
足
立
区
立
郷
土
博
物
館
で
発
行
す
る

「
博
物
館
だ
よ
り
」
は
、
開
館
一
年

後
の
昭
和
62
年
か
ら
発
刊
を
開
始
し
、
と
く

に
展
示
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
イ
ベ
ン
ト
、
そ

の
内
容
の
ご
案
内
を
中
心
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
、
紙
面
を
新
編
集
と
し
、
博
物

館
の
仕
事
や
役
割
な
ど
そ
の
ヒ
ミ
ツ
？
　
を

お
届
け
い
た
し
ま
す
。
郷
土
博
物
館
っ
て
何

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
か
？
ど
ん
な
風
に

展
示
を
し
て
い
る
の
？
な
ど
と
い
う
こ
と
と
、

博
物
館
で
大
切
な
「
調
査
・
研
究
が
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
も

も
っ
と
、
具
体
的
に
楽
し
く
お
知
ら
せ
で
き

た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
当
館
は
、
区
立
の
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
博

物
館
で
す
。
国
立
や
県
立
の
大
規
模
館
と
は

い
ろ
い
ろ
な
面
で
違
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

全
国
の
博
物
館
の
な
か
で
は
、
市
立
、
町
立

な
ど
と
同
様
で
、
規
模
や
運
営
形
態
な
ど
最

も
数
が
多
い
博
物
館
・
美
術
館
の
ひ
と
つ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
身
近
だ
け
ど
知
ら
れ

ざ
る
！
？
　
博
物
館
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。
最
新
の
調
査
研
究
情
報
も
お
届

け
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
一
年
間
の
展
覧
会
予
定
に
つ
い
て
は
、「
展

示
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
を
発
行
し
ま
し
た
。
合

わ
せ
て
ご
覧
下
さ
い
。
ま
た
、
郷
土
博
物
館

Ｈ
Ｐ
で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

博
物
館
の
活
動
の
な
か
で
最
も
大
き
い

も
の
は
展
覧
会
で
す
。「
博
物
館=

展
覧
会
・
展
示
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
展
覧
会
は
研
究
の
成
果
を
お
伝

え
す
る
集
大
成
で
も
あ
り
、
収
蔵
し
て
い
る

資
料
を
ご
覧
に
入
れ
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

一
年
間
の
展
覧
会
計
画
は
、
次
年
度
予
算
の

算
出
を
始
め
る
前
年
の
夏
ご
ろ
に
始
ま
り
ま

す
。
特
別
展
な
ど
の
場
合
は
、
三
年
く
ら
い

前
か
ら
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
大
き
な
展
覧
会
を
中
心
に
、
大
小
取
り
混

ぜ
て
年
間
、
四
、
五
回
の
展
覧
会
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
つ
く
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
計
画
の
立
て
方
を
ご
説
明
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特
集

