
　
　
　

戸
琳
派
の
パ
イ
オ
ニ
ア
、
酒
井

　
　
　

抱
一
が
描
い
た
今
年
の
干
支
、

ね
ず
み
の
絵
（
大
黒
天
神
鼠
図
）。
こ
の

何
と
も
言
え
な
い
愛
ら
し
さ
で
今
年
最

初
に
展
示
室
を
飾
っ
て
く
れ
た
絵
は
、

画
像
デ
ー
タ
を
当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
　
　

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
画
像

　
　
　

と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
無
料

で
閲
覧
で
き
て
い
る
と
し
て
も
、
原
則

と
し
て
好
き
勝
手
に
利
用
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
当
館
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
美
術
資
料
や
歴
史
資
料
、
古

写
真
な
ど
を
、
著
作
権
が
無
い
状
態
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
、
自
由
に

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
ま
す
。　

江イ

　

現
在
、
約
２
４
０
０
点

の
画
像
を
公
開
中
。
多
い

ジ
ャ
ン
ル
は
浮
世
絵
、
つ

い
で
写
真
、
江
戸
絵
画
の

順
で
す
。
写
真
で
は
、
い

ま
は
歴
史
上
の
風
景
と

な
っ
て
い
る
「
お
化
け
煙

突
」（
右
下
写
真
。
千
住

火
力
発
電
所
）
の
姿
や
都

電
、
豊
か
な
田
園
の
様
子

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

他
に
も
希
少
な
江
戸
時
代

の
古
文
書
や
絵
図
も
登
録

　

し
て
い
ま
す
。

　
　
　

業
な
ど
の
営
利
目
的
の
利
用

　
　
　

も
Ｏ
Ｋ
で
、
申
請
や
報
告
も

不
要
な
た
め
、
利
用
実
績
を
把
握
す

る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
最
も

多
い
の
は
出
版
物
や
テ
レ
ビ
番
組
で

の
利
用
と
思
わ
れ
ま
す
。
足
立
区
を

取
り
上
げ
た
番
組
を
は
じ
め
、
浮
世

絵
な
ど
は
江
戸
を
テ
ー
マ
と
し
た
番

組
で
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

商
品
化
が
行
わ
れ
た
例
も
あ
り
ま

す
。
区
内
の
グ
ッ
ズ
制
作
会
社
さ
ん

が
ス
マ
ホ
ケ
ー
ス
に
、
大
阪
船
場
の

　

企

知
ら
せ
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
カ
ー
ド
制
作
で
す
。

　

検
索
サ
イ
ト
で
「
足
立
区　

郷
土
博
物

館
」
を
検
索
し
、
当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
た
だ
き
、「
オ
ー
プ

ン
デ
ー
タ
」
の
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る

と
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
な
サ
イ
ト
「
収
蔵

資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
が
開
き
ま
す
。

呉
服
屋
さ
ん

が
帯
の
デ
ザ

イ
ン
に
ご
利

用
に
な
っ
た

こ
と
を
お
知

ら
せ
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

個
人
で
の
利

用
で
一
部
お

　

資料画像のダウンロード方法

①キーワードを入力して検索ボタンクリック
②希望の画像をクリックして詳細画面へ。
③[　  拡大 ]をクリックして閲覧画面へ。
④右下の [ 　 ]をクリックで保存可能！

特
集
　
資
料
の
ネ
ッ
ト
公
開

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ 

と 

博
物
館

１



れ
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
繊
細
で
傷
み
や

す
い
資
料―

た
と
え
ば
浮
世
絵
等
が
典
型

―

は
、
取
扱
い
方
次
第
で
は
あ
っ
と
い
う

間
に
劣
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
将
来
の
利

活
用
者
に
も
引
き
継
ぐ
こ
と
を
考
え
る
と
、

な
か
な
か
現
品
を
い
つ
で
も
自
由
に
見
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
こ
の
博
物
館
も

抱
え
る
こ
の
悩
み
を
解
決
し
て
く
れ
た
の

が
ネ
ッ
ト
公
開
で
す
。

　
　
　

製
が
広
く
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
博

　
　
　

物
館
に
と
っ
て
実
は
あ
り
が
た
い

こ
と
で
す
。
多
く
の
人
が
「
い
い
ね
」
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
、
資
料
価
値

　

複

　
　
　

物
館
の
画
像
公
開
は
知
的
財
産

　
　
　

