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鍵
屋“
石
づ
く
り
の
溝
”の
な
ぞ

　

受
付
や
巡
回
を
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
は
、
園
内

の
気
に
な
る
箇
所
に
つ
い
て
、
日
々
お
客
様
よ
り

お
声
掛
け
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
よ
く

聞
か
れ
る
質
問
に
は
間
を
置
か
ず
に
対
応
で
き

る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
回
答
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
回
答
が
難
し
い
と
き
に
は
、
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
処
理
し
、
参
考
資
料
や
聞
き

取
り
記
録
な
ど
に
当
た
っ
て
調
べ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
中
に
は
現
時
点
で
調
べ
て
も
わ
か
ら
な
い
、

と
い
う
回
答
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
時
、
お
客
様
か
ら
鍵
屋
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
鍵
屋
の
入
口
内
側
に
あ
る
石
づ
く
り
の
溝
は
何

に
使
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。手
洗
い
の
排
水
？
」

　
対
し
て
、
園
か
ら
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
ま
し
た
。

「
ご
指
摘
の
石
製
の
溝
は
、
東
か
ら
西
へ
勾こ
う
ば
い配
が
つ

け
ら
れ
端
に
は
排
水
口
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
排
水
の

た
め
の
溝
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
鍵
屋
に
ガ
ラ
ス
引
き

戸
が
付
け
ら
れ
た
の
は
建
築
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
て

か
ら
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
は
、
外
に
面
し
て
い

た
の
は
摺す
り
上
げ
戸
か
、
も
し
く
は
ガ
ラ
ス
が
嵌は

ま
っ
て

い
な
い
格こ
う
し子
戸
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
確
か
な

こ
と
は
不
明
で
す
。
溝
の
縁
（
室
内
側
）
に
お
ろ
し

た
摺
上
げ
戸
を
固
定
し
、
雨
水
が
室
内
へ
入
る
の
を

堰
き
止
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
摺
上
げ
戸
と

は
、
揚
げ
戸
と
も
呼
ば

れ
、
町
屋
建
築
で
よ
く
見

ら
れ
た
建
具
で
す
。
戸
を

上
部
に
押
し
上
げ
て
留

め
具
で
固
定
す
る
こ
と
で
、	

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
よ
う
に
間

口
を
開
放
し
て
使
用
で
き

ま
す
。」

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
今
は

な
ぞ
。
し
か
し
今
後
の
調

査
い
か
ん
で
は
す
っ
き
り

し
た
回
答
を
提
示
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

	（
学
芸
員　
丸
山
は
る
か
）
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江
戸
東
京
た
て
も
の
園
だ
よ
り　
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世
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交
番
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※ご来園の際は新型コロナウイルス感染拡大防止
対策など、最新情報を公式ウェブサイトでご確
認ください。

たてもの園日誌　２０２３年（令和５） ４月～９月
202３年（令和５）
4/3（月） 臨時開園

4/8（土）・9（日） 伝統工芸の実演「錺簪／花簪」

4/18（火）～5/7（日） こいのぼりの展示

4/22（土） ミュージアムトーク「公衆浴場と子宝湯」

5/1（月） 臨時開園

5/4（木・祝）・5（金・祝） こどもの日イベント

5/13（土）・14（日） 伝統工芸の実演「つまみ簪／鍛金」

5/27（土）
 ミュージアムトーク「特別展『日本のタイル100年―

 美と用のあゆみ』みどころ」

6/4（日） 特別展関連事業 ワークショップ「タイルで工作してみよう！」

6/7（水） 綱島家年中行事「梅干しづくり」

6/10（土）・11（日） 伝統工芸の実演「東京手描友禅／江戸刺繍」

6/24（土） ミュージアムトーク「前川國男邸」

6/27（火）～8/20（日） 綱島家年中行事「盆棚展示」

7/4（火）～9（日） 七夕飾り

7/8（土）・9（日）　  伝統工芸の実演「江戸象牙／東京三味線」

7/19（水）～9/10（日） ちょっと涼しいたてもの園

7/21（金）～30（日） 綱島家年中行事「梅の土用干し」

7/22（土） ミュージアムトーク「たてもの園でタイルめぐり」

7/23（日） 特別展関連事業 ワークショップ「光るどろだんごを作ってみよう！」

8/5（土）・6（日） 夜間特別開園 たてもの園 下町夕涼み

8/12（土）・13（日） 伝統工芸の実演「江戸扇子／つりしのぶ」

8/26（土） ミュージアムトーク「花市生花店と東京の花屋」

9/9（土）・10（日） 伝統工芸の実演「表具／江戸簾」

9/16（土）～12/17（日） 特別展「江戸東京博物館コレクション～江戸東京のまちづくり～」

9/23（土・祝） ミュージアムトーク「旧自証院霊屋から考えるジェンダー」

9/26（火）～10/1（日） 綱島家年中行事「十五夜飾り」

屋外← →室内 東（高い） 西（低い）→

摺上げ戸(3枚)

