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現
場
に
足
を
運
ん
で
学
ぶ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
重
要
性

は
、
美
術
史
学
・
歴
史
学
・
民
俗
学
の
三
分
野
共
通
で
す
。
博

物
館
で
も
、
館
内
で
資
料
を
見
た
り
文
献
を
読
む
だ
け
で
は
な

く
、
現
地
に
足
を
運
び
、
観
察
し
、
と
き
に
は
人
に
話
を
う
か

が
い
、
新
し
い
資
料
や
情
報
を
入
手
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

は
、
調
査
研
究
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
一
例

と
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
特
定
の
作
品
や
そ
の
作
者
に
つ
い
て
研
究
す
る
美
術
分
野
で

は
、
対
象
と
す
る
作
品
が
保
管
さ
れ
て
い
る
場
所
を
訪
ね
、
現

物
の
細
部
を
観
察
す
る
こ
と
が
重
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

あ
り
、
調
査
・
学
習
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

　
近
年
、
カ
メ
ラ
や
印
刷
・
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
向
上
に
よ
り
、

書
籍
・
画
面
上
で
芸
術
作
品
を
見
る
環
境
は
整
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
詳
細
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
や

は
り
、
細
か
な
彫
刻
の
構
造
、
絵

画
の
筆
致
、
浮
世
絵
の
彫
・
摺
の

技
術
な
ど
、
現
物
を
間
近
に
観
察

し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
正
確
に
と

ら
え
て
実
感
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　
例
え
ば
、平
成
26
年（
２
０
１
４
）

に
千
住
の
名
倉
家
で
確
認
さ
れ
、

そ
の
後
、
区
に
寄
贈
さ
れ
た
建
部

巣
兆
の
「
吉
野
山
桜
・
竜
田
川
紅

葉
図
屏
風
」を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
桜
の
咲
く
吉
野
山
と
、
紅
葉
の

色
づ
く
竜
田
川
の
情
景
を
描
い
た

六
曲
一
双
の
屏
風
で
す
が
、
各
図
を
精
緻
に
観
察
す
る
と
、
全

体
に
群
青
、
緑
青
、
金
泥
と
い
っ
た
高
価
な
顔
料
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
上
、
建
物
や
人
物
の
輪
郭

に
は
金
泥
で
線
が
施
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
鮮
や
か
な
緑
の
松
や

竹
の
葉
は
緑
青
で
わ
ず
か
に
厚
く
、
こ
ま
や
か
に
描
か
れ
、
畑

の
稲
穂
は
金
と
茶
で
一
本
一
本
が
描
き
分
け
ら
れ
る
な
ど
、
精

細
緻
密
な
技
法
が
随
所
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

ま
す
。
こ
う
し
た
細
部
の
情
報
は
、
全
体
像
を
示
し
た
図
版
か

ら
だ
け
で
は
確
認
し
難
い
も
の
で
す
。
か
と
い
っ
て
、
拡
大
し

た
画
像
な
ら
ば
よ
い
か
と
い
う
と
、
や
は
り
顔
料
の
濃
淡
、
筆

の
運
び
な
ど
の
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

　
こ
の
作
品
は
元
々
、
南
千
住
の
材
木
問
屋
か
ら
の
依
頼
で
制

作
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
観
察
か
ら
高
価
な
顔
料
の

特
集

現
地
が
い
ち
ば
ん

現
物
を
観
察
し
、

背
景
を
探
る

美
術
史
学 現

地
に
行
っ
て
、
観
察
す
る 

　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
楽
し
い
よ

現
地
で
な
く
て
は

　
　
わ
か
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る

上：吉野山桜図屏風の一部
輪郭線に施された金泥と、細かに描かれた竹・松の葉

下：竜田川紅葉図屏風の一部
一本一本が描き分けられた稲穂
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使
用
を
可
能
に
す
る
依
頼
者
の
充
分
な
出
資
の
も
と
に
、
巣
兆

が
そ
れ
に
見
合
う
技
巧
を
尽
く
し
た
と
い
う
、
制
作
の
背
景
が

浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
観
察
か
ら
得
ら
れ
る
特
徴
や

技
法
一
つ
一
つ
へ
の
気
付
き
が
、「
作
品
を
知
る
」
楽
し
み
へ

と
繋
が
る
の
で
す
。
美
術
作
品
の
調
査
研
究
は
、
そ
れ
が
た
と

え
外
国
で
あ
っ
て
も
実
物
の
作
品
を
見
に
行
く
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。

