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当
館
は
開
館
し
た
一
九
九
六
年
当
初
よ

り
「
心
を
語
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と

し
て
、
心
を
伝
え
、
心
の
作
用
が
つ
く
り

出
し
た
作
品
資
料
の
収
集
や
展
示
活
動
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は

二
十
世
紀
末
で
あ
っ
た
当
時
の
過
剰
な
物

質
文
化
の
追
求
を
反
省
し
、
精
神
文
化
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
態
度

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

現
代
で
は
多
様
な
人
が
暮
ら
し
や
す
く
、

ま
た
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
在
り
方
が
追
求
さ

れ
て
い
る
一
方
で
、
私
た
ち
の
心
は
疫
病

や
災
害
、
国
際
情
勢
や
景
気
変
動
に
よ
り
、

寄
る
辺
な
い
舟
の
よ
う
に
揺
れ
つ
づ
け
て

い
ま
す
。
私
た
ち
が
文
化
的
で
豊
か
に
生

き
る
に
は
、
改
め
て
「
心
を
語
る
」
こ
と

に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

私
た
ち
が
自
分
を
語
る
と
き
、
自
分
の

全
て
を
他
者
に
伝
え
る
の
は
不
可
能
で
あ

る
た
め
、
選
択
や
省
略
、
場
合
に
よ
っ
て

は
誇
張
や
変
形
と
い
っ
た
編
集
作
業
を
加

え
ま
す
。
そ
れ
は
、
様
々
な
場
面
で
振
る

舞
い
が
異
な
る
自
分
の
断
片
を
繋
げ
て
、

ひ
と
り
の
人
物
と
し
て
一
貫
さ
せ
る
よ
う

に
創
作
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
を
語
る
こ

と
は
、
自
分
の
断
片
を
「
む
す
ぶ
」
と
同

時
に
、
語
る
こ
と
で
自
分
を
「
ひ
ら
く
」

表
現
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ベ
ル
リ
ン
在
住
の
美
術
作
家
で
あ
る
手

塚
愛
子
は
絵
画
の
探
求
か
ら
織
物
に
着
目

し
、
そ
の
糸
を
解
体
す
る
こ
と
で
織
ら
れ

た
時
間
を
辿
り
な
が
ら
、
文
化
や
社
会
制
度

の
歴
史
と
構
造
に
目
を
向
け
ま
す
。
彼
女
は

織
物
を
「
ひ
ら
く
」
こ
と
で
再
構
成
し
、
過

去
の
出
来
事
と
現
在
を
織
り
な
お
し
て
新
た

な
回
路
に
「
つ
な
ぐ
」
こ
と
を
視
覚
的
に
表

現
し
ま
す
。
本
展
は
「
ひ
ら
く
」「
む
す
ぶ
」

と
い
う
視
点
か
ら
絵
画
や
彫
刻
、
映
像
や
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
二
十
二
名
の
美
術

作
家
に
よ
る
作
品
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

第
１
章 

開
く
こ
と
、
閉
じ
る
こ
と

本
章
で
は
、「
ひ
ら
く
こ
と
」「
と
じ
る
こ

と
」
を
要
素
と
し
て
備
え
て
い
る
作
品
を
紹

介
し
ま
す
。
球
体
に
水
玉
模
様
が
特
徴
の
陶

磁
器
を
制
作
す
る
中
島
晴
美
の
作
品
は
有
機

的
な
形
態
の
連
続
に
よ
り
、
開
く
こ
と
と
閉

ひ
ら
い
て
、
む
す
ん
で

会
期　

令
和
６
年
４
月
13
日（
土
）～
６
月
16
日（
日
）

今
泉　

岳
大

EXHIBITIONEXHIBITION

植松ゆりか《テナガザル》2019 年／個人蔵

手塚愛子《閉じたり開いたり　そして勇気について（１）》2023 年／作家蔵
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じ
る
こ
と
を
同
時
に
行
っ
て
い
ま
す
。
国
島