摺上げ戸

◎ 子 宝 湯の思い出  江 戸 東 京 博 物 館 館 長  藤 森 照 信
◎ 特 別 展 「 江 戸 東 京 博 物 館コレクション〜江 戸 東 京のまちづくり〜」
◎ 収 蔵 建 造 物 紹 介 ―たてもの園の看 板 建 築たち ⑤ 武 居 三 省 堂
◎ 万 世 橋 交 番 の仕 上げについて
◎スケッチブック／たてもの園日誌

摺上げ戸をおろした状態 排水口のある石製の溝
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江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
東
ゾ
ー
ン
、
下

町
中
通
り
に
あ
る
〈
子
宝
湯
〉
と
出
会
っ

た
の
は
、
そ
の
昔
、
仲
間
た
ち
と
や
っ
て
い

た
〝
路
上
観
察
〞
の
活
動
の
ひ
と
こ
ま
と

し
て
だ
っ
た
。
た
し
か
復
原
前
の
東
京
駅
の

古
び
た
ス
テ
ー
ション
ホ
テ
ル
に
皆
で
泊
ま
り
、

入
浴
は
銭
湯
と
決
め
て
い
た
の
で
、
昔
な
が

ら
の
銭
湯
が
あ
る
と
聞
い
て
足
立
区
千
住
の

〈
子
宝
湯
〉
に
出
か
け
た
。
そ
し
て
、
入
る

や
い
な
や
、

〝
オ
ッ
、
ハ
ヤ
シ
じ
ゃ
な
い
か
⁈
〞

　
と
の
声
が
番
台
か
ら
響
い
た
。
路
上
観
察

学
の
メ
ン
バ
ー
の
林
丈
二
と
子
宝
湯
の
若
主

人
の
平
岡
徳
朗
さ
ん
は
中
学
時
代
の
同
級

生
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
縁
と
な
り
、
銭
湯
の
昔
話
の
あ

れ
こ
れ
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。
東
京
の
銭

湯
の
関
係
者
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
雪
国
出
身

者
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
冬
の
キ
ツ
イ
水
仕

事
と
薪
運
び
を
経
て
、
そ
こ
の
娘
と
一
緒
に

な
っ
た
り
、
貯
め
た
資
金
を
元
手
に
自
分

の
銭
湯
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
働
き
手

は
必
ず
自
分
の
村
の
出
身
者
を
雇
う
。
こ

う
い
う
循
環
の
結
果
、
雪
国
出
身
者
が
多

く
な
っ
た
と
い
う
。
子
宝
湯
の
平
岡
家
は
石

川
県
の
ご
出
身
で
あ
る
。

　
そ
し
て
千
住
の
こ
の
地
に
銭
湯
を
構
え
た

の
は
、
す
ぐ
近
く
に
〝
千
住
の
遊
郭
〞
が
位

置
し
、
働
く
女
性
は
こ
こ
で
入
浴
し
て
か
ら

店
に
出
た
し
、
客
も
そ
う
だ
っ
た
。

〈
子
宝
湯
〉
と
い
う
命
名
は
、
待
ち
望
ん
だ

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
の
を
記
念
し
て
。

〈
子
宝
湯
〉
と
出
会
っ
た
後
、
何
年
か
し
て

江
戸
東
京
た
て
も
の
園
開
設
の
話
が
あ
り
、

「
全
体
の
配
置
計
画
を
決
め
て
く
れ
」
と
た

て
も
の
園
の
担
当
者
か
ら
急
に
言
わ
れ
、
そ

の
場
で
描
い
て
渡
し
た
。

　
急
に
言
わ
れ
て
す
ぐ
対
応
で
き
た
の
は
、

子
ど
も
を
連
れ
て
し
ば
し
ば
小
金
井
公
園
に

出
か
け
、
公
園
の
中
に
あ
っ
た
弓
道
場
の
中

も
何
度
か
見
学
し
た
こ
と
が
あ
り
、
現
た
て

も
の
園
の
周
辺
の
あ
れ
こ
れ
を
知
っ
て
い
た

か
ら
だ
。

　
弓
道
場
は
立
木
が
無
い
か
ら
建
物
が
密
集

す
る
下
町
に
は
ふ
さ
わ
し
く
、
真
ん
中
に
大

通
り
を
通
し
て
両
側
に
神
田
あ
た
り
の
い
ろ

ん
な
商
店
を
並
べ
れ
ば
い
い
。

　
そ
の
下
町
の
配
置
を
決
め
た
時
、
正
面
に

は
銭
湯
が
い
い
と
思
っ
た
が
、
具
体
的
に
〈
子

宝
湯
〉
に
決
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
林
丈
二
さ
ん

か
ら
、
子
宝
湯
の
廃
業
の
話
を
伝
え
ら
れ
、

渡
り
に
舟
。
七
福
神
の
舟
。

　
当
時
、
千
住
の
そ
の
あ
た
り
に
は
〈
子

宝
湯
〉、〈
宝
湯
〉、〈
大
黒
湯
〉
の
三
つ
の

銭
湯
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
唐
破
風
付
き
の

宮
型
（
み
や
が
た
）
銭
湯
だ
っ
た
。
今
は
す

べ
て
消
え
、
た
て
も
の
園
に
〈
子
宝
湯
〉
だ

け
が
残
る
。

　
千
住
に
あ
っ
た
こ
の
三
つ
の
銭
湯
は
、
全

体
の
姿
形
を
見
る
と
作
り
と
い
い
堂
々
た
る

構
え
と
い
い
〈
大
黒
湯
〉
は
東
京
一
と
いっ
て

い
い
が
、
し
か
し
唐
破
風
だ
け
の
作
り
に
つ
い

て
い
う
と
舟
に
七
福
神
が
載
る
よ
う
な
彫
刻

は
東
京
の
ど
こ
に
も
な
く
、〈
子
宝
湯
〉
が

一
番
。

　
銭
湯
