頭
に
、
数

千
年
に
わ
た
る
エ
ジ
プ
ト
史
を
網
羅

す
る
世
界
有
数
の
エ
ジ
プ
ト
・コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

プ
ロ
ロ
ー
グ 

 
 

す
べ
て
は
海
か
ら
始
ま
っ
た

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
こ
の
世

界
の
始
ま
り
は
、
暗
闇
の
中
に
あ
る

混
沌
と
し
た
原
初
の
海
の「
ヌ
ン
」
で

し
た
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
と「
水
」
と

の
結
び
つ
き
は
非
常
に
深
く
、
非
常

に
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
天
地
創
造
後
も
、ヌ
ン
は
世
界

の
縁
辺
部
に
存
在
し
続
け
、
エ
ジ
プ

ト
周
囲
の
大
海
の
水
を
は
じ
め
、
ナ

イ
ル
川
や
川
の
増
水（
氾は
ん

濫ら
ん

）
に
よ
る

水
、
雨
水
、
地
下
水
な
ど
、
す
べ
て
の

水
の
根
源
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

第1
章 

 
 

 

天
地
創
造
と
神
々
の
世
界

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
全
知
全
能

の
神
々
の
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
万

物
が
創
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。い
く
つ
か
あ
る
創
世
神
話
の

な
か
で
も
、
特
に
大
き
な
影
響
力
を

持
っ
て
い
た
の
が
、ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
と
ヘ

ル
モ
ポ
リ
ス
の
二
つ
の
宗
教
都
市
の
神

話
で
し
た
。
ま
た
、
多
神
教
世
界
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
々
の
種
類
も
多

様
で
、
身
近
な
自
然
環
境
の
中
に
存

在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
神
性
が

宿
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
本

章
で
は
、
神
々
の
姿
や
神
々
が
創
っ
た

森し
ん

羅ら

万ば
ん

象し
ょ
う

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

第2
章 

 
 

 

フ
ァ
ラ
オ
と
宇
宙
の
秩
序

　
「
ヌ
ン
」
か
ら
、
神
々
の
意
思
に
よ

り
創
造
さ
れ
た
宇
宙
の
秩
序
・
摂
理

を「
マ
ア
ト
」
と
言
い
、
個
々
の
人
間

が
遵
守
す
べ
き
最
も
重
要
な
規
範
・

道
徳
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
人
間
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

フ
ァ
ラ
オ
は
、
社
会
の
中
で
マ
ア
ト
を

遵
守
し
、
遂
行
す
る
最
高
責
任
者
で

し
た
。
本
章
で
は
、
神
々
と
人
間
社

会
を
結
ぶ
存
在
で
あ
っ
た「
フ
ァ
ラ

オ
＝
王
」の
役
割
を
展
観
し
ま
す
。

第3
章
　 

 
 

 

死
後
の
審
判

　

墓
地
の
守
護
神
で
ミ
イ
ラ
作
り
の

神
で
も
あ
る
ア
ヌ
ビ
ス
神
に
よ
り
、
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猫の姿をした癒しの女神
バステト女神座像　
前610～前595年頃
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死
者
は「
二
つ
の
マ
ア
ト（
正
義
）
の

広
間
」
に
導
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で
死

者
の
審
判
が
行
わ
れ
、
死
者
の
心
臓

と
マ
ア
ト
を
象
徴
す
る
羽
根
が
天
秤

に
か
け
ら
れ
、
釣
り
合
え
ば
、
生
前

に
不
正
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
証
と

し
て
、
オ
シ
リ
ス
神
の
も
と
で
再
生

と
復
活
が
保
証
さ
れ
ま
し
た
。
本
章

で
は
、「
再
生
復
活
」を
根
本
と
す
る

古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
の
死
生
観
に
つ

い
て
、「
死
者
の
書
」
や
棺ひ

つ
ぎ

、
黄
金
に

彩
ら
れ
た
ミ
イ
ラ
・
マ
ス
ク
な
ど
の

副
葬
品
を
通
し
て
紹
介
し
ま
す
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
　 

 
 

オ
シ
リ
ス
の
予
言

　
「
ヌ
ン
」
か
ら
生
ま
れ
た
万
物
は
、

世
界
が
終し

ゅ
う

焉え
ん

す
る
と
す
べ
て
消
し
去

ら
れ
、「
ヌ
ン
」の
状
態
に
戻
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
創
造
神
ア
ト
ゥ
ム