征
二
に
よ
る
本
や
腕
時
計
や
手
紙
と
い
っ
た

プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
所
有
物
を
束
ね
て
ア
ク

リ
ル
で
固
め
る
「
Ｗ
ｒ
ａ
ｐ
ｐ
ｅ
ｄ 

ｍ
ｅ
ｍ

ｏ
ｒ
ｙ
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
タ
イ
ト
ル
ど
お
り

「
包
ま
れ
た
記
憶
」
と
し
て
閉
じ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
を
作
品
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
い

わ
ば
閉
じ
た
ま
ま
開
い
て
い
ま
す
。
ぬ
い
ぐ

る
み
を
切
開
し
、
中
の
綿
を
抜
い
て
裏
が
え

し
た
り
額
縁
に
入
れ
て
絵
画
に
す
る
植
松
ゆ

り
か
は
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
動
物
を
生
贄
に

捧
げ
る
祭
壇
を
造
る
こ
と
で
、
自
身
の
閉
鎖

的
な
精
神
世
界
を
開
い
て
ゆ
く
作
品
を
制
作

し
ま
す
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
作
品
を
と
お
し

て
主
体
と
他
者
、
個
と
世
界
を
繋
げ
る
試
み

を
概
観
し
ま
す
。

〔
展
示
作
家
〕
植
松
ゆ
り
か
、
国
島
征
二
、
染
谷
亜
里
可
、

手
塚
愛
子
、
中
島
晴
美
、
西
村
一
成
、
ゴ
ー
ド
ン
・
マ
ッ

タ
・
ク
ラ
ー
ク

第
２
章
越
境
す
る
、
接
続
す
る

本
章
で
は
、
本
来
は
接
点
が
な
い
も
の
、

従
来
で
は
関
係
し
え
な
か
っ
た
も
の
を
創
作

行
為
に
よ
っ
て
接
続
し
よ
う
と
す
る
作
品
を

紹
介
し
ま
す
。
宮
田
明
日
鹿
は
女
性
が
家
庭

で
行
う
も
の
と
さ
れ
美
術
か
ら
排
除
さ
れ
て

き
た
手
芸
を
、
敢
え
て
美
術
の
場
所
で
「
手

芸
部
」
と
し
て
行
う
こ
と
で
手
芸
や
日
常
的

な
創
作
活
動
に
内
在
す
る
造
形
性
を
見
直
そ

う
と
し
ま
す
。
井
口
直
人
は
自
身
の
趣
味
と

記
録
の
た
め
に
長
年
コ
ン
ビ
ニ
で
自
身
の
持

ち
物
と
顔
を
コ
ピ
ー
す
る
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
そ
の
活
動
が
注

目
さ
れ
、
現
在
で
は
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
ゲ
ス
ト
と
顔
の
コ
ピ
ー

を
行
い
ま
す
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
自
身
の
模

索
し
た
表
現
方
法
で
様
々
な
方
法
で
他
者
や

世
界
と
接
続
を
試
み
た
作
品
を
概
観
し
ま
す
。

〔
展
示
作
家
〕
井
口
直
人
、
Ｏ 

Ｊ
Ｕ
Ｎ
、
岡
崎
乾
二
郎
、

岡
村
桂
三
郎
、
鬼
頭
健
吾
、
サ
ム
・
フ
ラ
ン
シ
ス
、
宮
田

明
日
鹿
、
村
瀬
恭
子
、
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
メ
ー
ル

第
３
章
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
縫
合

本
章
で
は
「
縫
合
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し

て
、
私
た
ち
が
他
者
と
の
関
係
や
自
己
の
認

識
に
お
い
て
無
意
識
に
「
繋
ぐ
」
と
い
う
作

業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
や
、
一
見
関
係
の
な

い
出
来
事
に
も
繋
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
手
塚
愛
子
は
江
戸
後