の
内
側
の
一
番
の
見
ど
こ
ろ
は
貼
ら

れ
て
い
る
タ
イ
ル
に
な
る
。
浴
室
の
タ
イ
ル
は

戦
後
貼
り
替
え
ら
れ
て
い
て
当
初
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
、
移
築
に
あ
た
り
入
口
の
腰

壁
の
戦
後
貼
ら
れ
た
板
を
は
が
す
と
、
竣

工
当
時
の
タ
イ
ル
絵
が一
部
残
っ
て
い
た
。
土

壁
の
上
に
直
接
貼
る
と
い
う
戦
前
の
木
造
建

築
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
貼
り
方
を
し
て
お

り
、
一
部
残
っ
た
絵
か
ら
高
砂
の
翁
と
媼
の

絵
と
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
全
体
の
絵
柄
の
復

原
と
再
制
作
を
金
沢
の
石
田
庄
太
郎
氏
に

お
願
い
し
た
。

　
東
京
に
残
る
古
い
タ
イ
プ
の
銭
湯
の
タ
イ
ル

絵
を
調
べ
る
と
「
章
仙
」
の
サ
イ
ン
と
「
九

谷
・
鈴
栄
堂
」
の
印
の
押
さ
れ
る
も
の
が
極

め
て
多
い
。
章
仙
と
は
石
田
氏
の
雅
号
で
、

鈴
栄
堂
と
は
金
沢
の
建
材
屋
を
指
し
、
金

沢
に
住
む
石
田
氏
が
戦
後
、
金
沢
の
建
材

屋
の
注
文
に
応
じ
、
九
谷
焼
と
し
て
東
京
に

供
給
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
、
石
田
氏
に
お
願
い
し
た
が
、
タ
イ
ル

絵
制
作
を
止
め
て
か
ら
年
月
が
経
っ
て
い
た

し
、
老
齢
で
も
あ
っ
て
腕
は
昔
に
比
べ
落
ち

て
い
た
の
は
仕
方
が
な
い
。

　
な
お
、
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
、
銭
湯
に
絵

タ
イ
ル
が
貼
ら
れ
る
こ
と
は
大
都
市
で
は
し

ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
し
か
し
だ
れ
が
ど
こ
で

制
作
し
た
か
は
全
く
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
戦

後
の
東
京
の
銭
湯
の
絵
タ
イ
ル
だ
け
が
石
田

さ
ん
の
回
想
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
鈴
栄
堂
を
通
し
て
寸
法
が
伝
え
ら
れ
、

そ
れ
を
自
分
の
工
房
で
弟
子
数
人
と
と
も

に
制
作
し
て
鈴
栄
堂
に
納
め
る
だ
け
で
、
東

京
の
銭
湯
の
現
場
と
は
図
柄
を
含
め
何
の

打
ち
合
わ
せ
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
銭
湯
は
調
べ
て
み
る
と
意
外
な
こ
と
が
多

く
、た
と
え
ば
唐
破
風
付
き
の
〝
宮
型
〞
は
、

震
災
の
後
、
東
京
で
始
ま
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ

り
、
東
京
以
外
で
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な

い
し
、
浴
室
の
床
に
タ
イ
ル
を
貼
ら
ず
石
の

例
も
あ
る
し
、
浴
室
も
天
井
が
高
い
と
は
限

ら
な
い
。
江
戸
の
下
町
で
は
銭
湯
と
寄
席
と

床
屋
が
町
の
重
要
施
設
で
あ
り
、
東
京
に
な

っ
て
も
こ
の
伝
統
は
続
い
て
き
た
が
、
戦
前

の
寄
席
と
床
屋
は
一つ
も
残
っ
て
い
な
い
し
、

銭
湯
も
〈
子
宝
湯
〉
が
あ
る
の
み
。

江
戸
東
京
た
て
も
の
園
　
開
園
三
十
周
年
を
迎
え
て

たてもの園内にて子宝湯建設中（撮影：藤森照信）

子宝湯移築前脱衣場（撮影：藤森照信）

子宝湯竣工時外観（1993年）

現在はなき大黒湯（撮影：藤森照信）

子宝湯移築前（撮影：藤森照信）

東京の銭湯の絵タイル（撮影：藤森照信）

東京の銭湯にみられる章仙の銘（撮影：藤森照信）

子
宝
湯
の
思
い
出

江
戸
東
京
博
物
館
館
長

藤
森
照
信
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たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.08.29　初校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.08.29　再校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.09.05　三校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.09.12　四校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.09.13　五校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.09.15　六校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.5　'23.09.15　七校出　OP.東倉

