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常設展示室から

2
0
2
2
年
1
月
2
日（
日
）〜
3
月
6
日（
日
）

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
。

徳
川
一
門

―
将
軍
家
を
さ
さ
え
た
ひ
と
び
と
―

　

1
6
0
3
年
（
慶
長
8
）
に
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
徳

川
家
康
は
、
2
6
0
余
年
に
わ
た
る
泰
平
の
世
を
築
き
ま

す
。
し
か
し
将
軍
職
は
嫡
男
に
よ
っ
て
順
調
に
継
承
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
幕
府
も
将
軍
の
み

で
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
老
中
や
若
年
寄
ほ
か

多
く
の
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
本

展
で
は
家
康
か
ら
血
縁
で
連
な
る
人
々
が
、い
か
に
将
軍
家

の
存
続
に
寄
与
し
た
か
を
垣
間
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

家
康
は
9
男
義よ
し

直な
お
・
10
男
頼よ
り
の
ぶ宣
・
11
男
頼よ
り
ふ
さ房
を
大
名
と

し
、
後
の
御ご
さ
ん
け

三
家
を
起
し
ま
す
。
御
三
家
に
は
重
要
政
策
へ

の
参
画
や
、
後
嗣
が
い
な
い
場
合
に
将
軍
継
承
者
を
輩
出

す
る
な
ど
、
他
の
大
名
と
は
異
な
る
役
割
が
期
待
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
7
代
将
軍
家い

え

継つ
ぐ

が
夭
折
し
血
統
が
絶

え
た
時
、紀
伊
家
よ
り
吉よ

し

宗む
ね

が
将
軍
家
を
相
続
し
ま
し
た
。

　

吉
宗
は
将
軍
家
を
維
持
す
る
た
め
、
次
男
宗む
ね

武た
け

と
4
男

宗む
ね
た
だ尹
に
、
ま
た
9
代
将
軍
家い

え

重し
げ

も
次
男
重し
げ
よ
し好
に
江
戸
城
内

の
屋
敷
を
与
え
、
田
安
・
一
橋
・
清
水
の
御ご

三さ
ん

卿き
ょ
う

を
誕
生
さ

せ
ま
す
。
彼
ら
は
家
族
と
し
て
将
軍
家
を
支
え
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

一
橋
家
よ
り
11
代
将
軍
と
な
っ
た
家い
え

斉な
り

に
は
53
人
の
子

女
が
い
ま
し
た
。
そ
の
子
を
御
三
家
、
御
三
卿
さ
ら
に
は
外

様
大
名
な
ど
へ
と
配
し
、
将
軍
家
を
外
か
ら
支
え
さ
せ
ま

し
た
。
7
男
斉な
り
ゆ
き順
は
紀
伊
徳
川
家
11
代
と
な
り
、
そ
の
子

は
14
代
将
軍
家い

え

茂も
ち

と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
津
山
藩
主
の
16

男
松ま
つ
だ
い
ら平
斉な
り

民た
み
（
確か
く
ど
う堂
）
や
徳
島
藩
主
の
22
男
蜂は

ち

須す

賀か

斉な
り

裕ひ
ろ

は
、幕
末
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

政
情
不
穏
な
幕
末
に
登
場
し
た
の
は
、
水
戸
家
出
身
で

一
橋
家
か
ら
将
軍
と
な
っ
た
慶よ
し
の
ぶ喜
で
し
た
。
さ
ら
に
13
代
将

軍
家い

え

定さ
だ

の
御
台
所
で
あ
っ
た
天て
ん
し
ょ
う
い
ん

璋
院
（
篤あ
つ

姫ひ
め

）
や
、
14
代
将

軍
家
茂
に
降
嫁
し
た
皇
女
和か
ず
の
み
や宮

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
わ
ず
か
６
歳
で
あ
っ
た
亀
之

助
は
田
安
家
か
ら
将
軍
家
を
相

続
し
て
徳
川
家い
え

達さ
と

と
な
り
、
幕
府

終
焉
後
に
徳
川
の
家
名
を
存
続

さ
せ
ま
し
た
。

　