権
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
（
公

的
領
域
）
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て

い
ま
す
。
著
作
権
が
滅
失
し
た
知
的
財

産
は
「
公
共
の
資
産
」
と
い
う
位
置
づ

け
で
日
本
は
も
と
よ
り
世
界
共
通
の
知

的
財
産
権
の
表
現
方
法
で
す
。

　

本
当
は
実
物
の
資
料
を
自
由
に
見
ら

　

博

が
高
ま
り
保
存
に
つ
な
が
っ

て
い
く
か
ら
で
す
。
ま
た
利

活
用
者
の
皆
様
も
パ
ソ
コ
ン
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
、
ス
マ
ホ
で
ご

覧
い
た
だ
け
る
利
便
性
は
大

き
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
近
年
、
博
物
館
も
被

災
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

た
く
さ
ん
の
画
像
複
製
が
存

在
す
る
こ
と
自
体
が
復
元
の

手
掛
か
り
に
な
り
ま
す
。
複

製
す
る
こ
と
が
保
存
に
つ
な

が
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い

ま
す
。歴
史
上
、「
源
氏
物
語
」

の
よ
う
に
貴
重
な
記
録
が
、

写
本
に
よ
っ
て
今
日
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で

し
ょ
う
。 

展覧会関連事業でPD公開（100点）

足立区オープンデータ正式開始

収蔵品システムでダウンロードの検討開始

区長ブログにて公開のお知らせ

テスト公開開始

本格公開

ＣＣＪＰのツイート等で広く知られる

2015.08

2015.11

2016.03

2017.04.12

2017.04.15

2017.06.15

2017.07 ～ 08

公開過程

年月日 事  項

※ 表中の略称  ＰＤ＝パブリックドメイン
　 　　　　　　ＣＣＪＰ＝クリエイティブコモンズ・ジャパン

　

当
館
の
画
像
公
開
は
足
立
区
の
オ
ー
プ

ン
デ
ー
タ
の
一
環
で
す
。
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
（O

pen D
ata

）
と
は
２
０
１
０
年
前

後
か
ら
一
般
化
し
た
概
念
で
、
制
限
を
無

く
し
利
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
デ
ー
タ

の
こ
と
で
す
。
足
立
区
で
は
２
０
１
５
年

に
ス
タ
ー
ト
し
、
当
館
も
展
覧
会
関
連
事

業
の
一
環
と
し
て
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

で
は
じ
め
ま
し
た
。
一
方
、
既
存
の
博
物

館
の
収
蔵
品
管
理
シ
ス
テ
ム
も
ネ
ッ
ト
公

開
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
２

０
１
７
年
に
現
在
の
方
法
で
ご
提
供
し
て

　

い
ま
す
。
意
外
な
こ
と
に
日
本
の
登
録
博

物
館
で
最
初
の
事
例
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

知
的
財
産
権
の
世
界
的
な
認
証
団
体
「
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
コ
モ
ン
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
」

（
Ｃ
Ｃ
Ｊ
Ｐ
）
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
で
も

紹
介
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

名称もその一つです。名前の決め方もいくつかあり
ます。例えば下の古文書は形態表題では「印判状」（は
んことサインがある一枚物の古文書）、内容表題で
は「開発定書」となります。どちらも正しいのですが、
　

　写真は漆器を入れた箱の
裏書を撮影しているところ
です。ネット公開のためだ
けでなく資料研究のために
も資料撮影を行います。頻
繁に原資料を取り扱うのを
避けることで保存をはかる
意味合いもあります。
　こうして撮影し、資料研
究を進めます。例えば資料
　

ネット公開の時には
検索されやすいよう
に代官の名前をつ
けて「伊奈忠治開
発定書」としていま
す。

撮影から資料研究とネット公開

パブリックドメ
イン

　　での画像
公開

公立博物館で
は

 日本初！？

画
像
公
開
と

　
　
　
　
資
料
保
存

公
開
の
履
歴
書

２



　