Y M C K

たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.08.29　初校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.08.29　再校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.09.05　三校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.09.12　四校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.09.13　五校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.09.15　六校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.4　'23.09.15　七校出　OP.東倉

AA

会
期
：令
和
５
年
９
月
１６
日（
土
）〜
１２
月
１７
日（
日
）

な
導
入
や
、
旧
武
家
地
を
利
用
し
た
都

市
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
首
都
東

京
は
急
速
な
発
展
を
見
せ
ま
し
た
。
こ

こ
で
は
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
首
都

の
建
設
の
中
で
誕
生
し
た
ま
ち
の
様
子

を
紹
介
し
ま
す
。

第
３
章　
関
東
大
震
災
と

「
大
東
京
」
の
成
立

　
１
９
２
３
年
（
大
正
１２
）
９
月
１
日
、

相
模
湾
沖
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
７・
９
の
大
地
震
が
関
東
地
方
の

南
部
や
周
辺
地
域
を
襲
い
ま
し
た
。
地

震
発
生
後
、
市
内
各
所
で
火
災
が
発
生

し
、
３
日
の
午
前
中
ま
で
燃
え
続
き
ま

し
た
。「
大
震
火
災
」
と
も
呼
ば
れ
た
地

震
と
火
災
に
よ
り
、
東
京
市
内
の
人
口

２
２
０
万
の
う
ち
、
１
５
０
万
の
人
々

が
家
を
失
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
た
東
京
が
、
大
規
模
な
区
画

整
理
を
行
い
、
現
在
の
昭
和
通
り
や
靖

国
通
り
な
ど
の
幹
線
道
路
が
整
備
さ
れ

た
ほ
か
、
橋
梁
の
整
備
、
公
園
の
設
置

や
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
小
学
校
の

建
設
な
ど
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

が
着
実
に
進
め
ら
れ
、「
大
東
京
」
へ
と

変
貌
を
遂
げ
た
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

第
４
章　
戦
災
か
ら
の
復
興

　
１
９
４
１
年
（
昭
和
１６
）
に
始
ま
っ

た
太
平
洋
戦
争
は
１
９
４
５
年
（
昭
和

２０
）
を
迎
え
る
と
、
米
軍
が
新
た
に
開

発
し
た
戦
略
爆
撃
機
Ｂ
２９
に
よ
る
日
本

本
土
へ
の
空
襲
が
本
格
化
し
、「
帝
都
」

東
京
へ
の
空
襲
も
熾
烈
を
き
わ
め
ま

し
た
。
合
計
１
２
０
回
に
も
及
ん
だ
空

襲
で
東
京
は
再
び
焦
土
と
な
り
、
太
平

洋
戦
争
開
戦
時
に
約
７
０
０
万
だ
っ
た

東
京
区
部
の
人
口
は
、
終
戦
時
に
は
約

２
４
０
万
に
激
減
し
ま
し
た
。
関
東
大

震
災
か
ら
２０
年
あ
ま
り
、
廃
墟
か
ら
復

興
し
て
世
界
有
数
の
大
都
市
と
な
っ
て

い
た
東
京
は
、
再
び
壊
滅
状
態
と
な
り

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
空
襲
に
よ
る
深
刻

な
惨
禍
か
ら
、
力
強
く
復
興
し
て
い
く

様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

第
５
章　
１
９
６
４
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
と
都
市
改
造

　
終
戦
か
ら
２０
年
に
も
満
た
な
い

１
９
６
４
年
（
昭
和
３９
）
に
開
催
さ
れ

た
第
１８
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
は
、

９３
の
国
と
地
域
か
ら
、
５
０
０
０
人
以

上
も
の
選
手
が
集
ま
っ
て
開
催
さ
れ
た

一
大
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
そ
し
て
ア
ジ

ア
地
域
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
こ
の
大

会
で
、
東
京
は
世
界
都
市
へ
の
仲
間
入

り
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
都
内

各
所
に
配
置
さ
れ
た
各
種
の
競
技
会
場

の
建
設
や
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

本
格
的
な
展
開
を
う
け
て
不
可
欠
な
都

市
交
通
イ
ン
フ
ラ
と
な
っ
た
首
都
高
速

道
路
の
整
備
な
ど
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

控
え
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ
た
東

京
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　
現
在
も
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ

ル
ド
を
続
け
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
東

京
。
江
戸
時
代
か
ら
の
長
い
積
み
重
ね

を
経
て
今
の
姿
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、

思
い
を
は
せ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
学
芸
員
　
阿
部
由
紀
洋
）