展
覧
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
つ
く
り
方

ど
を
作
る
契
約
手
続
き
、
原
稿
や
ネ
ー
ム
プ

レ
ー
ト
の
作
成
、
陳
列
の
作
業
な
ど
、
時
間

と
労
力
が
か
か
り
ま
す
。（
あ
ん
な
小
さ
な

展
示
室
な
の
に
？
）
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う

が
、
足
立
の
特
色
を
掘
り
下
げ
て
展
示
す
る

と
な
る
と
厳
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

展
覧
会
の
内
容
と
日
程
ま
で
決
定
す
る
の
は
、

前
年
末
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。

　
特
別
展
が
秋
に
多
い
の
は
、
そ
の
昔
、
空

調
が
な
か
っ
た
時
代
に
、
資
料
の
保
存
に
適

し
た
気
温
二
〇
度
、
湿
度
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト

に
近
い
気
候
の
と
き
に
展
覧
会
を
開
催
し
て

い
た
歴
史
的
な
慣
習
が
あ
り
ま
し
た
。（
４

頁
マ
ン
ガ
も
参
照
）
ま
た
、
年
度
で
仕
事
や

予
算
を
区
切
る
た
め
、
四
月
か
ら
始
ま
っ
て

準
備
に
時
間
が
と
れ
る
こ
と
な
ど
が
結
び
つ

い
て
い
ま
す
。
人

に
と
っ
て
も
動
き

や
す
い
季
節
で
、

秋
の
風
情
と
あ
い

ま
っ
て
「
芸
術
の

秋
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
も
な
り
ま

し
た
。

連休や夏休みなど来客が多いときには開催中に
三連休に展覧会をやってないなんて

記念の日や周年に会期がかかるように
アピールポイントをはずしてどうするの

同じような展覧会が続かないように
絵画のあとに浮世絵･･「絵」の展示ばかり

季節に合うように
真夏に「冬の浮世絵」はないだろう

テーマや会期決定のおもな留意点

館内で作成する展示計画

し
ま
す
。
テ
ー
マ
や
会
期
を
決
め
る
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
留
意
点
が
あ
り
ま
す
。

　
意
外
と
重
要
な
の
は
、【
展
覧
会
会
場
と

な
る
「
企
画
展
示
室
」
は
な
る
べ
く
開
く
】

と
い
う
こ
と
と
、【
展
覧
会
回
数
を
少
な
く
】

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
お
客
様
は
行
く
た
び
に
次
々
と
面
白
い
展

覧
会
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
想
だ
と
思

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
展
覧
会
を
開
催
す
る

た
め
に
は
、
調
査
や
研
究
に
か
け
る
時
間
、

資
料
の
借
用
手
続
き
や
交
渉
な
ど
の
手
間
も

か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
印
刷
物
や
パ
ネ
ル
な
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開
催
は
記
念
名
称
を
つ
け
る
こ
と
で
の
ア
ピ

ー
ル
や
宣
伝
効
果
も
あ
り
ま
す
が
、
理
解
を

深
め
る
と
い
う
効
果
も
生
ま
れ
ま
す
。

　
同
じ
く
今
年
は
、
広
重
没
後
一
六
〇
年
の

記
念
年
で
、
当
館
で
も
広
重
の
浮
世
絵
展
を

開
催
し
ま
す
。
広
重
を
専
門
と
す
る
美
術
館

も
力
を
入
れ
た
展
覧
会
を
開
催
す
る
で
し
ょ

う
。
広
重
に
関
わ
る
書
籍
や
テ
レ
ビ
番
組
な

ど
も
企
画
さ
れ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

い
わ
ば
広
重
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
よ
う
な
状
況

に
な
り
、
歌
川
広
重
を
よ
り
深
く
理
解
す
る

契
機
に
な
る
で
し
ょ
う
。

●
美
術
史
界
も
注
目
　
特
別
展
で
は
、
文
化

遺
産
調
査
成
果
の
ひ
と
つ
の
山
場
と
な
り
ま

す
。
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
当
時
の

文
人
、
絵
師
、
画
家
た
ち
と
直
接
交
流
し
て

い
た
旧
家
に
は
、
当
時
の
ま
ま
の
美
術
資
料

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
年
、
こ
う
し
た

資
料
の
再
確
認
と
調
査
依
頼
が
相
次
ぎ
、

次
々
と
新
資
料
が
発
見
さ
れ
「
美
と
知
性
の

宝
庫
　
足
立
」
と
シ
リ
ー
ズ
化
し
て
い
ま
す
。

特
別
展
「
大
千
住 

美
の
系
譜
」
で
は
、
四

年
近
く
整
理
と
調
査
研
究
を
続
け
て
き
て
、

資
料
全
体
を
通
し
て
わ
か
る
こ
と
な
ど
を
伝

え
た
く
、
集
大
成
に
近
い
も
の
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
名
倉
彌
一
、
素
朴
翁
（
１
８
３
９