期
の
鎖
国
を
調
査
し
、
当
時
開
国
に
よ
っ
て

劇
的
に
変
化
し
た
日
本
人
の
生
活
や
文
化
の

状
況
と
、
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け

る
仮
想
空
間
に
て
世
界
に
開
か
れ
、
世
界
と

繋
が
る
状
況
を
重
ね
、
刻
々
と
変
化
す
る
日

常
へ
の
期
待
と
不
安
を
織
物
で
表
現
し
ま
す
。

真
坂
亮
平
は
片
方
し
か
な
い
ピ
ア
ス
と
「
彼

女
は
も
う
ひ
と
つ
ピ
ア
ス
を
こ
の
部
屋
で
無

く
し
た
」
と
い
う
文
字
と
併
せ
て
展
示
す
る

こ
と
で
、
見
る
も
の
に
と
っ
て
た
だ
何
も
な

い
場
所
が
、
無
く
し
た
ピ
ア
ス
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
場
所
へ
と
新
た
な
関
係
を
生
み
出

し
ま
す
。
ツ
ァ
イ
・
チ
ャ
ウ
エ
イ
に
よ
る
筆

で
円
を
書
い
て
そ
れ
が
滲
ん
で
消
え
る
と
い

う
映
像
作
品
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
新
し

い
か
た
ち
を
生
み
出
し
て
消
え
て
ゆ
く
様
を

と
お
し
て
、
部
分
が
全
体
と
繋
が
る
こ
と
を

考
え
さ
せ
ま
す
。
私
た
ち
が
日
々
行
っ
て
い

る
「
自
分
を
語
る
」
と
い
う
表
現
に
は
様
々

な
「
縫
合
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。

〔
展
示
作
家
〕
岡
部
志
士
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ミ
ロ
、
ツ
ァ
イ
・

チ
ャ
ウ
エ
イ
、
手
塚
愛
子
、
真
坂
亮
平
、
三
科
琢
美
、
額

田
宣
彦

ワークショップ 1 ワークショップ 2

ギャラリートーク

＊展覧会カタログは５月下旬からの販売を予定しております

「出張手芸部！in岡崎」with宮田明日鹿（本展出品作家）
日４月28日（日）、６月15日（土）

「破ったり、つなげたり描くことの不思議さを体験しよう」
	 with三科琢美（本展出品作家）
日５月５日（日）

「コピー機を使ってつくるラミネート下敷」
	 with井口直人（本展出品作家）
日５月18日（土）

「ひとつ上をいく缶バッヂ」
日６月２日（日）
いずれも午後１時30分～４時30分まで随時開催
定なし。当日混雑する場合は制限する場合がございます。
場当館１階ホワイエ　　料無料　　申不要

「みんなでつくる！
	 毛糸をむすんでつなぐインスタレーション」
来場者が継ぎ足してゆくことで増殖する、毛糸を使った
インスタレーションを館内に設置します。
日会期中随時開催　　場当館１階ホワイエ　　料無料

日①４月29日（月・祝）、②５月25日（土）、③６月９日（日）
	 各日とも午後２時～３時
場当館１階展示室
	 （開始時刻までに展示室入口前にお集まりください）
料無料※ただし、当日の観覧チケットが必要
担当館学芸員

村瀬恭子《Sherbet》2008 年／当館蔵

ツァイ・チャウエイ《円Ⅱ》2011 年／森美術館蔵

真坂亮平《SHE LOST ONE OF HER PAIR OF DIAMOND 
EARRINGS IN THIS SPACE》2011 年
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新
収
蔵
品
紹
介

　

冷れ
い
ぜ
い泉

為た
め
ち
か恭

《
蛭ひ

る
こ
の
み
こ
と
ず

子
命
図
》　

江
戸
時
代
後
期

酒
井
　
明
日
香

美
術
博
物
館
で
は
年
に
一
回
、
新
し
い
収
蔵
品
の
受
入
に

つ
い
て
外
部
の
専
門
家
の
先
生
方
に
諮
る
「
収
集
委
員
会
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
美
術
品
で
は
今
年
度
、
四
点
の
作
品