江
戸
東
京
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

江

戸

東

京

の

ま

ち

づ

く

り

江
戸
東
京
た
て
も
の
園　
開
園
30
周
年
記
念〈
特
別
展
〉

　
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
３
月
２８
日

の
開
館
以
来
、
江
戸
か
ら
東
京
の
歴
史

を
豊
富
な
資
料
と
模
型
を
用
い
て
紹
介

す
る
博
物
館
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
。
現
在
、
大

規
模
な
改
修
工
事
実
施
の
た
め
、
長
期

間
の
休
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
特
別
展
「
江
戸
東
京
博
物
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
～
江
戸
東
京
の
ま
ち
づ

く
り
～
」
は
、
江
戸
東
京
博
物
館
の
常

設
展
の
中
か
ら
ま
ち
づ
く
り
を
紹
介
す

る
コ
ー
ナ
ー
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
展

示
さ
れ
て
い
た
資
料
や
模
型
な
ど
を
用

い
て
江
戸
か
ら
近
現
代
の
東
京
の
ま
ち

の
変
遷
を
紹
介
し
ま
す
。

第
１
章　
江
戸
の
ま
ち
づ
く
り

　
１
６
０
３
年
（
慶
長
８
）、
征
夷
大

将
軍
と
な
っ
た
徳
川
家
康
は
、
幕
府
の

所
在
地
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
と
す
る
た

め
、
江
戸
の
開
発
を
推
し
進
め
ま
し

た
。
開
発
が
ひ
と
段
落
し
て
ま
も
な
い

１
６
５
７
年
（
明
暦
３
）、
市
街
地
の
過

半
を
焼
き
尽
く
す
明
暦
の
大
火
が
発
生

す
る
と
、
幕
府
は
中
心
部
に
あ
っ
た
大

名
屋
敷
や
寺
社
を
郊
外
に
移
転
さ
せ
て

密
集
度
を
緩
和
し
、
火
除
地
等
の
設
置

や
消
火
体
制
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
も
人
口
の
増
加
、
都
市
域
の
拡

大
は
続
き
、
１８
世
紀
に
な
る
と
江
戸
は

世
界
屈
指
の
巨
大
都
市
へ
と
発
展
し
、

政
治
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
成
熟
し

て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
江
戸
幕
府
の

成
立
か
ら
約
２
６
０
年
に
わ
た
っ
て
栄

華
を
誇
っ
た
江
戸
時
代
の
ま
ち
の
様
子

を
紹
介
し
ま
す
。

第
２
章　
開
化
の
東
京

　
天
下
の
総
城
下
町
・
江
戸
は
、

１
０
０
万
の
人
口
を
抱
え
る
巨
大
都
市

と
し
て
栄
え
ま
し
た
が
、
徳
川
政
権
の

崩
壊
と
と
も
に
、
そ
の
繁
栄
は
失
わ
れ

ま
し
た
。
特
に
江
戸
の
７
割
を
占
め
た

旧
武
家
地
の
荒
廃
ぶ
り
は
甚
だ
し
く
、

主
を
失
っ
た
武
家
地
で
は
、
桑
の
栽
培

や
茶
畑
へ
の
転
換
が
奨
励
さ
れ
る
な
ど
、

都
市
開
発
と
は
逆
行
す
る
よ
う
な
こ
と

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
新
政
府

主
導
の
も
と
、
大
貿
易
港
と
し
て
発
展

し
て
い
た
横
浜
と
新
橋
を
結
ぶ
鉄
道
の

敷
設
な
ど
西
洋
の
先
進
技
術
の
速
や
か

江戸火事図巻（田代幸春／画　1814年（文化11）12月）※展示期間中、場面替えあり

東京名所之内銀座通煉瓦造鉄道馬車往復図（歌川広重(3代)/画 安藤徳兵衛/画工　
1882年（明治15））※展示期間：10月17日（火）～11月12日（日）

『帝都復興の基礎 區劃整理早わかり』
（復興局/編　大正末～昭和初期）

絵葉書 天然色 東京名所 高速道路（MARUICHIDO/製　1964年（昭和39））

銀座復興絵巻（複製）（麻生豊/画　昭和中期）※展示期間中、場面替えあり
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Y M C K

たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.08.29　初校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.08.29　再校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.09.05　三校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.09.12　四校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.09.13　五校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.09.15　六校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.7　'23.09.15　七校出　OP.東倉

Y M C K

たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.08.29　初校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.08.29　再校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.09.05　三校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.09.12　四校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.09.13　五校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.09.15　六校出　OP.東倉
たてもの園だより 62号　H1-4 P.002-007　P.6　'23.09.15　七校出　OP.東倉

AA

収蔵建造物紹介

江戸東京たてもの園の東ゾーンを大きく特徴づけ
る看板建築たち。今でこそ6棟が建ち並び、壮

観な風景を呈していますが、たてもの園の開園当初は、
たった2棟の看板建築が寄り添うように建っていました
（写真①）。向かって右側が、連載の第一回でご紹介し
た花市生花店、そして左側が今回の主役、武居三省堂
（文具店）です。