－

１
９
０
２
）
の
還
暦
祝
い
の
祝
賀
色
紙
帳

は
絵
師
、
書
家
、
俳
諧
師
、
歌
舞
伎
役
者
な

ど
の
幅
広
い
当
時
の
文
化
著
名
人
が
名
を
連

ね
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

足
立
の
人
々
が
芸
術
・
文
化

を
育
み
楽
し
む
社
会
を
創
り

上
げ
て
い
た
こ
と
を
実
感
し
て
く
だ
さ
い
。

★
展
示
室
大
変
化
　
と
く
に
大
き
な
展
覧
会

の
際
に
は
、
常
設
展
示
を
一
時
片
付
け
て
ホ

ー
ル
や
二
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ま
で
、
特
別
展
示

仕
様
に
変
え
ま
す
。
展
示
準
備
の
た
め
に
、

休
館
日
を
設
定
し
総
出
で
作
業
を
行
い
ま
す
。

●
王
道
の
歴
史
展
示
　
年
が
変
わ
っ
て
開
催

す
る
の
が
「
戦
国
足
立
の
三
国
志
」
で
す
。

中
世
史
専
攻
の
専
門
員
が
早
く
か
ら
企
画
し

て
い
た
も
の
で
、
足
立
の
中
世
を
し
っ
か
り

と
説
明
す
る
展
示
に
な
り
ま
す
。
資
料
自
体

は
地
味
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ま
ひ
と
つ

知
ら
れ
て
い
な
い
足
立
の
中
世
世
界
の
魅
力

を
伝
え
ま
す
。

展
覧
会
に
は
担
当
が
い
る
！

　
展
覧
会
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
学
芸

員
・
専
門
員
が
い
ま
す
。
当
館
で
は
、
歴
史

学
・
民
俗
学
・
美
術
史
学
の
学
芸
員
と
専
門

員
が
そ
れ
ぞ
れ
お
り
、
専
攻
や
得
意
分
野
を

活
か
し
て
担
当
し
ま
す
。
展
覧
会
の
決
定
の

留
意
点
の
な
か
に
、「
担
当
が
続
か
な
い
よ

う
に
す
る
」
と
い
う
の
も
入
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
担
当
は
、
展
覧
会
の
準
備
か
ら
終
了

ま
で
掛
か
り
き
り
に
な
る
か
ら
で
す
。
大
規

模
館
で
は
展
示
の
担
当
は
三
～
五
年
に
一
度

く
ら
い
で
す
が
、
当
館
で
は
毎
年
一
度
は
当

た
り
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で
担
当
す
る
の
が
基

本
で
す
。
近
年
は
「
文
化
遺
産
調
査
」
の
展

示
な
ど
、
学
芸
員
・
専
門
員
ほ
ぼ
全
員
で
携

わ
る
展
示
が
増
え
て
い
ま
す
。

今
年
の
展
覧
会
は
？

●
記
念
イ
ヤ
ー
の
展
示
　
さ
て
、
今
年
は
、

明
治
維
新
一
五
〇
年
の
記
念
の
年
に
な
り
ま

す
。
各
地
で
こ
れ
を
記
念
し
た
展
覧
会
や
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
６
月
か
ら

開
催
す
る
「
幕
末
明
治
の
名
筆
」
も
、
維
新

記
念
を
意
識
し
た
開
催
で
す
。
記
念
年
で
の

展
覧
会
担
当
と

今
年
度
の
み
ど
こ
ろたとえば

〔上〕２階ギャラリー・常設展（通常の展示）
〔下〕特別展時のようす

登録文化財修復記念【幕末明治の名筆】
６月12日（火）～７月29日（日）　※６月25日～29日はくん蒸休館

区内に残された幕末の文化人、明治維新の志士たちの墨蹟を紹介

平成30年　展示スケジュール

収蔵浮世絵展【没後160年　広重目線】
9月４日（火）～10月８日（月・祝）　

「世界のヒロシゲ・足立の広重」、大胆で印象的な構図、人々を魅
了する広重ビューの魅力をさぐる

【美と知性の宝庫 足立3　大千住 美の系譜】　
10月30日（火）～2月11日（月・祝）

千住の旧家に残された新発表の名品を一挙に展示し、美術史的に
も重要な足立の文化・芸術力を区内外に広く発信

【戦国足立の三国志─宮城氏・舎人氏・武蔵千葉氏─】
3月19日（火・祝）～5月６日（月・休）

足立の戦国武将たちが繰り広げた勢力争いとその行く末を紹介 

？？

た
だ
い
ま
研
究
中
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平
成
30
年
３
月
６
日
か
ら
５
月
１
３
日