　
こ
の
作
品
現
物
へ
の
観
察
を
第
一
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と

す
る
な
ら
ば
、
作
者
自
身
や
そ
の
周
辺
の
人
々
へ
の
聞
き
取
り

と
、
関
連
す
る
諸
資
料
の
収
集
に
よ
っ
て
、
作
者
の
情
報
や
、

そ
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
状
況
、
地
域
的
な
特
徴
、
作
図
が

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
情
報
を
集
め
る

こ
と
が
、
第
二
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
な
り
ま
す
。

　
地
域
の
美
術
文
化
を
取
り
上
げ
て
き
た
近
年
の
区
の
文
化
遺

産
調
査
も
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
、
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
土
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
歴
史
を
探
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
代
表
例
が
史
跡
探
訪
で

す
。
文
献
で
得
ら
れ
る
情
報
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
史
を
踏
ま

え
て
、
現
地
を
訪
ね
考
え
る
と
い
う
伝
統
的
な
手
法
で
、
古
く

は
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
文
献
と
と

も
に
、
史
跡
と
周
辺
の
観
察
か
ら
検
証
す
る
実
例
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

　
武
士
館
（
や
か
た
）
の
典
型
の
一
つ
が
、
方
形
居
館
（
ほ
う

け
い
き
ょ
か
ん
）
で
す
。
足
立
区
佐
野
に
あ
る
「
佐
野
い
こ
い

の
森
」
は
、
近
世
初
期
、
代
官
伊
奈
氏
の
家
臣
だ
っ
た
佐
野
胤

信
の
屋
敷
跡
で
、
上
空
か
ら
見
る
と
ほ
ぼ
正
方
形
の
形
の
土
地

に
、
土
塁
や
堀
を
め
ぐ
ら
せ
、
内
部
に
家
屋
な
ど
の
建
物
が
あ

る
典
型
的
な
方
形
居
館
で
す
。
佐
野
家
の
事
績
は
佐
野
家
文
書

や
他
地
域
の
古
文
書
で
知
る
こ
と
が
で
き
（
当
館
蔵
）、
論
文

や
研
究
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
重
要
な
史
跡
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
古
文
書
が
伝
え
る
の
は
歴
史
の

一
部
に
す
ぎ
ず
、
現
地
に
行
か
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
数

多
く
あ
り
ま
す
。

　
屋
敷
の
目
の
前
が
中
川
で
す
。
ま
ず
「
な
ぜ
、
こ
こ
に
立
地

し
た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
が
、
古
文
書
に
は

記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
現
地
に
行
く
と
多
く
の
こ

と
が
見
え
て
き
ま
す
。
戦
前
に
で
き
た
中
川
水
門
の
水
位
計

を
見
る
と
東
京

湾（
江
戸
湾
）か

ら
の
潮
の
満
ち

引
き
に
よ
り
、

時
間
に
よ
っ
て

水
位
が
変
わ
る

こ
と
に
気
づ
き

ま
す
。
こ
の
た

め
、
上
げ
潮
を

利
用
し
て
船
が

安
定
し
て
遡
航

す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

佐
野
家
の
古
文

書
を
見
る
と
肥

料
運
搬
船
を
運

用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
土
地
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
が

う
が
か
が
え
ま
す
。

　
次
に
立
地
場
所
の
地
形
を
考
え
ま
す
。
自
然
堤
防
は
河
川
が

運
ん
だ
土
砂
に
よ
っ
て
で
き
た
微
高
地
で
、
比
較
的
水
害
に
強

い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
佐
野
家
の
屋
敷
は
中
川
の
自
然

堤
防
上
に
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
は
自
然
堤
防
の
形
跡
は
失
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
幸
い
足
立
区
役
所
が
昭
和
時
代
に
作
成
し
た
50

㎝
等
高
線
の
手
作
り
地
図
が
あ
り
ま
す
。
本
図
を
み
る
と
佐
野

の
昔
の
集
落
が
、
自
然
堤
防
上
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま

す
。
こ
う
し
た
地
理
的
な
要
因
か
ら
、
屋
敷
が
な
ぜ
こ
こ
に
あ

る
の
か
と
い
う
問
い
の
答
え
は
明
ら
か
で
す
。
つ
ま
り
「
舟
運

に
便
利
で
、さ
ら
に
安
定
し
た
微
高
地
で
あ
る
か
ら
」な
の
で
す
。

　
佐
野
家
の
屋
敷
が
で
き
た
当
時
、
中
川
は
交
通
の
大
動
脈
で

し
た
。
初
代
当
主
の
胤
信
は
伊
奈
氏
の
役
人
と
し
て
遠
州
（
静

岡
県
西
部
）
や
相
州
（
神
奈
川
県
）
に
出
か
け
ま
し
た
が
、
舟

運
を
考
え
る
と
格
好
の
立
地
条
件
と
い
え
ま
す
。

　
こ
う
し
た
現
地
調
査
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
歴
史
の
理
解
が
可