家
康
以
後
、
徳
川
将
軍
家
は
一

門
に
支
え
ら
れ
て
継
承
さ
れ
た
の

で
し
た
。
本
展
で
は
、
こ
の
よ
う

な
人
々
の
活
躍
を
、
德
川
宗
家
ゆ

か
り
の
品
々
を
通
し
て
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

企画展

萌
もえ
黄
ぎ
紋
もん
縮
ちり
緬
めん
地
じ
雪
ゆき
持
もち
竹
たけに
雀
すずめ
文
もん

 小
こ
袖
そで

德川記念財団所蔵
展示期間：1月２日～1月30日

東
とう
照
しょう
大
だい
権
ごん
現
げん
像
ぞう
　德川記念財団所蔵

本
ほん
小
こ
札
ざね
濃
こい
勝
かち
糸
いと
威
おどし
二
に
枚
まい
胴
どう
具
ぐ
足
そく
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常
設
展
示
室
の
東
京
ゾ
ー
ン
入
口
に
は
、
原
寸
大
の
朝

野
新
聞
社
の
フ
ァ
サ
ー
ド
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。「
朝
野

新
聞
」は
、
1
8
7
4
年（
明
治
7
）
9
月
に「
公こ
う

文ぶ
ん
つ
う
し

通
誌
」

（
1
8
7
2〈
明
治
5
〉年
創
刊
）を
改
題
し
発
刊
さ
れ
ま
し

た
。
改
題
に
際
し
、
旧
幕
臣
の
成な
る
し
ま島
柳り
ゅ
う

北ほ
く

を
局
長
に
迎
え
、

本
格
的
な
政
論
新
聞
と
な
り
ま
し
た
。

　

1
8
7
2
年
、
東
京
初
の
日
刊
紙
「
東
京
日に
ち
に
ち日
新
聞
」

の
創
刊
を
皮
切
り
に
、
次
々
に
新
聞
が
創
刊
さ
れ
、
東
京
の

近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
開
幕
し
ま
し
た
。
1
8
7
4
年

1
月
に
板い
た
が
き
た
い

垣
退
助す
け

ら
が
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
を
提

出
す
る
と
、
自
由
民
権
運
動
が
高
揚
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

政
府
の
立
場
を
擁
護
す
る
官
権
派
新
聞
と
、
自
由
民
権
運

動
の
立
場
を
支
持
す
る
民
権
派
新
聞
は
、
紙
上
で
激
し
い

言
論
戦
を
展
開
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
1
8
7
5
年（
明
治

8
）
に
新
聞
紙
条
例
と
讒ざ
ん

謗ぼ
う

律り
つ

が
公
布
さ
れ
、
政
論
に
対

す
る
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、「
朝
野
新
聞
」
は
、
民
権
派

新
聞
と
し
て
政
府
を
辛し

ん

辣ら
つ

に
批
評
し
、
人
気
を
博
し

ま
し
た
。
そ
の
人
気
を
支
え
た
の
が
、
成
島
柳
北
と

末す
え
ひ
ろ広
鉄て
っ

腸ち
ょ
う

と
い
う
二
人
の
個
性
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
で
し
た
。
柳
北
が
軽け
い
み
ょ
う妙
洒し
ゃ
だ
つ脱
な
文
章
で
時
事
を
風

刺
し
た
「
雑
録
」
と
、
1
8
7
5
年
10
月
に
編
集
長

に
迎
え
ら
れ
た
鉄
腸
が
「
論
説
」
内
で
行
っ
た
政
府
へ

の
鋭
い
批
判
が
評
判
と
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
柳
北

主
宰
の
詩
文
会
の
記
事
を
掲
載
す
る
な
ど
、
現
在
の

文
化
欄
に
相
当
す
る
欄
を
最
初
に
設
け
た
新
聞
で
も

あ
り
ま
し
た
。
柳
北
と
鉄
腸
は
、
紙
上
に
掲
載
し
た

政
府
に
対
す
る
批
判
に
よ
っ
て
、
処
罰
を
受
け
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
言
論
弾
圧
に
対
抗
す
る
姿
勢