ま
で
開
催
の
「
谷
文
晁
と
二
人
の
文

一
」
の
図
録
の
執
筆
過
程
で
、
た
び
た
び
議

論
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
議
論
と
い
う
よ
り
、

ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
と
い
う
か
、
単
な

る
雑
談
？
　
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　
谷
文
晁
は
某
テ
レ
ビ
番
組
で
も
、
よ
く
取

り
上
げ
ら
れ
る
江
戸
時
代
後
期
の
日
本
画
家

で
す
。
写
山
楼
と
い
う
画
塾
に
は
た
く
さ
ん

の
弟
子
が
集
い
彼
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
ま
し

た
。
今
回
は
、
そ
の
娘
婿
一
世
文
一
と
そ
の

子
、
二
世
文
一
と
文
中
、
文
晁
の
実
子
、
文

二
な
ど
、
全
員
絵
師
で
あ
っ
た
文
晁
の
フ
ァ

ミ
リ
ー
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
有
名
な
文

晁
、
そ
の
娘
婿
一
世
文
一
ま
で
は
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
二
世
文
一
や
文
中
は
そ
も
そ
も

作
品
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
研
究
者

に
も
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
人
達
で
す
。
今
回
は
、
新
出
資
料
も
多
く
、

ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
も
手
探
り
で
す
。

　
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
歴
史
学
、
民
俗

学
と
門
外
漢
で
あ
る
こ
と
を
強
み
に
、
言
い

た
い
放
題
あ
ー
で
も
、
こ
ー
で
も
、
と
よ
く

言
え
ば
仮
説
、
簡
単
に
い
う
と
想
像
を
取
り

混
ぜ
て
の
活
発
な
意
見
の
交
換
が
、
突
発
的

に
頻
繁
に
、
さ
ら
に
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。「
文
二
と
二
世
文
一
の
間
に

何
が
あ
っ
た
の
か
⁉
」、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
的

な
関
心
ま
で
含
め
て
連
日
熱
く
語
ら
れ
る
文

晁
一
門
で
す
。

　
自
称
「
日
本
最
高
の
文
晁
研
究
機
関
」
の

熱
い
？
　
議
論
は
続
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
ぜ
ひ
展
覧
会
と
展
示
図
録
を

ご
覧
下
さ
い
。

展
覧
会
に
は
担
当
が
い
る
！

　
展
覧
会
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
学
芸

員
・
専
門
員
が
い
ま
す
。
当
館
で
は
、
歴
史

学
・
民
俗
学
・
美
術
史
学
の
学
芸
員
と
専
門

員
が
そ
れ
ぞ
れ
お
り
、
専
攻
や
得
意
分
野
を

活
か
し
て
担
当
し
ま
す
。
展
覧
会
の
決
定
の

留
意
点
の
な
か
に
、「
担
当
が
続
か
な
い
よ

う
に
す
る
」
と
い
う
の
も
入
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
担
当
は
、
展
覧
会
の
準
備
か
ら
終
了

ま
で
掛
か
り
き
り
に
な
る
か
ら
で
す
。
大
規

模
館
で
は
展
示
の
担
当
は
三
～
五
年
に
一
度

く
ら
い
で
す
が
、
当
館
で
は
毎
年
一
度
は
当

た
り
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で
担
当
す
る
の
が
基

本
で
す
。
近
年
は
「
文
化
遺
産
調
査
」
の
展

示
な
ど
、
学
芸
員
・
専
門
員
ほ
ぼ
全
員
で
携

わ
る
展
示
が
増
え
て
い
ま
す
。

今
年
の
展
覧
会
は
？

●
記
念
イ
ヤ
ー
の
展
示
　
さ
て
、
今
年
は
、

明
治
維
新
一
五
〇
年
の
記
念
の
年
に
な
り
ま

す
。
各
地
で
こ
れ
を
記
念
し
た
展
覧
会
や
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
６
月
か
ら