ま
ず
は
、
資
料
の
法
量
（
サ
イ
ズ
）
を

測
り
ま
す
。
美
術
資
料
で
は
、
絵
が
描
か

れ
て
い
る
部
分
を
「
本
紙
」、
そ
れ
以
外

を「
表
装
」と
し
て
い
ま
す
。
本
紙
を「
内

寸
」、そ
の
外
側
の
掛
軸
の
部
分
を「
外
寸
」

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ズ
を
記
録
し

て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
次
に
、
そ
の
絵
の
材
料
を
記
録
し

ま
す
。和
紙
な
ら「
紙
本
」、絹
な
ら「
絹
本
」

と
言
っ
て
、
さ
ら
に
墨
だ
け
で
描
か
れ
て

い
れ
ば
「
墨
画
」、
色
が
施
さ
れ
て
い
れ

ば
「
着
色
」
と
記
録
し
ま
す
。「
大
黒
天

神
鼠
図
」
は
絹
に
墨
だ
け
で
描
か
れ
て
い

る
の
で
「
絹
本
墨
画
」
と
書
き
ま
す
。

●
絵
の
内
面
を
考
え
る　

次
に
、
絵
の
作

者
や
、
そ
の
作
ら
れ
た
年
代
、
背
景
を
考

え
ま
す
。
多
く
の
作
品
に
は
、
描
い
た
人

が「
落
款（
サ
イ
ン
）」を
書
い
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
記
録
し
な
が
ら
描
い
た
人
を
特
定

し
、
画
風
や
、
一
緒
に
捺
さ
れ
た
印
章
か

ら
描
か
れ
た
年
代
を
特
定
し
て
い
き
ま
す
。

　

難
し
い
の
が
、
こ
う
し
た
作
者
や
時
代

か
ら
、
作
ら
れ
た
背
景
を
考
え
る
こ
と
で

す
。
昔
の
絵
は
展
覧
会
に
出
品
し
た
り
、

　

　　

広
く
公
開
し
て
い
る
郷
土
博
物
館
の
資

料
で
す
が
、
収
蔵
か
ら
公
開
ま
で
に
は
時

間
が
か
か
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
地
域
で

確
認
さ
れ
る
資
料
は
、
詳
細
な
調
査
記
録

も
ま
だ
な
く
、
骨
董
商
な
ど
の
手
も
入
っ

て
い
な
い
新
資
料
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
ら

の
資
料
の
内
容
を
調
べ
る
の
が
、
公
開
の

第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

●
ま
ず
は
基
本
情
報　

郷
土
博
物
館
オ
ー

プ
ン
デ
ー
タ
か
ら
「
美
術
品
」
の
項
目
を

見
て
み
る
と
、
画
像
と
一
緒
に
「
作
者
／

作
品
名
／
時
代
（
作
ら
れ
た
年
代
）
／
解

説
／
法
量
（
サ
イ
ズ
）
／
員
数
（
数
量
）」

い
う
情
報
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
博

物
館
資
料
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の

最
低
限
の
情
報
で
、
博
物
館
で
は
美
術
資

料
担
当
の
学
芸
員
が
、
こ
う
い
っ
た
基
本

情
報
を
調
べ
て
、「
美
術
資
料
調
書
」
へ

記
入
し
て
い
き
ま
す
。　

●
実
際
の
調
査
作
業　

で
は
、
冒
頭
で
も

取
り
上
げ
て
い
る
「
大
黒
天
神
鼠
図
」
を

例
に
取
っ
て
、
基
本
情
報
を
と
る
「
調
書

取
り
」の
作
業
を
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

美
術
館
に
飾
る
た
め
に
描
か
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
季
節
を
飾
っ
た
り
、
お
客

様
を
も
て
な
す
た
め
に
使
わ
れ
た
も
の

で
し
た
。
描
か
れ
た
画
題
（
内
容
）
を

見
な
が
ら
、
作
者
や
時
代
、
そ
れ
に
そ

の
絵
を
持
っ
て
い
た
家
の
人
に
伝
わ
っ

た
話
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
絵
が

作
ら
れ
た
理
由
を
推
理
し
て
い
き
ま
す
。

「
大
黒
天
神
鼠
図
」
の
場
合
、署
名
に
「
文

政
七
甲
申
年
子
ノ
月
子
ノ
日
子
ノ
刻
」

に
描
い
た
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
絵

の
内
容
と
合
わ
せ
て
、子
の
月
（
十
一
月
）

の
最
初
の
子
の
日
の
、
子
の
刻
（
午
前

零
時
）
に
大
黒
様
を
祀
る
「
初
子
日
」

の
為
に
、
文
政
七
年
に
描
か
れ
た
と
わ

か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合

は
こ
の
よ
う
な
情
報
は
無
く
、
調
べ
る

　