と
再
生
神
オ
シ
リ
ス
が
生
き
残
り
、

二
柱
の
神
々
の
存
在
に
よ
り
、
古
代
エ

ジ
プ
ト
人
は
か
つ
て
の
秩
序
あ
る
世

界
が
再
生
す
る
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。

　

2
0
2
1
年
は
日
独
交
流
1
6
0

周
年
に
あ
た
り
、ま
た
東
京
都
と
ベ
ル

リ
ン
市
は
1
9
9
4
年
よ
り
姉
妹

友
好
都
市
関
係
を
結
ん
で
い
ま

す
。
本
展
に
よ
っ
て
、
両
国
・
両
都

市
の
友
好
関
係
の
さ
ら
な
る
発
展

を
願
う
と
と
も
に
、
こ
の
機
会
に

エ
ジ
プ
ト
神
話
を
通
し
て
、
人
類

の
歴
史
を
見
つ
め
な
お
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

information

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」
開館時間： 9:30～17:30　※入館は閉館の30分前まで
休館日： 毎週月曜日（ただし2021年1月4日、11日、18日は開館）、  
 2020年12月21日（月）～2021年1月1日（金・祝）、1月12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、  
 ベルリン国立博物館群エジプト博物館、朝日新聞社、  
 日本テレビ放送網、東映
後　援： ドイツ連邦共和国大使館
協　力：　ルフトハンザ カーゴ AG
協　賛： 野崎印刷紙業

観覧料（税込） 特別展専用券 特別展・常設展共通券

一般 1,800円 2,000円
大学生・専門学校生 1,440円 1,670円

65歳以上 1,440円 1,530円
中学生（都外）・高校生 900円 1,050円
小学生・中学生（都内） 900円 なし

※ 団体料金でのチケット販売はありません。
※ 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。
※ 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、イープラス、日テレゼロチケ、あさチケなど
（特別展・常設展共通券の販売は、江戸東京博物館のみ。） 作品はすべて© Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum 

und Papyrussammlung / S. Steiß / M. Büsing 

絶世の美女
ネフェルティティ王妃あるいは王女の頭部　
前1351～前1334年頃

装飾に     
「死者の書」が    
記される
タイレトカプの人型木棺（内棺）
前746～前525年頃

神性と多様性を象徴する3匹の魚
三匹の魚とロータスを描いた浅鉢
前1450～前1400年頃

エ
ピ
ロ
ー
グ　

 
 

 

オ
シ
リ
ス
の
予
言
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常設展示室から

企画展

2
0
2
1
年
1
月
2
日（
土
）〜
２
月
23
日（
火・祝
） 

常
設
展
示
室
内　
5
F
企
画
展
示
室 

＊
会
期
中
に
展
示
替
え
が
あ
り
ま
す
。

和
宮 

江
戸
へ 

―
ふ
れ
た
品
物 

み
た
世
界
―

　

江
戸
時
代
、
将
軍
お
よ
び
将
軍
世せ
い

子し

の
正
室
は
、
三
代
将
軍
徳と
く

川が
わ

家い
え

光み
つ

の
正

室
孝た
か

子こ

以
降
、
宮
家
・
摂
家
な
ど
か
ら

迎
え
る
の
が
習
わ
し
で
し
た
。
そ
の
な
か

で
も
と
り
わ
け
著
名
な
婚
礼
は
、
皇
女

と
の
婚
姻
で
す
。
仁に
ん

孝こ
う

天
皇
の
皇
女
で

孝こ
う

明め
い

天
皇
の
皇
妹
和か
ず
の

宮み
や

は
、
十
四
代
将

軍
徳と
く

川が
わ

家い
え

茂も
ち

の
正
室
と
し
て
降こ
う

嫁か

し
て

い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、

将
軍
の
正
室
の
多
く

は
公
家
社
会
の
出
身

で
、
彼
女
た
ち
を
介
し

て
京
都
の
宮
廷
文
化

が
江
戸
城
の
奥
に
浸

透
し
ま
し
た
。

　