　この2棟、まるで最初からくっついて建っていたよう
に背の高さも幅もぴったりですが、もともとは、花市
生花店が神田淡路町一丁目、武居三省堂が神田須田
町一丁目というように、離れた場所に建っていました。
どちらも、間口に対して高さが非常に高いという看板
建築の特質を顕著にもった建物ですし、2棟合わせて
もまだ間口が足りないので、武居三省堂の北（向かっ
て左）側にコンクリートの耐震壁が立っているのが見
えるでしょう（現在は「店蔵型休憩棟」が建ち、耐震
壁は取り払われています）。
　武居三省堂の特徴を詳しく見てみましょう。ファサ
ードの大部分はタイル貼りで、柱・戸袋まわり・庇な
どは銅板で包まれています。屋根は、正面側から見る
と一般的な切妻屋根のようですが、建物の裏側にまわ
ると、ギャンブレル（腰折れ）屋根になっているのが
よくわかります（写真②）。このような屋根の形状は、
建物の3階内部にも反映されていて、この階が当時は
屋根裏部屋としてつくられたことがよくわかります（3
階内部は非公開部分のため、たてもの園HPの「360
度パノラマビュー」で見てみましょう！　https://www.
tatemonoen.jp/panorama/JP/E6/）。
　建物の正面からお店に一歩入ると、左右の壁から天
井まで、造り付けの商品棚が空間全体を埋め尽くして

いて、その迫力に思わず息をのむでしょう（写真③）。
この建物、多いときには、従業員を含め15人程度が生
活していました。食事は店の奥の三畳間で交代でとり、
2階から上で家族が、店舗部分で従業員が寝起きをし
ていたそうです。それだけの人が生活していたのです
から、ただでさえ狭い敷地をいかに有効活用するかは、
この建物最大のテーマだったでしょう。地下には商品
の荷解きや荷造りをする地下室もあり、出入りは店先
の陳列台の下に隠された階段から行いました。武居三
省堂に展開されているのは、まさにこれ以上は考えら
れない「収納の美学」なのです。
 （研究員  米山 勇）

たてもの園の看板建築たち

⑤武居三省堂
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令
和
4
年
度
は
、鍵
屋・花
市
生
花
店・

村
上
精
華
堂
・
万
世
橋
交
番
の
修
繕
工

事
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
の
工
事
に
伴

い
、
万
世
橋
交
番
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
発
見
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ご

報
告
い
た
し
ま
す
。

　
万
世
橋
交
番
は
、
煉
瓦
造
平
屋
建
て

の
建
物
で
、
そ
の
名
の
通
り
、
東
京
都

千
代
田
区
神
田
に
あ
る
万
世
橋
の
た
も

と
に
建
っ
て
い
た
交
番
で
す
。
建
築
年

は
、
明
治
後
期
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
１
９
２
３
年
（
大
正
12
）
に
発
生

し
た
関
東
大
震
災
で
は
、
隣
に
建
つ
万

世
橋
駅
と
共
に
屋
根
が
焼
け
落
ち
る
な

ど
の
被
害
に
あ
い
（
画
像
①
）、
こ
の
時

に
木
部
は
一
度
焼
失
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
修
復
は
１
９
３
０
年
（
昭
和
５
）

の
復
興
事
業
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
の

後
、
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
に
当
園

へ
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
移
築
の
際
、
煉
瓦
造
の
こ
の
建
物
は
、

躯
体
を
解
体
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
ト
レ
ー

ラ
ー
に
の
せ
て
当
園
ま
で
運
ば
れ
、
移

築
前
の
様
子
（
画
像
②
）
に
な
ら
っ
て
修

理
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
仕
上
げ
に

関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
る
の
は
今
回
が

は
じ
め
て
と
な
り
ま
す
。
以
下
に
調
査

結
果
と
考
察
を
記
し
ま
す
。

１ 

木
部

　
今
回
の
調
査
で
は
、
ま
ず
木
部
の
塗

装
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、

宿
直
室
の
腰こ
し

壁か
べ
（
北
面
）
の
塗
装
調
査

を
お
こ
な
っ
た
も
の
が
（
写
真
１
）
に
な

り
ま
す
。
こ
の
写
真
か
ら
、
宿
直
室
の

腰
壁
は
、
現
在
の
塗
装
色
の
ほ
か
、
緑

色
お
よ
び
ベ
ー
ジ
ュ
色
の
ペ
ン
キ
で
塗
装

さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
判

り
ま
し
た
。
特
に
緑
色
の
塗
装
に
つ
い

て
は
、
便
所
ま
わ
り
を
除
く
ほ
と
ん
ど

の
木
部
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
多

く
の
木
部
が
一
度
緑
色
で
塗
ら
れ
て
い

た
時
代
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
正
面
入
口
の
上
枠
に
は
、
赤
い

星
に
「
Ｇ
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
た

プ
レ
ー
ト
、
当
時
の
東
京
ガ
ス
の
需
要

家
マ
ー
ク
が
張
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
ち

ら
を
外
し
た
と
こ
ろ
、
下
か
ら
木
地
の

見
え
る
茶
色
の
塗
装
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
（
写
真
２
）。
ペ
ン
キ
塗
装
の
上
に
ワ
ニ