が
新
し
く
美
術
博
物
館
の
収
蔵
品
に
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
の
二
点
、
国
島
征
二
《
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
》（
一
九
七
三

年
）
は
、
前
回
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
九
十
七
号
で
ご
紹
介
し
た

と
お
り
で
す
。
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
の

復
古
や
ま
と
絵
師
、
冷
泉
為
恭
の
作
品
で
す
。

画
面
の
中
央
で
、
一
人
の
人
物
が
岩
盤
に
座
っ
て
い
ま
す
。

服
は
白
色
の
狩
衣
と
指
貫
を
ま
と
い
、
頭
に
は
立
烏
帽
子
を

か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
引
目
鉤
鼻
で
描
か
れ
た
、
優
美
な
笑
み

を
た
た
え
た
顔
立
ち
と
装
束
か
ら
、
こ
の
人
物
は
若
い
公
家

を
思
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
持
ち
物
は
、
男
性
貴
族
の
定
番
で

あ
る
蝙か

わ
ほ
り蝠
（
扇
）
で
は
な
く
、
右
手
に
鯛
、
左
手
に
釣
り
糸

を
手
に
し
て
い
ま
す
。

作
品
名
に
あ
る
「
蛭
子
命
」
は
漁
業
や
商
売
繁
盛
の
神
で

あ
る
恵
比
寿
の
こ
と
で
、
本
作
品
で
恵
比
寿
を
描
い
た
こ
と

て
《
年
中
行
事
図
巻
》（
重
要
美
術
品
、
細
見
美
術
館
蔵
）

を
制
作
し
ま
し
た
。
そ
の
後
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
は

《
京
都
御
所
小
御
所
襖
絵
》（
宮
内
庁
京
都
事
務
所
蔵
）、
翌

三
年
に
は
《
大
樹
寺
障
壁
画
》（
重
要
文
化
財
、
大
樹
寺
蔵
）

を
描
く
な
ど
、
画
業
は
円
熟
期
に
達
し
ま
す
。

岡
崎
の
名
刹
で
あ
る
大
樹
寺
の
障
壁
画
を
手
掛
け
た
こ
と

か
ら
、
当
館
で
は
冷
泉
為
恭
を
地
域
の
歴
史
を
語
る
う
え
で

重
要
な
絵
師
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
本
作
品
の
収
蔵
に
至

り
ま
し
た
。
当
館
が
所
蔵
す
る
他
の
為
恭
の
作
品
と
大
樹
寺

の
障
壁
画
で
、
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
、
為
恭
の
各
年
代
の
画

業
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
本
作
品
と
同
様
に
、
恵
比
寿
を
若
い
公
家
風

に
描
い
た
為
恭
の
作
品
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
参
考
図
版
）。

こ
ち
ら
の
作
品
は
為
恭
が
二
十
三
歳
の
と
き
の
作
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
両
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、《
蛭
子
命
図
》

の
制
作
年
代
な
ど
、
何
か
新
し
く
わ
か
る
こ
と
が
な
い
か
と

期
待
し
て
い
ま
す
。
恵
比
寿
さ
ま
に
あ
や
か
っ
て
、
贅
沢
に

鯛
と
は
い
か
ず
と
も
、
小
さ
な
海
老
で
も
釣
り
あ
げ
た
い
も

の
で
す
。
こ
の
秋
か
ら
、
当
館
は
二
年
近
く
工
事
の
た
め
休

館
と
な
り
ま
す
。
再
オ
ー
プ
ン
し
た
際
に
は
、
他
の
為
恭
作

品
と
一
緒
に
み
な
さ
ま
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
、
準
備
し

て
い
く
予
定
で
す
。
お
楽
し
み
に
！

が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
恵
比
寿
は
初
老
か
ら
老
年
の
男
性

が
、
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
る
姿
で
描
か
れ
る
の
が
通
例
で
す
。