和
宮
を
主
役
に
す

る
展
覧
会
は
、
各
地
の

博
物
館
で
何
度
と
な

く
開
催
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
今
回
は
、
和
宮

ゆ
か
り
の
品
々
を
伝
え

る
德
川
記
念
財
団
の

所
蔵
品
を
中
心
に
、
和

宮
が
見
た
で
あ
ろ
う
、

触
れ
た
で
あ
ろ
う
作

品
を
中
心
に
組
み
立
て
て
み
ま
し
た
。

そ
の
展
示
品
か
ら
、
和
宮
が
江
戸
城
に

お
い
て
何
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に

触
れ
、
い
か
な
る
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の

か
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

和
宮
は
、
1
8
4
6
年（
弘
化
3
）

閏
5
月
10
日
、
仁
孝
天
皇
と
典て
ん

侍じ

の
橋は
し

本も
と

経つ
ね

子こ

と
の
間
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
外

祖
父
で
公
卿
の
橋は
し

本も
と

実さ
ね

久ひ
さ

の
も
と
で
養

育
さ
れ
、
四
歳
の
時
に
孝
明
天
皇
の
命

に
よ
り
有あ
り

栖す

川が
わ
の

宮み
や

熾た
る

仁ひ
と

親し
ん

王の
う

と
婚
約

し
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
都
で
生
涯
を
お

く
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
、
1
8
5
8
年（
安
政
5
）
6
月

に
日
米
修
好
通
商
条
約
が
調
印
さ
れ
る

と
、
尊そ
ん

王の
う

攘じ
ょ
う

夷い

運
動
が
過
熱
し
、
尊
攘

派
を
弾
圧
し
た
大
老
井い

伊い

直な
お

弼す
け

は
、
桜さ
く
ら

田だ

門も
ん

外が
い

で
暗
殺
さ
れ
、
幕
府
の
権
威
は

失
墜
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の

な
か
で
、公
武
合
体
論
が
浮
上
し
、和
宮

の
徳
川
家
茂
へ
の
降
嫁
が
決
ま
っ
た
の

で
し
た
。

　

江
戸
へ
の
下
向
は
1
8
6
1
年（
文

久
元
）
10
月
で
し
た
。
京
都
か
ら
江
戸

へ
の
行
列
に
は
多
く
の
人
が
参
加
し
、

通
過
す
る
地
や
江
戸
で
は
多
く
の

人
々
が
出
迎
え
た
よ
う
で
す
。
幕
府
か

ら
派
遣
さ
れ
、
随
行
し
た
武
士
た
ち

も
、
そ
の
様
相
を
絵
巻
物
に
描
き
残
し

た
り
、
ゆ
か
り
の
品
を
伝
え
た
り
し
て

お
り
、
こ
の
時
の
彼
ら
の
栄
誉
が
偲
ば

れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
和
宮
と
家
茂
の
結
婚
生
活

は
、
翌
1
8
6
2
年（
文
久
2
）
2
月
の

挙
式
か
ら
、
1
8
6
6
年（
慶
応
2
）
7

金
きん
糸
し
八
や
重
え
桜
ざくら
雉
き
子
じ
文
もん
様
よう

 懐
かい
紙
し
挟
ばさみ
・煙
たば こ
草入
いれ
・煙
きせ る
管入
いれ

公益財団法人德川記念財団蔵
展示期間：2月2日（火）～2月23日（火・祝）

葵
あおい
葉
よう
菊
ぎく
紋
もん
鶴
つる
亀
かめ

 手
て
鏡
かがみ

公益財団法人德川記念財団蔵
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和
かずの
宮
みや
江
え
戸
ど
下
げ
向
こう
絵
え
巻
まき
（部分）