ス
や
オ
イ
ル
ス
テ
イ
ン
の
よ
う
な
木
地
の

見
え
る
塗
装
を
施
す
こ
と
は
通
常
行
わ

な
い
こ
と
、
ま
た
プ
レ
ー
ト
の
周
囲
で
茶

色
塗
装
の
上
に
緑
色
の
ペ
ン
キ
が
塗
ら

れ
て
い
る
様
子
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
茶
色
の
塗
装
が
現
状
確
認
で

き
る
最
も
古
い
も
の
だ
と
判
明
し
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
関
東
大
震
災
後

の
修
復
時
に
お
い
て
、
木
部
は
す
べ
て

木
地
の
見
え
る
茶
系
の
塗
装
で
仕
上
げ

ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

補
足
し
ま
す
と
、
東
京
ガ
ス
の
プ
レ
ー

ト
（
琺ほ
う
ろ
う瑯

引
き
）
は
、
主
に
昭
和
初
期

か
ら
戦
前
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の

で
、
前
述
の
復
興
事
業
の
時
期
と
一
致

し
ま
す
。
当
園
で
は
１
９
２
７
年
（
昭

和
２
）
に
建
築
さ
れ
た
武
居
三
省
堂
で

も
み
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

２ 

腰
壁
お
よ
び
流
し
台

　
各
室
の
腰
壁
や
宿
直
室
の
流
し
台
に

つ
い
て
も
調
査
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
現
状
の
仕
上
げ
の
下
層
に
研

ぎ
出
し
仕
上
げ
が
あ
る
こ
と
が
判
り
ま

し
た
（
写
真
３
）。
通
常
、
建
築
時
に
研

ぎ
出
し
仕
上
げ
の
上
へ
更
に
異
な
る
仕

上
げ
を
施
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
現
状
の
仕
上
げ
を
取
り
除
く
と

研
ぎ
出
し
仕
上
げ
の
腰
壁
に
大
き
な
ク

ラ
ッ
ク
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現

状
の
仕
上
げ
は
、
過
去
の
ど
こ
か
の
時

点
で
美
観
維
持
の
た
め
に
新
た
に
塗
ら

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

３ 

正
面
庇ひ
さ
し

　
建
物
正
面
、
出
入
口
の
上
部
に
取
り

付
く
庇
は
、
銅
板
張
り
仕
上
げ
の
一
部

に
上
か
ら
ペ
ン
キ
塗
装
が
施
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
ち
ら
も
通
常
、
建
築
時
に
行

わ
れ
る
仕
様
で
な
く
、
木
部
の
塗
装
と

同
色
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
部
の
塗
装

を
塗
り
直
す
際
、
併
せ
て
塗
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
写
真
４
）。

　
　
今
回
の
工
事
で
は
、
建
物
内
部
の
腰

壁
や
流
し
台
、
正
面
の
庇
の
仕
上
げ
な

ど
、
通
常
、
建
築
時
に
行
わ
れ
な
い
仕

様
と
判
明
し
た
も
の
は
、
元
に
戻
し
て

い
ま
す
。

　
木
部
の
塗
装
に
つ
い
て
は
、
関
東
大

震
災
で
一
度
木
部
が
焼
失
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
各
所
の
色
味
や
時
代
と
の
整

合
性
な
ど
を
考
慮
し
、
移
築
前
の
様
子

に
な
ら
っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
の
調

査
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
建
物
を
ご
見

学
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
安
藤
亜
由
美
）

万世橋交番の仕上げについて

画像①右手に被災した万世橋駅と万世橋交番がうつる
関東大震災写真（萬世橋広瀬中佐銅像前）／江戸東京博物館蔵

画像②移築前の万世橋交番

N
平面図 断面図 北立面図

執務室 宿直室 便所

便所

宿直室 執務室

図面

写真2東京ガスのプレート
を外した様子

写真1塗装調査

写真４向かって左半分は
銅板に塗装が施されてい
た様子。右半分は塗装を
落とし、銅板が現れている

修繕工事後の万世橋交番

写真①

写真②

写真③

写真３執務室の腰壁に研
ぎ出し仕上げが現れた様
子

万世橋交番

ベージュ色塗装上塗

緑色塗装上塗

研ぎ出し仕上げ
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ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

　

 
鍵
屋“
石
づ
く
り
の
溝
”の
な
ぞ

　

受
付
や
巡
回
を
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
は
、
園
内

の
気
に
な
る
箇
所
に
つ
い
て
、
日
々
お
客
様
よ
り

お
声
掛
け
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
よ
く

聞
か
れ
る
質
問
に
は
間
を
置
か
ず
に
対
応
で
き

る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
回
答
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
回
答
が
難
し
い
と
き
に
は
、
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
処
理
し
、
参
考
資
料
や
聞
き

取
り
記
録
な
ど
に
当
た
っ
て
調
べ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
中
に
は
現
時
点
で
調
べ
て
も
わ
か
ら
な
い
、