が
人
々
の
心
を
つ
か
み
、「
朝
野
新
聞
」
の
発
行
部
数
は
か

え
っ
て
増
加
し
ま
し
た
。

　

1
8
7
6
（
明
治
9
）
年
に
は
発
行
部
数
増
加
の
勢
い
に

乗
り
、
銀
座
4
丁
目
の
角
、
現
在
「
和
光
本
館
」
が
た
つ
場

所
へ
進
出
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は
「
朝
野
新
聞
」
は
、
官

権
派
の「
東
京
日
日
新
聞
」、民
権
派
の「
郵
便
報
知
新
聞
」、

「
東
京
曙

あ
け
ぼ
の

新
聞
」
と
と
も
に
東
京
の
四
大
新
聞
の
一
つ
と
し

て
、当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
代
表
す
る
存
在
と
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、文
明
開
化
を
象
徴
す
る
街
で
あ
る
銀
座
煉

瓦
街
に
は
、
次
第
に
新
聞
社
が
集
ま
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
中
心
地
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 （
学
芸
員　

秋
間
敬
代
）

朝ち

ょ

う

野や

新
聞
社
と

　東
京
の
近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

朝野新聞社　復元年代：明治10年代（1877～86）　縮尺：1/1
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常設展示室から

　

日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築
は
、ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東

西
両
端
に
位
置
す
る
か
ら
ほ
ぼ
無
縁
の
ま
ま
歴
史
は
推
移

し
、幕
末
・
明
治
初
期
に
突
然
、関
係
が
生
じ
、日
本
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
建
築
（
洋
館
）
を
取
り
入
れ
よ
う
と
志
し
て
も
、
急

に
学
べ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

1
8
7
9
年
（
明
治
12
）に
辰た

つ

野の

金き
ん

吾ご

な
ど
が
工
部
大
学

校
を
卒
業
し
、日
本
最
初
の
建
築
家
と
し
て
活
動
を
開
始
す

る
ま
で
の
ほ
ぼ
10
年
は
日
本
人
建
築
家
不
在
の
空
白
期
間

と
な
る
が
、し
か
し
幸
い
こ
の
空
白
を
埋
め
る
人
々
が
い
た
。

　

伝
統
の
大だ

い

工く

棟と
う

梁り
ょ
う

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
新
し
い
時
代
の
ス

タ
ー
ト
に
強
い
刺
激
を
受
け
、
洋
風
に
憧
れ
な
が
ら
、
し
か

し
洋
風
の
技
術
も
様
式
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
見
よ
う
見

真
似
で
洋
風
に
擬な

ぞ
ら

え
た
独
自
の
表
現
を
実
現
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
を

　
〈
擬
洋
風
建
築
〉

　

と
呼
ぶ
。
発
生
源
は
ヨ
コ
ハ
マ
の
外
国
人
居
留
地
で
あ
っ

た
。

　

ヨ
コ
ハ
マ
に
来
航
し
た
欧
米
の
建
築
技
師
た
ち
の
う
ち
の

何
人
か
は
、
洋
風
の
商
館
や
住
宅
や
公
館
を
設
計
す
る
だ

け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
せ
っ
か
く
東
洋
の
果
て
ま
で
来
た
の

だ
か
ら
こ
の
地
の
伝
統
を
取
り
込
も
う
と
考
え
、
日
本
の

大
工
棟
梁
の
協
力
の
も
と
洋
風
の
中
に
和
風
を
取
り
込
ん

だ
表
現
を
実
現
し
た
。

　