1862年（文久２）　資料番号 10200002
展示期間：1月2日（土）～1月31日（日）

月
に
家
茂
が
二
一
歳
で
早
世
す
る
ま
で
の

わ
ず
か
4
年
あ
ま
り
で
し
た
。
加
え
て
家

茂
の
三
度
に
わ
た
る
上
洛
は
、
共
に
過
ご

す
時
間
を
さ
ら
に
短
く
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

そ
の
頃
の
和
宮
の
様
子
を
う
か
が
わ

せ
る
品
と
し
て
、身
の
回
り
に
置
か
れ
た

調
度
品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
降
嫁
の

折
に
京
都
で
用
意
さ
れ
た
道
具
の
ほ

か
、
幕
府
側
で
も
数
多
く
の
婚
礼
道
具

を
誂あ
つ
ら

え
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
道
具
を
通

し
て
、
和
宮
は
、
大
奥
に
お
い
て
御
所
風

と
武
家
風
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
様
式
を

和
合
さ
せ
た
の
で
し
た
。
い
わ
ば
名
実

と
も
に
朝
廷
と
幕
府
の
懸
け
橋
の
役
目

を
担
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
和
宮
の
交

流
が
う
か
が
え
る
手
紙
も
当
時
の
様
相

を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

家
茂
没
後
も
和
宮
は
江
戸
城
に
と
ど

ま
り
、
薙ち

髪は
つ

し
て
静せ
い

寛か
ん

院い
ん
の

宮み
や

と
名
乗
り

ま
し
た
。
1
8
6
8
年（
慶
応
4
）
正

月
か
ら
始
ま
っ
た
戊ぼ

辰し
ん

戦せ
ん

争そ
う

で
は
、

十
三
代
家い
え

定さ
だ

御
台
所
の
天て
ん

璋し
ょ
う

院い
ん

と
と
も

に
徳
川
家
存
続
の
た
め
に
奔
走
し
、
江

戸
無
血
開
城
に
尽
力
し
ま
し
た
。
明
治

に
な
り
一
度
は
京
都
に
帰
る
も
の
の
、
夫

の
墳
墓
の
地
を
終
の
住
ま
い
に
す
る
こ

と
を
決
心
し
、
再
び
東
京
に
戻
り
ま
し

た
。
そ
の
後
は
、
歌
道
や
雅
楽
な
ど
文

芸
の
道
に
勤
し
み
、
皇
室
、
徳
川
家
一
門

と
親
交
を
密
に
し
て
平
穏
な
生
活
を
送

り
、
晩
年
は
持
病
の
治
療
の
た
め
に
箱は
こ

根ね

塔と
う

ノの

沢さ
わ

温
泉
で
過
ご
し
た
の
で
し
た
。

竹
内
誠
名
誉
館
長
の
逝
去
に
つ
い
て

　

2
0
2
0
年（
令
和
2
）
9
月
6
日
、
江
戸
東
京
博
物

館
の
竹
内
誠
名
誉
館
長
が
呼
吸
不
全
の
た
め
他
界
し
ま

し
た
。
享
年
八
十
六
歳
で
し
た
。

　

1
9
3
3
年（
昭
和
8
）
東
京
生
ま
れ
。
専
門
は
、
日

本
近
世
史
、
江
戸
文
化
史
。
江
戸
東
京
博
物
館
と
の
か
か

わ
り
は
、
1
9
8
3
年（
昭
和
58
）に「
東
京
都
江
戸
東
京

博
物
館
建
設
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
際
、
展
示
部
会
の

委
員
へ
の
就
任
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、「
開
設
準
備
委
員
会
」「
企
画
展
示
委
員
会
」

な
ど
の
委
員
、
江
戸
東
京
博
物
館
専
門
参
与
を
歴
任
し
、

1
9
9
8
年（
平
成
10
）
か
ら
2
0
1
6
年（
平
成
28
）

ま
で
館
長
を
務
め
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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常設展示室から

　

大
森
貝
塚
の
発
見
者
と
し
て
名
高
い
エ

ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
・
モ
ー
ス
が
、ア
メ

リ
カ
か
ら
初
来
日
し
た
の
は
1
8
7
7
年

（
明
治
10
）。
明
治
維
新
か
ら
ま
だ
10
年
、

不
平
士
族
の
反
乱「
西
南
戦
争
」
の
さ
な

か
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
政
府
は
そ
の
鎮

定
の
一
方
で
、
欧
米
に
追
い
付
け
追
い
越

せ
、
と
後
進
資
本
主
義
国
で
あ
る
日
本
の

近
代
国
家
へ
の
建
設
を
急
務
と
し
た
。

　

そ
れ
は
政
治
や
経
済
の
み
な
ら
ず
、
西

洋
文
化
の
受
容
を
惹じ

ゃ
っ

起き

す
る
べ
く
、
首
都

と
な
っ
た
東
京
を
舞
台
に「
文
明
開
化
」

と
い
う
華
や
か
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
演
出

し
た
。
モ
ー
ス
を
お
雇
い
外
国
人
と
し
て

東
京
大
学
の
初
代
動
物
学
教
授
に
招
い
た

の
も
、
西
洋
の
進
ん
だ
科
学
技
術
や
学
問

を
貪
欲
に
吸
収
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
表

れ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
年
、
上
野
公
園
に
お
い
て
内
務
省

の
主
導
で「
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
」
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。
全
国
の
物
産
を
一
堂