能
に
な
る
の
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
大
き
な
成
果
で
す
。

　
民
俗
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
と
、
祭
礼
や
石
碑
類

な
ど
屋
外
に
あ
る
も
の
を
見
学
し
て
調
査
す
る
、
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
民
俗
学

の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、「
屋
外
」
だ
け
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
体
験

者
の
生
の
知
見
や
記
憶
を
聞
き
取
る
た
め
に
、
現
地
に
出
か
け

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が

基
本
で
す

民
俗
学

「
史
跡
探
訪
」
が

研
究
を
深
め
ま
す

歴
史
学

■印 = 佐野家屋敷
近世初期の新田名などを加筆した

昭和33年（1958）の佐野家の屋敷1町（約109ｍ）四方の四角形という方形居館。
中川（右側）に接する。
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る
こ
と
も
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
で
す
。
日
記
や
祭
礼
記
録
、
石
碑

に
刻
ま
れ
た
記
録
な
ど
の
文
字
資
料
を
も
と
に
、
調
査
研
究
す

る
こ
と
も
進
ん
で
い
ま
す
が
、
民
俗
学
の
調
査
は
、
や
は
り
聞

き
取
り
調
査
が
基
本
と
い
え
ま
す
。

　
昨
年
、
東
京
都
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
「
じ

ん
が
ん
な
わ
」
の
行
事
に
つ
い
て
も
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
調

査
は
不
可
欠
で
し
た
。「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
自
体
を
実
際
に
見

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
、

ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
て
、
と
い
う
よ
う
な
５
Ｗ
１
Ｈ
は
も
と
よ

り
、
藁
へ
び
を
掲
げ
る
場
所
の
時
代
に
よ
る
変
化
な
ど
、
実
際

に
う
か
が
わ
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
藁
へ
び
を
掲
げ
厄
除
と
す
る
行
事
は
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
の

近
隣
に
限
ら
ず
全
国
的
に
も
同
様
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た

行
事
は
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
す
空
間
に
魔
や
厄
を
入
れ
な
い
よ

う
に
、
集
落
境
と
認
識
さ
れ
る
場
所
に
魔
除
け
の
ツ
ク
リ
モ
ノ

を
掲
げ
る
「
道
切
り
」
や
「
辻
切
り
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。

区
内
で
の
伝
承
と
は
別
に
、
広
い
地
域
を
視
野
に
入
れ
た
事
例

や
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
な
か
で
考
え
る
こ
と
も
大
切 

で
す
。　

 

　
さ
て
、
人
に
話
を
聞
く
た
め
に
は
聞
き
取
り
の
技
術
や
経
験

が
必
要
で
す
。「
何
を
質
問
す
れ
ば
調
査
し
た
い
事
柄
が
わ
か

る
の
か
？
」、そ
れ
に
は
事
前
に
多
く
の
知
識
が
必
要
な
の
で
す
。

矛
盾
す
る
よ
う
で
す
が
、
実
は
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
質
問
で

き
な
い
」
の
で
す
。
聞
き
手
に
ベ
ー
ス
と
な
る
知
識
が
な
い
と
、

効
果
的
な
調
査
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
話
を
聞
き
な
が
ら
次

の
質
問
を
考
え
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
メ
モ
も
と
り
な
が
ら
）

と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
。

　
文
字
記
録
に
は
残
ら
な
い
け
れ
ど
、
地
元
で
大
切
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の

信
仰
や
生
活
慣
習
は
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
掘
り
起
こ
さ
れ
、

地
域
の
文
化
と
し
て
の
研
究
が
深
ま
る
の
で
す
。
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50cm 単位の等高線図　足立区北東部ほか
■ 緑色は自然堤防を含む微高地2ｍ～2.5ｍ
■ 青色は氾濫平野を含む平坦地2ｍ以下
■ 白色は青色などの着色を省略した場所

■印 = 佐野家屋敷
近世初期の新田名などを加筆した

住居についての聞き取り調査
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平
成
21
年
（
２
０
０
９
）
に
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
し
、「
江
戸
・
東
京
の
東
郊
」
を
テ
ー