彼
ら
に
協
力
し
た
大
工
棟
梁
の
一
部
は
そ
う
し
た
和
洋

折
衷
表
現
に
衝
撃
を
受
け
、ヨ
コ
ハ
マ
の
外
へ
と
持
ち
出
し
、

ま
ず
新
東
京
で
実
現
す
る
。
そ
の
代
表
が
清し

水み
ず

喜き

助す
け
（
2

代
）で
あ
り
、そ
の
代
表
作
が
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

か
ら
の
依
頼
で
作
っ

た〈
第
一
国
立
銀
行
〉
1
8
7
2
年（
明
治
5
）だ
っ
た
。

　

第
一
国
立
銀
行
の
写
真
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
全

体
が
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
て
い
る
が
、
し
げ
し
げ
と
観
察
す
る

と
、四
角
な
1
、2
階
の
層
と
、そ
の
上
の
屋
根
の
目
立
つ
層

「�� 
洋
風
建
築
の
は
じ
ま
り
」

		
	
	
	
	
	
	

と
し
て
の
擬ぎ

洋よ

う

風ふ

う

建け

ん

築ち

く

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館 

館
長

　藤
森 

照
信

第一国立銀行　『実写奠都五十年史』1917年（大正6）発行　国立国会図書館ウェブサイトより転載

第一国立銀行 模型　復元年代：明治初期（1872～77）　縮尺：1/25
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（
3
、
4
、
5
階
）と
で
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
、下
の
層
は
ヨ

コ
ハ
マ
の
洋
館
の
ベ
ラ
ン
ダ
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
を
踏
襲
し
、

上
の
層
は
あ
た
か
も
城
の
天
守
閣
状
を
呈
す
る
。

　

実
用
的
な
1
、
2
階
は
洋
風
を
基
本
と
し
、
非
実
用
的

な
上
層
で
和
を
取
り
込
む
。

　

構
造
の
作
り
は
、外
壁
は
、石
積
み
の
壁
と
木
造
の
柱
・
梁は

り

を
鎹

か
す
が
い

で
繋
い
で
一
体
化
し
、室
内
の
柱
・
梁
は
伝
統
の
木
造
。

　

石
の
壁
と
木
の
柱
・
梁
を
一
体
化
す
る
珍
し
い
技
術
は
、

開
拓
期
の
ア
メ
リ
カ
が
起
源
で
、
ア
メ
リ
カ
人
建
築
技
師

ブ
リ
ッ
ジ
ェ
ン
ス
が
ヨ
コ
ハ
マ
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
に
清
水

は
学
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
て
ヨ
コ
ハ
マ
か
ら
文
明
開
化
の
東
京
に
持
ち
出
さ

れ
た
擬
洋
風
は
、
以
後
、
全
国
各
地
に
伝
わ
り
、
各
地
の
大

工
棟
梁
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
擬
洋
風
を
生
み
出
し
て
ゆ
く

が
、
建
築
の
種
類
は
役
所
、
学
校
、
病
院
と
い
っ
た
公
的
施

設
に
限
ら
れ
、住
宅
に
使
わ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。

　

公
は
洋
、
私
は
和
、
こ
の
使
い
分
け

は
当
時
の
日
本
人
の
共
通
認
識
で

あ
っ
た
。

　

全
国
各
地
の
大
工
棟
梁
の
手
が
け

た
公
的
建
築
を
代
表
す
る
の
が
、松
本

で
立た

て

石い
し

清せ
い

重じ
ゅ
う

が
手
が
け
た
〈
開
智
学

校
〉
1
8
7
6
年（
明
治
9
）で
あ
る
。

　

立
石
は
、
地
元
民
の
寄
付
と
公
費
で

作
ら
れ
る
初
の
小
学
校
建
築
の
棟
梁

に
選
ば
れ
た
こ
と
を
意
気
に
感
じ
、
ヨ

コ
ハ
マ
、
東
京
な
ど
先
進
各
地
の
擬
洋

風
を
訪
れ
、
そ
こ
に
自
分
の
好
み
を
加

え
、
世
に
も
類
ま
れ
な
小
学
校
を
生
み

出
す
。

　