に
会
し
、
広
く
国
民
に
知
ら
し
め
る
こ
と

を
主
眼
と
し
、
新
政
府
が
掲
げ
た「
殖
産

興
業
」
を
具
現
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
。
出
品
点
数
8
万
4
千
点
、
出
品
人
員

1
万
6
千
人
。
観
覧
者
数
は
実
に
45
万
人

に
も
の
ぼ
っ
た
新
興
日
本
の
意
気
を
示
す

国
家
を
あ
げ
て
の
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

モ
ー
ス
は
幾
度
と
な
く
こ
こ
を
訪
れ
て

い
る
。
彼
の
日
記
に
は
、
み
ず
か
ら「
農
業

館
」
を
ス
ケ
ッ
チ
し
、
そ
の
中
で
着
物
姿
の

娘
た
ち
が
繭ま

ゆ

か
ら
絹
を
器
用
に
紡
ぐ
様
子

が
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、展
示

さ
れ
た
磁
器
、
漆
器
な
ど
の
伝
統
的
な
技

術
や
材
料
で
つ
く
ら
れ
た
工
芸
品
の
繊
細

さ
と
美
し
さ
に
深
く
感
銘
を
受
け
る
と
と

も
に
、
と
く
に
初
め
て
目
に
す
る
盆
栽
が

珍
し
か
っ
た
と
み
え
、「
松
の
木
は
奇
怪
極

ま
る
形
に
つ
く
ら
れ
る
」
と
ユ
ー
モ
ア
た
っ

ぷ
り
に
眺
め
て
い
る
。

　

さ
ら
に「
日
本
人
の
こ
れ
等
及
び
他
の

繊せ
ん

美び

な
作
品
は
、
彼
等
が
自
然
に
大
い
な

る
愛
情
を
持
つ
こ
と
と
、
彼
等
が
装
飾
芸

術
に
於
て
、か
か
る
簡
単
な
主
題（M

o
tif

）

を
具
体
化
す
る
力
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
等
を
見
た
後
で
は
、日
本
人
が
世
界
中
で

最
も
深
く
自
然
を
愛
し
、
そ
し
て
最
大
な

芸
術
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と

述
べ
、
日
本
人
が
い
か
に
自
然
と
密
接
に
く

ら
し
て
い
る
か
を
強
調
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
機
械
館
」
で
は
測
量
用
具
、

時
計
、電
信
機
、望
遠
鏡
、顕
微
鏡
、器
械

装
置
、
電
気
機
械
、
空
気
ポ
ン
プ
な
ど
の

「
近
代
的
」な
出
品
物
を
目
の
あ
た
り
に
し
、

「
維
新
か
ら
、
僅
か
な
年
数
し
か
経
て
い
な

い
の
で
、
博
覧
会
を
見
て
歩
い
た
私
は
、
日

本
人
が
つ
い
先
頃
ま
で
輸
入
し
て
い
た
品

物
を
、
製
造
し
つ
つ
あ
る
進
歩
に
驚
い
た
」

と
も
記
し
た
。

　

モ
ー
ス
が
東
京
で
過
ご
し
た
時
期
と

は
、
江
戸
の
残
像
は
い
ま
だ
色
濃
く
残
る

も
の
の
、
日
本
が
近
代
化
へ
と
向
か
う
幕

開
け
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
移
り
変
わ
り
の
こ

ろ
に
あ
た
る
。
彼
は
い
ず
れ
江
戸
の
面
影

は
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
予
言
し

た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
人
び
と
の
諸
相
を

克
明
に
観
察
の
う
え
滞
在
記『
日
本
そ
の

日
そ
の
日
』
を
著
し
た
。
い
ま
、
こ
の
本
を

ひ
も
と
く
と
、
わ
が
国
が
歩
ん
で
き
た
お

よ
そ
1
5
0
年
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
、

幕
末
明
治
と
い
う
激
動
の
時
代
を
ま
さ
に

乗
り
越
え
る
、い
わ
ば「
近
代
へ
の
序
曲
」が

か
な
で
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
の

で
あ
る
。

開
化
の
背
景
―
モ
ー
ス
が
見
た
明
治
の
東
京
―

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館 

副
館
長
　
小
林
淳
一

晩年のモース。フランク・ベンソンによる油彩画　
PEM Collection

第1回内国勧業博覧会「農業館」建物。
モース自筆スケッチ　
PEM Collection

「農業館」内部の様子で「繭から絹を
紡ぐ娘たち」。モース自筆スケッチ　
PEM Collection
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江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