開
催
す
る
「
幕
末
明
治
の
名
筆
」
も
、
維
新

記
念
を
意
識
し
た
開
催
で
す
。
記
念
年
で
の

〔上〕２階ギャラリー・常設展（通常の展示）
〔下〕特別展時のようす

登録文化財修復記念【幕末明治の名筆】
６月12日（火）～７月29日（日）　※６月25日～29日はくん蒸休館

区内に残された幕末の文化人、明治維新の志士たちの墨蹟を紹介

収蔵浮世絵展【没後160年　広重目線】
9月４日（火）～10月８日（月・祝）　

「世界のヒロシゲ・足立の広重」、大胆で印象的な構図、人々を魅
了する広重ビューの魅力をさぐる

【美と知性の宝庫 足立3　大千住 美の系譜】　
10月30日（火）～2月11日（月・祝）

千住の旧家に残された新発表の名品を一挙に展示し、美術史的に
も重要な足立の文化・芸術力を区内外に広く発信

【戦国足立の三国志─宮城氏・舎人氏・武蔵千葉氏─】
3月19日（火・祝）～5月６日（月・休）

足立の戦国武将たちが繰り広げた勢力争いとその行く末を紹介 

日
本
最
高
峰
の
文
晁
研
究
機
関
？？

た
だ
い
ま
研
究
中

一世文一が長生きしていたら、違ったろうねえ

二世文一は、文五郎を文渕のところに連れ
ていったりしてますよ。面倒見てたんじゃ
ないですか

文二のところ、繁盛したっていう記録があ
りますし、大広間四十三枚敷きって、これ
は写山楼でしょう

結局、画塾としての写山楼ってどういう位
置づけなんですかね

二世文一と文二、年が近い。微妙な関係ですね

3



　
「
無
料
公
開
日
」
の
の
ぼ
り
旗
や
、
学
校
児
童
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
で
活
躍
し
て
い
る
ね
こ
ち
ゃ
ん
は
、
親
し
み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す

く
博
物
館
を
紹
介
し
て
く
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
。
そ
の
名
は
ネ
コ

タ
ン
ゴ
。
モ
デ
ル
は
、
展
示
室
の
ど
こ
か
に
い
る
世
田
谷
ボ
ロ
市
出
身

の
招
き
ネ
コ
で
す
。
名
前
の
由
来
は
、
当
館
資
料
の
タ
ン
ゴ
に
由
来
し

て
い
ま
す
。
足
立
周
辺
の
方
言
で
、
タ
ン
ゴ
と
は
桶
の
こ
と
で
、
セ
リ

ツ
ミ
タ
ン
ゴ
、
コ
エ
タ
ン
ゴ
（
肥
桶
）
と
第
一
展
示
室
で
紹
介
し
て
い

ま
す
。
白
ね
こ
の
タ
ン
ゴ
。
か
わ
い
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
一
昨
年
迎
え
た
博
物
館
三
〇
周
年
で
登
場
し
、
Ｈ
Ｐ
の
「
ね
こ
ま
ん

が
」
で
も
活
躍
中
で
す
。

＊
湿
度
６0
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
６5
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
湿
度
で
発
生
す
る
好
乾
性
の
カ
ビ
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
金
工
品
の
場
合
は
55
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
が
適
す
る
な
ど
資
料
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。

微妙な温湿度設定はとっても難しいにゃ
一番いけないのは、急激に温湿度が変わること。
結露しちゃったり、急に乾燥すると
木製品など割れることも！
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博
物
館
を
伝
え
る

ネ
コ
タ
ン
ゴ

どこにいる
のかさがし
てみてね

夏休みのテキストでも活躍