正
面
の
中
央
部
に
、
竜
が
海
か
ら
紫
雲
目
指
し
て
駆
け

上
が
る
姿
を
モ
チ
ー
フ
に
車
寄
せ
を
作
り
、
車
寄
せ
の
バ
ル

コ
ニ
ー
の
上
に
は
唐か

ら

破は

風ふ

が
付
き
、
そ
の
下
に
は
エ
ン
ジ
ェ

ル
が〝
開
智
学
校
〞の
看
板
を
掲
げ
持
つ
。

　

あ
ま
り
の
自
由
奔
放
な
造
形
に
、
和
と
洋
の
両
方
を
越

え
た
何
か
別
の
境
地
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら

疑
わ
れ
よ
う
。

　

文
明
開
化
の
風
潮
を
極
限
ま
で
押
し
詰
め
て
表
現
し
た

開
智
学
校
は
、漆し

っ

喰く
い

で
洋
風
を
模
し
て
い
た
が
、
1
8
7
7

年
（
明
治
10
）
を
境
に
も
う
一
つ
別
の
擬
洋
風
が
生
ま
れ
、

開
智
学
校
の
よ
う
な
漆
喰
系
擬
洋
風
に
取
っ
て
替
わ
る
。

　

そ
れ
が
山
形
の
〈
済さ

い

生せ
い

館か
ん

〉
1
8
7
9
年
（
明
治
12
）
に

代
表
さ
れ
る
下し

た

見み

板い
た

系
擬
洋
風
建
築
で
あ
る
。
文
明
開
化

的
造
形
性
は
弱
い
が
、作
り
や
す
さ
や
耐
久
性
の
面
で
は
優

れ
、
こ
の
系
統
は
以
後
長
く
続
き
、
や
が
て
町
の
写
真
館
や

病
院
に
流
れ
込
み
、日
本
の
社
会
に
広
く
根
差
し
て
ゆ
く
。

開智学校（正面中央部）の唐破風につけられた開智学校の看板　撮影：藤森照信 開智学校（全景）：漆喰系擬洋風建築の代表　撮影：藤森照信

済生館：下見板系擬洋風建築の代表　撮影：藤森照信
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研究の
散歩道

パ
ソ
コ
ン
で
文
章
を
書
く
こ
と
が
す
っ

か
り
定
着
し
た
現
代
、さ
ら
に
貴
重

さ
を
増
し
て
い
る
の
が
作
家
の
直
筆
原
稿

で
あ
る
。
当
館
で
も
芥
川
龍
之
介
や
横よ
こ
み
つ光

利り
い
ち一

と
い
っ
た
作
家
の
原
稿
を
い
く
つ
か
所

蔵
し
て
い
る
が
、な
か
で
も
興
味
が
尽
き
な

い
の
が
夏
目
漱
石
の「
明め
い

暗あ
ん

」反ほ

ご故
草そ
う
こ
う稿

で

あ
る
。

　

反
故
草
稿
と
は
作
家
が
推す
い
こ
う敲
す
る
過

程
で
不
要
と
な
っ
た
原
稿
の
こ
と
を
い

う
。当
館
が
所
蔵
す
る

「
明
暗
」
反
故
草
稿
は

４
３
１
枚
。
漱
石
が
朝

日
新
聞
社
入
社
後

に
、
橋は
し
ぐ
ち口
五ご
よ
う葉
に
デ
ザ

イ
ン
を
依
頼
し
て
つ

く
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

原
稿
用
紙
が
使
わ
れ

て
い
る
。
新
聞
の
連
載

小
説
だ
っ
た
「
明
暗
」

は
、
各
回
一
枚
目
の
原

稿
用
紙
欄
外
に
算
用

数
字
で
連
載
回
数
が

記
さ
れ
、「
漱そ

う

石せ
き

山さ
ん

房ぼ
う

」
印
字
右
側
龍
の

頭
の
デ
ザ
イ
ン
下
に
そ

の
回
の
何
枚
目
で
あ

る
か
が
書
か
れ
て
い

る
。（
写
真
3
）

　