の
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

●
最
終
局
面
、「
名
付
け
」
の
難
し
さ

最
後
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
資
料
の
「
タ

イ
ト
ル
」
を
つ
け
る
こ
と
で
す
。
新
た

に
確
認
さ
れ
た
資
料
に
は
当
然
名
前
が

あ
り
ま
せ
ん
。
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
、「
名

付
け
」
を
行
う
の
も
学
芸
員
の
仕
事
で
す
。

絵
の
内
容
が
伝
わ
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル

に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、
実
は

一
番
頭
を
使
い
ま
す
。
今
回
は
、「
大
黒

天
神
」
の
字
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
て
、

そ
の
下
に
鼠
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

「
大
黒
天
神
鼠
図
」
と
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
調
査
を
経
て
は
じ
め
て

公
開
出
来
る
状
態
と
な
り
、
郷
土
博
物

館
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
へ
と
登
録
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　
　  

べ
る
こ
と
が
公
開
の
第
一
歩
！

　
　  

ん
な
こ
と
を
調
べ
る
の
？

調ど

上：調査の風景。マスクをして、資料を傷つけないように
　　布製のメジャーを使ってサイズを測っています。
下：郷土博物館の「美術資料調書」。

公
開
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
！

資
料
の
調
書
を
つ
く
る

ー
美
術
資
料
の
場
合
ー

３



全
部
じ
ゃ
な
い
デ
ス　

当
館
が
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
公
開
し
て
い
る
資

料
は
、い
ず
れ
も
著
作
権
が
滅
失
し
た
も
の
で
す
。２
０
１
９
年
よ
り
、

保
護
期
間
は
著
作
者
の
死
後　

70
年
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
現
時
点

で
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
以
前
の
も
の
は
す
べ
て
著
作
権
が
滅
失

し
て
い
る
資
料
に
な
り
ま
す
。

影
印
・
え
い
い
ん　
古
文
書
の
収
集
、
墨
蹟
の

　
　

収
集
の
た
め
多
く
の
影
印
本
が
作
ら
れ
ま
し

　
　

た
。
文
字
の
輪
郭
を
な
ぞ
っ
て
写
し
て
い
て

　
　

ホ
ン
モ
ノ
そ
っ
く
り
。
例
え
ば
「
記
録
御
用

　
　

所
本
古
文
書
」
と
い
う
独
立
行
政
法
人
国
立

　
　

公
文
書
館
の
古
文
書
は
優
れ
た
影
印
本
で
、

　
　

こ
の
写
本
の
み
で
知
ら
れ
る
記
録
も
多
く
あ

　
　

り
ま
す
。

摸
本
・
も
ほ
ん　
優
れ
た
絵
を
写
し
た
絵
。
著

　
　

名
な
絵
師
た
ち
も
技
量
を
学
ん
だ
り
、
勉
強

　
　

す
る
た
め
に
沢
山
の
絵
を
写
し
ま
し
た
。
ニ

　
　

セ
モ
ノ
で
は
な
く
学
習
や
研
究
の
資
料
に
も

　
　

な
り
ま
す
。

複製を保存することのほか、資料の大切さが知れ
渡ることで、博物館だけではなく、みんなでその
存在を伝えていくことができます。
そして、何処かで眠っている資料が「古いから」と
うっかり捨てられることを防げます。

　写し（コピー）をつくることは後世に資料を伝える手段と
して昔から重要でした。「日本書紀」、「伊勢物語」など古代
の記録も原資料は失われており、鎌倉時代の写本で知るこ
とができます。足立区でも貴重な古文書や、絵画資料が所
在不明となり写真のみが残っている例もあります。オリジナ
ルのみでは未来への継承が難しいという実例です。

　写真は国会図書館が所蔵す
る東久邇宮家が伝えたという
「源氏物語」の冒頭部分です。
源氏物語は数多くの写本があ
り、今日に伝えられた典型的
な貴重資料です。

国立国会図書館デジタルコレクションより

写しや写真が伝える貴重資料

足立区立郷土博物館だより  ７４号

令和２（２０２０）年３月発行
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〒120-0001 東京都足立区大谷田５－２０－１
☎０３－３６２０－９３９３ / e-mail hakubutsukan@city.adachi.tokyo.jp
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ホンモノそっく

り

４


	だより74_01
	だより74_02
	だより74_03
	だより74_04