と
い
う
回
答
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
時
、
お
客
様
か
ら
鍵
屋
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
鍵
屋
の
入
口
内
側
に
あ
る
石
づ
く
り
の
溝
は
何

に
使
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。手
洗
い
の
排
水
？
」

　
対
し
て
、
園
か
ら
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
ま
し
た
。

「
ご
指
摘
の
石
製
の
溝
は
、
東
か
ら
西
へ
勾こ
う
ば
い配
が
つ

け
ら
れ
端
に
は
排
水
口
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
排
水
の

た
め
の
溝
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
鍵
屋
に
ガ
ラ
ス
引
き

戸
が
付
け
ら
れ
た
の
は
建
築
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
て

か
ら
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
は
、
外
に
面
し
て
い

た
の
は
摺す
り
上
げ
戸
か
、
も
し
く
は
ガ
ラ
ス
が
嵌は

ま
っ
て

い
な
い
格こ
う
し子
戸
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
確
か
な

こ
と
は
不
明
で
す
。
溝
の
縁
（
室
内
側
）
に
お
ろ
し

た
摺
上
げ
戸
を
固
定
し
、
雨
水
が
室
内
へ
入
る
の
を

堰
き
止
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
摺
上
げ
戸
と

は
、
揚
げ
戸
と
も
呼
ば

れ
、
町
屋
建
築
で
よ
く
見

ら
れ
た
建
具
で
す
。
戸
を

上
部
に
押
し
上
げ
て
留

め
具
で
固
定
す
る
こ
と
で
、	

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
よ
う
に
間

口
を
開
放
し
て
使
用
で
き

ま
す
。」

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
今
は

な
ぞ
。
し
か
し
今
後
の
調

査
い
か
ん
で
は
す
っ
き
り

し
た
回
答
を
提
示
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

	（
学
芸
員　
丸
山
は
る
か
）
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江
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東
京
た
て
も
の
園
だ
よ
り　
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行
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江
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の
園　

制
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刷
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株
式
会
社 
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栄
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［
表
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万
世
橋
交
番

有料入園者

※ご来園の際は新型コロナウイルス感染拡大防止
対策など、最新情報を公式ウェブサイトでご確
認ください。

たてもの園日誌　２０２３年（令和５） ４月～９月
202３年（令和５）
4/3（月） 臨時開園

4/8（土）・9（日） 伝統工芸の実演「錺簪／花簪」

4/18（火）～5/7（日） こいのぼりの展示

4/22（土） ミュージアムトーク「公衆浴場と子宝湯」

5/1（月） 臨時開園

5/4（木・祝）・5（金・祝） こどもの日イベント

5/13（土）・14（日） 伝統工芸の実演「つまみ簪／鍛金」

5/27（土）
 ミュージアムトーク「特別展『日本のタイル100年―

 美と用のあゆみ』みどころ」

6/4（日） 特別展関連事業 ワークショップ「タイルで工作してみよう！」

6/7（水） 綱島家年中行事「梅干しづくり」

6/10（土）・11（日） 伝統工芸の実演「東京手描友禅／江戸刺繍」

6/24（土） ミュージアムトーク「前川國男邸」

6/27（火）～8/20（日） 綱島家年中行事「盆棚展示」

7/4（火）～9（日） 七夕飾り

7/8（土）・9（日）　  伝統工芸の実演「江戸象牙／東京三味線」

7/19（水）～9/10（日） ちょっと涼しいたてもの園

7/21（金）～30（日） 綱島家年中行事「梅の土用干し」

7/22（土） ミュージアムトーク「たてもの園でタイルめぐり」

7/23（日） 特別展関連事業 ワークショップ「光るどろだんごを作ってみよう！」

8/5（土）・6（日） 夜間特別開園 たてもの園 下町夕涼み

8/12（土）・13（日） 伝統工芸の実演「江戸扇子／つりしのぶ」

8/26（土） ミュージアムトーク「花市生花店と東京の花屋」

9/9（土）・10（日） 伝統工芸の実演「表具／江戸簾」

9/16（土）～12/17（日） 特別展「江戸東京博物館コレクション～江戸東京のまちづくり～」

9/23（土・祝） ミュージアムトーク「旧自証院霊屋から考えるジェンダー」

9/26（火）～10/1（日） 綱島家年中行事「十五夜飾り」

屋外← →室内 東（高い） 西（低い）→

摺上げ戸(3枚)

摺上げ戸

◎ 子 宝 湯の思い出  江 戸 東 京 博 物 館 館 長  藤 森 照 信
◎ 特 別 展 「 江 戸 東 京 博 物 館コレクション〜江 戸 東 京のまちづくり〜」
◎ 収 蔵 建 造 物 紹 介 ―たてもの園の看 板 建 築たち ⑤ 武 居 三 省 堂
◎ 万 世 橋 交 番 の仕 上げについて
◎スケッチブック／たてもの園日誌

摺上げ戸をおろした状態 排水口のある石製の溝
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