マ
に
、
歴
史
・
民
俗
的
に
江
戸
時
代
以
降

の
足
立
の
歴
史
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
区
制
80
周
年
記
念
を
契
機
に
、
平
成
24

年
（
２
０
１
２
）
か
ら
本
格
化
し
た
文
化

遺
産
調
査
で
は
、
多
く
の
美
術
資
料
が
発

見
さ
れ
、
足
立
の
歴
史
を
新
た
に
美
術
文

化
史
的
な
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
別
展
で
は
、 

そ
の
成
果
と
新
発
見
の
美
術
資
料
を
発
表

し
て
き
ま
し
た
が
、 

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
で
は
、
こ
れ

ま
で
収
蔵
し
て
き

た
美
術
品
を
常
設

展
で
も
ご
覧
い
た

だ
く
と
と
も
に
、

美
術
文
化
史
面
で

の
足
立
の
地
域
的

特
徴
を
知
っ
て
い

た
だ
け
る
コ
ー
ナ

ー
を
新
設
し
ま
す
。

　令和５年１月から、施設の改修とリニュー
アルのため休館しています。今回の工事は、
博物館内の資料やすべての物品を移動させ
て行うため、６月には、博物館事務室も「学び
ピア２１」（千住５‐13‐５）、中央図書館の
上階に移転します。
　工事の終了は令和７年３月を予定していま
す。この期間、常設展示はもちろん、特別
展や企画展の開催はお休みします。
　また、付属する東渕江庭園の公開や、臨
渕亭の貸し出しも休止となります。収蔵資
料の貸し出しや、閲覧もできませんのでご了
承ください。

休館期間 令和７（2025）年　３月まで（予定）

休園 東渕江庭園、臨渕亭

休止

資料の特別利用（閲覧・貸出）、博物館実習・
職業体験
お問い合わせや、学習相談などの対応は
可能です。

講師派遣 令和５年５月～６月は事務室移転のため
休止します。

博物館事務室 電話受付８：３０～１７：００
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休室です。

刊行物の販売

博物館の展示図録など刊行物は、足立区役所
区政資料室で販売しています。また、博物館
ホームページで刊行物・グッズの紹介をして
います。郵送での販売もお受けしています。

足立区立郷土博物館だより ７７号
令和５（2023）年３月発行

足 立 区 立 郷 土 博 物 館
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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
URL = https://www.city.adachi.tokyo.jp/hakubutsukan/

　
昭
和
61
年
（
１
９
８
６
）
に
開
館
し
た

足
立
区
立
郷
土
博
物
館
は
、
今
年
で
開
館

37
年
目
を
迎
え
ま
す
。

　
空
調
設
備
等
の
改
修
な
ど
大
掛
か
り
な

施
設
改
修
と
と
も
に
、
常
設
展
示
の
リ 

ニ
ュ
―
ア
ル
の
た
め
、
２
年
間
の
お
休
み

を
い
た
だ
き
ま
す
。

■
施
設
・
設
備
の
更
新

　
博
物
館
で
は
、
展
示
室
や
一
般
の
事
務

室
の
ほ
か
、
貴
重
な
資
料
の
保
存
の
た
め

に
、
24
時
間
、
一
定
の
温
度
、
湿
度
を
保

て
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
収
蔵
庫
が
あ
り

ま
す
。
築
後
30
年
を
超
え
た
た
め
、
今
後

も
不
具
合
の
な
い
よ
う
に
空
調
機
械
や
配

管
な
ど
を
大
幅
に
入
れ
替
え
ま
す
。
ま
た

近
年
、
美
術
資
料
が
大
幅
に
増
加
し
て
い

る
た
め
、
資
料
の
観
覧
に
適
し
た
展
示
ケ

ー
ス
を
整
備
し
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
建
物
の
雨
ど
い
や
、
屋
根

の
修
繕
、
扉
や
床
な
ど
、
施
設
の
老
朽
化

に
伴
い
劣
化
し
て
い
る
部
分
を
修
繕
し
、

今
後
30
年
以
上
施
設
の
活
用
が
で
き
る
よ

う
に
大
幅
な
改
修
を
行
い
ま
す
。

■
常
設
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　
常
設
展
示
は
、開
館
か
ら
20
年
を
経
た
、

設
の
改
修
と

展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

施

電子展覧会
休館中は電子展覧会で展示を行います。
ホームページから観覧可能。

博物館の休館と活動
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