「
人
間
大
砲
来
る
」ポ
ス
タ
ー

　

1
9
2
3
年（
大
正
12
）に
起
こ
っ
た
関
東

大
震
災
に
よ
り
、
興
行
の
町
と
し
て
知
ら
れ

た
浅
草
公
園
六
区
は
大
き
な
被
害
を
受
け
ま

し
た
。
震
災
後
、
当
地
の
映
画
館
や
劇
場
は

応
急
的
に
建
て
た
バ
ラ
ッ
ク
で
営
業
を
再
開

し
、
時
代
が
昭
和
へ
と
移
る
中
で
モ
ダ
ン
な
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
本
建
築
へ
と
建
て
替
え

ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

本
資
料
は
そ
う
し
た
復
興
の
進
む
浅
草
で

開
催
さ
れ
た「
人
間
大
砲
」
の
興
行
を
知
ら
せ

る
ポ
ス
タ
ー
で
す
。
建
ち
並
ぶ
新
た
な
ビ
ル
群

を
背
景
に
、
大
砲
か
ら
豪
快
に
人
間
が
打
ち

出
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
時
の
人
間
大
砲
は
、

お
よ
そ
10
ｍ
の
砲
身
か
ら
圧

縮
空
気
を
用
い
た
突
出
機
に

よ
り
人
間
を
空
中
へ
と
射
出

す
る
仕
組
み
で
、天
気
の
良
い

時
に
は
30
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
ま

で
打
ち
上
が
っ
た
そ
う
で
す
。

「
砲
弾
」
と
な
っ
て
華
麗
に
空

を
舞
う
の
は
ド
イ
ツ
人
カ
ー
ル
・
ラ
イ
ネ
ル

ト
。
宙
返
り
を
し
な
が
ら
前
方
に
張
ら
れ
た

網
へ
と
落
着
す
る
優
れ
た
技
量
が
、
こ
の
興

行
を
成
り
立
た
せ
て
い
ま
す
。
彼
の
人
間
大

砲
興
行
は
前
年
に
神
戸
市
で
開
催
さ
れ
た
観

艦
式
記
念
海
港
博
覧
会
に
て
初
上
演
さ
れ
、

期
間
中
、延
べ
1
3
7
万
人
が
来
場
す
る
大

人
気
と
な
り
ま
し
た
。
浅
草
で
の
興
行
も
、

こ
の
年
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
る

犬
養
毅
を
は
じ
め
と
し
た
名
士
ら
の
観
覧
を

得
て
、
毎
日
盛
況
で
あ
っ
た
と
当
時
の
新
聞

は
伝
え
て
い
ま
す
。 
（
学
芸
員　

沓
沢
博
行
）

キュレーターズ・
チョイス
 V o l .  9  

「人間大砲来る｣ポスター
1931年（昭和6）  資料番号 10200262

　

当
館
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
図
書
資
料
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

現
在
収
蔵
し
て
い
る
約
26
万
点
の
本
は
全
て「
博
物
館
の
収
蔵
品
」の
一
部
に

位
置
付
け
ら
れ
、大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

約
26
万
点
に
及
ぶ
蔵
書
の
中
で
、
常
設
展
示
や
閲
覧
室
で
み
な
さ
ん
の
目

に
触
れ
る
本
は
、ご
く
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
書
庫
に
は
戦
火
を
免
れ
た
貴
重

な
本
や
、
本
屋
さ
ん
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
本
も
た
く
さ
ん
収

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
段
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
そ
れ
ら
の
本
を
、よ
り

多
く
の
方
に
見
て
、
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、７
階
図
書
室

内
に
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、独
自
の
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。テ
ー
マ
設
定