七
福
神
の
恵
比
寿
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
く
と
、
手
に
持
っ

た
鯛
は
本
作
品
に
も
共
通
し
て
い
ま
す
が
、
人
物
の
姿
は
か
け

離
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
恵
比
寿
を

若
い
公
家
男
性
風
に
描
い
た
と
こ
ろ
が
、
本
作
品
の
一
番
の
特

徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
落
款
「
図ず

し

ょ書
学が

く
し
ょ
う生
藤ふ

じ
わ
ら
た
め
ち
か

原
為
恭
誠

ま
こ
と
に
お
そ
れ恐

誠ま
こ
と
に
か
し
こ
み
惶
謹つ

つ
し
ん
で
こ
れ
を
ず
す

図
之
」
か
ら
、
本
作
品
は
為
恭
が
二
十
代
半
ば
の

頃
の
制
作
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
画
業
の
初
期
か
ら
、
為

恭
が
有
職
故
実
に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

冷
泉
為
恭
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）、
京
狩
野
の
狩
野
永
泰

の
三
男
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
若
い
頃
か
ら
絵
の
才
能
を
発
揮
し

ま
し
た
が
、
狩
野
派
の
画
風
に
な
じ
ま
ず
、
古
典
作
品
の
研
究

や
模
写
を
行
っ
て
や
ま
と
絵
の
技
法
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
力

量
は
江
戸
の
狩
野
家
に
も
認
め
ら
れ
、
天
保
十
四
年

（
一
八
四
三
）
に
は
江
戸
狩
野
の
晴
川
院
養
信
の
依
頼
に
応
じ

冷泉為恭《蛭子命図》

参考図版
冷泉為恭《恵美須神像》（部分）
画像は『日本の美術　第 261 号　冷泉為恭と
復古大和絵』至文堂、1988 年、２頁から引用



S P R I N G  2 0 2 4

4

近
年
、
雛
人
形
の
お
話
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

令
和
五
年
度
は
新
た
に
三
件
を
寄
贈
と
し
て
受
け

入
れ
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

御ご

て

ん殿
雛
飾
り
　（
写
真
１
・
２
）

と
も
に
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
生
ま
れ
の

方
の
節
句
飾
り
で
、
大
型
の
御
殿
雛
飾
り
で
す
。

写
真
１
は
引
越
し
に
伴
う
家
財
整
理
に
あ
た
り
、

写
真
２
は
人
形
の
処
分
を
考
え
て
、
雛
人
形
を
贈

ら
れ
た
ご
本
人
か
ら
の
お
申
し
出
で
す
。

京
都
御
所
の
寝
殿
な
ど
を
模
し
た
御
殿
の
な
か

に
内
裏
雛
や
官
女
の
人
形
を
飾
る
御
殿
雛
飾
り

は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
作
ら
れ
、

京
都
を
中
心
と
し
た
関
西
地
方
で
人
気
を
集
め
た

雛
人
形
で
す
。
こ
の
地
方
で
は
昭
和
に
な
っ
て
定

着
し
、
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
見
ら
れ
ま
す
。
現
在
、

制
作
や
販
売
は
な
く
、
幻
の
雛
人
形
と
も
言
わ
れ

ま
す
。

こ
の
二
件
は
御
殿
の
奥
行
が
小
さ
く
な
り
上
へ

高
く
積
み
あ
が
る
と
い
う
正
面
か
ら
の
見
栄
え
を

重
視
し
た
作
り
で
、
金
鯱
の
屋
根
飾
り
を
持
ち
、

金
色
の
飾
り
や
極
彩
色
を
多
用
し
て
豪
華
に
装
飾

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
方
で
の
御
殿
雛
飾
り
全

盛
期
の
も
の
で
あ
り
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
大

型
化
す
る
御
殿
の
特
徴
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
同
時
代
の
も
の
な
が
ら
、
写
真
１
の
御
殿