当
館
所
蔵
の
反
故

草
稿
の
大
部
分
が
連

載
第
６
回
か
ら
第

１
１
５
回
ま
で
の

分
に
当
た
る
。
原

稿
は
一
枚
目
の
書
き

直
し
が
多
く
、各
回

の
書
き
出
し
に
苦

心
し
た
様
が
う
か

が
え
る
。
ま
た
表

裏
問
わ
ず
書
き
込

み
が
あ
る
。
筆
に
よ

る
墨ぼ
く
し
ょ書

が
多
く
、
内
容
は
漢
字
、
仮
名
、

英
文
・
英
単
語
、
計
算
、
記
号
、
絵
な
ど
。

と
く
に
目
立
つ
の
が
墨
書
に
よ
る
手
習
い

の
跡
で
あ
る
。
文
学
研
究
で
は
、「
明
暗
」

と
い
う
作
品
が
成
る
ま
で
の
推
敲
過
程
に

関
心
が
集
ま
る
が
、
こ
の
本
文
以
外
の
書

き
込
み
に
も
膨
大
な〈
情
報
〉が
あ
る
。
例

え
ば
手
習
い
の
跡
と
さ
れ
る
文
字
を
追
っ

て
い
く
と
、
そ
れ
が
王お
う
ぎ
し

羲
之
「
蘭ら
ん
て
い
じ
ょ

亭
序
」
や

顔が
ん

真し
ん

卿け
い
「
脩し
ゅ
う
じ
ょ
ち
ょ
う

書
帖
」「
文も
ん
じ
ゅ
ち
ょ
う

殊
帖
」
な
ど
、

稀き
た
い代

の
能
書
家
の
筆
に
倣な
ら

っ
た
跡
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
漱
石
作
品
に
は
、
登
場

人
物
が
東
京
帝
室
博
物
館
（
現
在
の
東
京

国
立
博
物
館
）
の
表ひ
ょ
う
け
い
か
ん

慶
館
で
、
王
羲
之
の

「
喪そ
う
ら
ん
じ
ょ
う

乱
帖
」を
見
る
場
面
が
あ
っ
た
り（「
行

人
」）、「
蘭
亭
序
」の
一
節
「
天て
ん

朗ろ
う

気き

清せ
い

」に

由
来
す
る
「
天て
ん
き気

晴せ
い
ろ
う朗

」
と
い
う
語
句
が

挿
入
さ
れ
て
い
た
り
（「
吾
輩
は
猫
で
あ

る
」）、漱
石
の
書
へ
の
知
識
が
う
か
が
え
る

場
面
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
ま
た
、
東

北
大
学
が
所
蔵
す
る
漱
石
の
旧
蔵
書
「
漱

石
文
庫
」
に
も
書
道
関
連
の
書
籍
や
拓た
く
ほ
ん本

が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
実
に
お
い

て
反
故
草
稿
の
書
き
付
け
は
、
名
筆
を

黙
々
と
臨
書
し
、
書
の
世
界
を
探
究
す
る

漱
石
の
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
、
漱
石
と

書
と
い
う
テ
ー
マ
を
よ
り
深
く
考
え
さ
せ

て
く
れ
る
。

　

見
れ
ば
見
る
ほ
ど
新
た
な
情
報
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る「
明
暗
」反
故
草
稿
。
ま
さ

に
研
究
の
た
の
し
み
を
実
感
さ
せ
て
く
れ

る
資
料
で
あ
る
。

直じ
き

筆ひ
つ

原
稿
の
た
の
し
み

学
芸
員　

橋
本
由
起
子
・
文

写真1・2　夏目漱石「明暗」反故草稿　1916年（大正5）　資料番号 02303491　
左は王羲之「蘭亭序」、右は顔真卿「文殊帖」の手習いの跡

写真3　①は連載回数を、②は原稿がその回の何枚目に
当たるかを示す。
連載回数の数字は消されているが、この原稿では「91」
と書かれている。

①

②
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キュレーターズ・
チョイス
 V o l .  1 3  