か
ら
選
書
、
展
示
作
業
に
至
る
ま
で
緊
張
感
も
あ
り
ま
す
が
、
司
書
に
と
っ

て
本
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
愉
し
い
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
本
は
展
示
終
了
後
、
誰
で
も
手
に
取
っ
て
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
展
示
ケ
ー
ス
の
中
に
あ
っ
た
収
蔵
品
を
直
接
さ
わ
る
機
会
は

な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
博
物
館
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
、当
室
の
特
色
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

2
0
2
1
年
1
月
か
ら
は
、
N
H
K

大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公「
渋
沢
栄
一
」
を

テ
ー
マ
に
本
を
展
示
し
ま
す
。
博
物
館
に

お
越
し
の
際
は
、
ぜ
ひ
７
階
図
書
室
の
展

示
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
書
庫
の
本
の
利
用
に
は
閲
覧
請
求
が
必
要
で

す
。
展
示
中
・
修
復
中
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、ご
利

用
い
た
だ
け
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。図
書
室
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

図
書
室
の
仕
事 

Vol.
3

図
書
室
の
展
示

�

―
本
と
の
新
し
い
出
会
い
を

図書室から
お知らせ
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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
西
ゾ
ー
ン
に
あ
る「
綱
島
家
」

は
、
現
在
の
世
田
谷
区
岡
本
で
１
７
０
０
年
代
前
半
ご
ろ

よ
り
代
々
農
業
を
営
ん
だ
家
の
建
物
で
す
。
屋
根
の
軒
が

低
く
窓
な
ど
の
開
口
部
が
少
な
い
閉
鎖
的
な
造
り
で
、
古

い
民
家
の
特
徴
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

移
築
復
元
す
る
際
、
お
住
ま
い
の
方
々
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
し
た
と
こ
ろ
、
四
季
折
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
こ
で
、
室
内
で
の
生
活

情
景
の
再
現
に
加
え
、
展
示
の
一
環
と
し
て
年
中
行
事
の

い
く
つ
か
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
、

梅
干
し
づ
く
り
や
盆
棚
の
展
示
、十
五
夜
・
十
三
夜
飾
り
、

大
根
干
し
、
小
正
月
の
繭
玉
飾
り
、
節
分
の
豆
ま
き
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
制
約

の
多
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
が
、生
活
の
節
目
で
行
わ

れ
て
き
た
年
中
行
事
は
、こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。 

（
学
芸
員　

阿
部
由
紀
洋
）

※
た
て
も
の
園
に
お
け
る
各
種
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
の
最

新
情
報
は
、た
て
も
の
園
H
P
で
ご
確
認
く
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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

発行日  2020年12月18日（金）
編集・発行 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 
 〒130-0015 東京都墨田区横網1-4-1
制作・印刷 株式会社D_CODE

Vol. 111

綱島家前での
豆まきの様子

パレメチュシグのミイラ・マスク
後50～後100年頃
©Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum 
und Papyrussammlung Berlin / M. Büsing

ローマ支配時代のミイラ・マスク。美しく装飾されたかつらを着
けたパレメチュシグという男性のもの。アヌビス神（黒い犬）やウ
ジャト眼などが、色鮮やかに描かれています。下部中央にはク
ロトキが描かれており、死者を表したものとされています。

  「えどはくチャンネル」動画公開中！

 “新しい生活様式”という言葉を頻繁に耳にするようになった昨今、
あらゆる場面でインターネットなどを活用する機会が増えてきまし
た。当館でも様々な方法で楽しんでいただけるようオンラインコンテ
ンツの制作に取り組んでいます。その一つが当館のYouTubeチャン
ネル「えどはくチャンネル」です。
　こちらでは、展示紹介や資料解説の動画を制作し、公開してきまし
た。当館の学芸員が鑑賞のポイントや、より詳しい資料解説を動画
にてお伝えしていますので、展示の鑑賞前、鑑賞後にご覧いただくと、
より深くお楽しみいただけます。また、遠方にお住まいでなかなか訪
れることができない方にも、当館の魅力を知っていただく機会になれ
ば幸いです。
　展示紹介や資料解説だけでなく、様々な動画コンテンツをお届け
できるよう日々制作に取り組んでいます。今後も続 と々公開していき
ますので、ぜひ「えどはくチャンネル」へアクセスしてみてください。

　えどはくチャンネルはこちら
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