の
パ
ー
ツ
は
、
飾
り
付
け
の
手
間
を
省
く
た
め
に

や
や
簡
略
化
さ
れ
た
作
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

木き

め目
込
み
雛
人
形
　（
写
真
３
）

木
目
込
み
人
形
は
、
桐
の
お
が
屑
と
糊
を
練
り

固
め
乾
燥
さ
せ
た
ボ
デ
ィ
に
筋
彫
り
を
し
、
そ
の

溝
に
布
地
を
ヘ
ラ
や
目
打
ち
な
ど
で
木
目
込
ん
で

衣
装
を
着
せ
付
け
た
人
形
で
す
。
江
戸
時
代
中
期

か
ら
み
ら
れ
る
伝
統
的
な
技
法
で
あ
り
、
昭
和
戦

後
に
は
木
目
込
み
人
形
が
全
国
的
に
流
通
し
ま
し
た
。

本
件
は
、
昭
和
四
二
年
生
ま
れ
の
方
の
節
句
飾

り
で
、
小
振
り
な
十
五
人
揃
い
段
飾
り
の
木
目
込

み
雛
人
形
で
す
。
小
道
具
に
わ
ず
か
な
破
損
や
欠

失
が
あ
る
も
の
の
大
き
な
損
傷
、
汚
れ
は
な
く
、

人
形
も
と
て
も
綺
麗
な
状
態
で
す
。
真
多
呂
人
形

学
院
に
よ
る
限
定
頒
布
品
で
、
娘
の
た
め
に
ご
夫

婦
で
買
い
揃
え
た
も
の
で
す
が
、
終
活
の
一
環
と

し
て
お
母
さ
ま
か
ら
の
お
申
し
出
で
す
。

前
出
の
御
殿
雛
飾
り
よ
り
一
段
階
新
し
い
時
期

の
も
の
に
あ
た
り
、
雛
人
形
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
出
て
く
る
頃
の
人
形
で
す
。

毎
年
、
桃
の
節
句
に
あ
わ
せ
て
華
や
か
な
雛
人

形
を
飾
っ
て
お
祝
い
す
る
こ
と
が
、
か
つ
て
は
庶

民
の
憧
れ
で
あ
り
ま
し
た
。
我
が
子
や
孫
を
怪
我

や
病
気
か
ら
守
り
、
将
来
幸
せ
な
家
庭
を
築
け
ま

す
よ
う
に
と
い
う
祈
り
を
込
め
て
飾
ら
れ
る
雛
人

形
は
、
飾
っ
た
り
片
付
け
た
り
の
手
間
も
大
変
で

す
。
ま
た
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
よ
り
住

宅
環
境
が
大
き
く
変
わ
り
、
最
近
の
新
し
い
家
に

は
仏
間
や
広
い
日
本
間
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
和

室
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
、
大
き
な

雛
壇
の
雛
人
形
は
飾
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
収
納
場

所
も
取
り
ま
す
か
ら
、
今
は
飾
る
の
も
所
有
す
る

の
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

年
中
行
事
に
対
す
る
意
識
や
感
覚
も
変
わ
っ
て

き
て
、
雛
人
形
は
飾
る
も
の
で
な
く
て
、
見
に
行

く
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

暮 ら し の 道 具 箱
　～新しく資料に仲間入り～　　雛人形

伊藤　久美子

写真 3 写真 2 写真 1
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CASE
CASE33

山
下
　
葵

〈
承
前
〉

ち
の
と
い
う
少
女
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
盗
み

を
は
た
ら
き
、寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
再
犯
に
及
ん
だ
。

度
々
処
分
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
盗
み
を

繰
り
返
す
。

三
回
目
の
盗
み

史
料
上
で
確
認
で
き
る
ち
の
の
三
回
目
の
捕
縛
は
寛
政

四
年
（
一
七
九
二
）、
再
犯
で
六
十
笞
に
処
さ
れ
て
か
ら
僅

か
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

寛
政
四
年
『
口く

ち
が
き書

』
に
そ
の
詳
細
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
ち
の
は
十
六
歳
で
、
十
二
歳
の
「
つ
ま
」・
十
五
歳