江
戸
博
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り

キ
ュ
ー
ピ
ー
形
の
し
お
り

　

粉
ミ
ル
ク
や
、
離
乳
食
な
ど
で
お
な
じ
み
の
和わ

光こ
う

堂ど
う

は
、

1
9
0
6
年
（
明
治
39
）
に
薬
局
と
し
て
創
業
し
、
国
産
初

の
粉
ミ
ル
ク
や
、
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
な
ど
の
乳
幼
児
関
連
商

品
を
1
0
0
年
以
上
に
わ
た
っ
て
製
造
販
売
す
る
歴
史
あ

る
会
社
で
す
。

　

日
本
で
は
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
を
指
す
固
有
名
詞
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
る
「
シ
ッ
カ
ロ
ー
ル
」
と
は
、
和
光
堂
の
主
力
製
品

の
商
品
名
で
す
。

　

キ
ュ
ー
ピ
ー
が
描
か
れ
た
こ
ち
ら
の
し
お
り
は
、
販
促
品

（
ノ
ベ
ル
テ
ィ
）
と
し
て
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
商
品
の
認
知
度

を
高
め
る
た
め
に
、
お
店
に
て
無
料
で
配
ら
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
し
お
り
が
つ
く
ら
れ
た
1
9
5
0
年
代
は
、
出
生
数
も

多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
乳
幼
児
向
け
商
品
が
登
場
し
た
時
代
で

す
。
日
本
で
の
テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
た
時
代
を
象
徴
す
る

よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

（
学
芸
員　

早
川
典
子
）

　
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
」と
は
利
用
者
が
学
習

や
研
究
、調
査
な
ど
で
情
報
を
求
め
た
際
に
図
書
室

の
機
能
を
使
っ
て
参
考
と
な
る
資
料
を
ご
案
内
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
司
書
が
ど

の
よ
う
に
考
え
て
回
答
を
導
き
出
す
か
、に
つ
い
て

は
、N
E
W
S 

Vol. 

109
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、そ
の
よ
う
に
し
て
蓄
積
さ
れ
た
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
事
例
集
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
誰
も

が
多
く
の
事
を
調
べ
ら
れ
ま
す
が
、
よ
り
信
頼
で
き

る
情
報
を
得
る
に
は
専
門
知
識
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば「
日
本
橋
が
架
橋
さ
れ
た
の
は

何
年
か
」と
い
っ
た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
際
、
司
書

は
ど
の
よ
う
に
文
献
を
紹
介
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
い
く
つ
か
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
を
取

り
上
げ
、一
般
に
利
用
で
き
る
よ
う
再
構
成
し
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
公
開
し
て
い
る
の
が
、
当
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
中
に
あ
る「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
集
」

（http
s://w

w
w
.ed

o-tokyo-m
useum

.or.jp
/

p
urp

o
se/lib

rary/reference/

）で
す
。

　

こ
こ
で
ご
紹
介
し
て
い
る
参
考
文
献
は
お
近
く

の
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
調
べ
物
の
際
に
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

図
書
室
休
室
の
お
知
ら
せ

キューピー形のしおり
1950年代　和光堂／製作
資料番号 02004927

　

当
館
７
階
図
書
室
は
、
大
規
模
改
修
工
事
に
伴
い
、

2
0
2
2
年（
令
和
４
）３
月
13
日（
日
）を
も
ち
ま
し

て
し
ば
ら
く
の
間
、休
室
い
た
し
ま
す
。

　

休
室
前
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
ご

利
用
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
ま
た
こ
の
先
、
移
転
準
備

の
た
め
、一
部
ご
利
用
い
た
だ
け
な
い
図
書
資
料
が
出

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
来
室
前
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。（
例
年
12
月
に
行
っ

て
お
り
ま
す
整
理
休
室
は
本
年
は
行
い
ま
せ
ん
。）

　

な
お
、
現
在
の
施
設
で
の
図
書
室
の
再
開
は

2
0
2
5
年
（
令
和
７
）
度
中
を
予
定
し
て
お
り
ま
す

が
、
大
規
模
改
修
工
事
中
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
。

　

皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
何
卒

ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

図
書
室
の
仕
事 

Vol.
7

「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」を
公
開
す
る	

 	
  

―「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
集
」

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

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  2021年12月17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. 115
江戸東京博物館　西側外観
建築家・菊

きく

竹
たけ

清
きよ

訓
のり

の代表作ともいえる江戸東
京博物館。設計期間は、1987年（昭和62）10月
から1989年（平成元）3月。建築工事は、1989
年6月から1992年（平成4）11月までの長期に
わたる。その後、展示工事を経て1993年（平成
5）3月に開館。構造は鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コ
ンクリート造）。高さは62.16mで、江戸城の天
守の高さに合わせたとされる。

ミュージアムショップ　休館前特別セールのお知らせ

　当館は、大規模改修工事を行うため2022年（令和４）
４月から全館休館します。再開は2025年（令和7）度中を予定し

ています。長期休館を前に、オリジナル商品・書籍の一部の価格を
見直し、１階ミュージアムショップの特設コーナーにて販売しています。
　館蔵資料の「武蔵野図屏風」をデザインしたスカーフ（2種類）や、
常設展図録などの当館に関する書籍、過去の特別展の図録などがお
求めやすい価格となっております。割引対象商品は、江戸東京博物
館オンラインショップでもご購入いただけますので、ご来館が難しい
お客様はぜひこの機会にご利用ください。なお、各商品は売り切れ
次第終了です。

　

2
0
2
1
年
（
令
和
3
）
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、た
て
も
の
園
は
5
か
月
間
に
わ

た
り
休
園
と
な
り
ま
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
た
て
も
の

に
加
え
て
春
の
桜
を
は
じ
め
と
し
た
四
季
の
風
景
を
楽

し
め
る
当
園
で
す
が
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
叶

わ
な
い
状
況
を
、不
本
意
な
が
ら
経
験
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
経
験
を
踏
ま
え
、
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
で
は
、

こ
の
度
新
た
に
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開

設
し
ま
し
た
。
現
在
こ
ち
ら
の
ア
カ
ウ
ン
ト
で
は
、
園
内

の
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
は
じ
め
、
展
覧
会
の
開
催
情

報
、
復
元
建
造
物
の
み
ど
こ
ろ
紹
介
な
ど
、
園
の
魅
力

を
発
信
し
て
お
り
ま
す
。
他
の
S
N
S
と
比
べ
、
そ
う

し
た
様
々
な
写
真
・
動
画
を
一
堂
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
の

は
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
強
み
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

な
か
な
か
お
越
し
に
な
れ
な
い
方
に
も
園
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
、
情
景
再
現
イ
ベ
ン
ト
の
配
信
も
行
っ

て
い
く
予
定
で
す
。
是
非
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ

さ
い
！

公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

ア
カ
ウ
ン
ト
開
設

オンラインショップURL
https://www.edo-tokyo-museum.shop/

江戸博コレクション
武蔵野図屏風シリーズ スカーフ
7,600円 ▲ 3,800円（税込）
90cm×90cm　絹100パーセント

江戸博コレクション
武蔵野図屏風シリーズ 風呂敷 de スカーフ
7,600円 ▲ 3,800円（税込）
90cm×90cm　絹100パーセント

祝祭都市：江戸東京　
江戸東京博物館所蔵
浮世絵版画コレクション
1,833円円 ▲ 1,467円（税込）
全187ページ

図表でみる江戸東京
江戸東京博物館
常設展示図録〔図表編〕
1,761円 ▲ 880円（税込）
全261ページ

江戸東京博物館
常設展示総合図録3版
999円 ▲ 500円（税込）
全125ページ

模型でみる江戸東京
江戸東京博物館
常設展示図録〔模型編〕
961円 ▲ 480円（税込）
全129ページ

図表でみる江戸東京江戸東京博物館 模型でみる江戸東京
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