の
「
り
か
」
と
い
う
同
じ
く
物
貰
い
身
分
の
少
女
た
ち
と

共
謀
し
て
盗
み
を
は
た
ら
い
た
。
盗
品
は
白
木
綿
一
反
を

は
じ
め
と
す
る
布
製
品
で
、
少
量
ず
つ
別
々
の
家
屋
か
ら

複
数
回
に
わ
た
っ
て
盗
み
を
し
て
い
た
。
そ
の
一
連
の
盗

み
に
つ
い
て
今
回
は
裁
き
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

前
提
と
し
て
、
熊
本
藩
の
刑
法
典
で
あ
る
刑け

い
ほ
う法

草そ
う
し
ょ書

の

再
犯
規
定
に
基
づ
け
ば
、
再
犯
は
初
犯
の
量
刑
に
四
等
加

え
、
再
々
犯
は
再
犯
の
量り

ょ
う
け
い刑

に
六
等
加
え
刺
墨
を
付
加
す

る
決
ま
り
で
、
こ
の
計
算
で
は
初
犯
の
量
刑
が
七
十
笞
以

上
の
者
が
再
々
犯
し
た
場
合
は
斬
首
と
な
る
１
。
天
明
七
年

の
初
犯
の
際
の
量
刑
が
七
十
笞
で
あ
っ
た
ち
の
は
、
本
件

が
再
々
犯
で
斬
首
を
免
れ
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
結
果
を
先
に
述
べ
る
と
、
ち
の
は
死
刑
に
は

な
ら
な
か
っ
た
。『
口
書
』
に
は
、
刑
罰
決
定
に
い
た
る
ま

で
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
２
。

右
者
、
罪
状
口
書
之
通
窃
盗
之
再
々
犯
ニ
而
御
座
候
、

①
初
犯
者
年
足
り
不
申
者
ニ
付
呵
ニ
而
被
差
免
候
、
去

年
再
犯
之
節
刺
墨
六
十
笞
徒
一
年
相
当
之
処
、
全
徒

刑
を
被
除
六
十
笞
之
刑
ニ
被
處
候
、
然
処
、
此
度
再
々

犯
ニ
付
、
再
犯
之
刺
墨
六
十
笞
徒
一
年
ニ
六
等
を
加

候
へ
ハ
斬
相
当
ニ
而
御
座
候
得
共
、
②
当
年
漸
十
六
歳

ニ
相
成
、
殊
ニ
追
々
被
宥
置
候
訳
も
有
之
候
へ
者
、

此
節
迄
者
、
死
刑
ニ
者
難
被
處
可
有
之
哉
、
左
候
へ
者
、

③
顙
ニ
入
墨
百
笞
三
年
眉
無
相
当
之
処
、
女
者
刺
墨
徒

刑
を
被
除
候
例
、
笞
数
ハ
百
を
限
り
申
候
事
ニ
候
得

者
、
各
別
被
仰
付
様
茂
無
之
候
付
、
百
笞
之
刑
被
處
、

④
此
以
後
盗
い
た
し
候
得
者
多
少
ニ
不
拘
死
罪
ニ
被
仰

付
候
段
申
渡
置
候
而
ハ
如
何
程
可
有
之
哉
、

　
　
　

但
、
再
犯
之
節
之
僉
議
、
例
書
等
相
添
申
候
、

ま
ず
は
、
ち
の
の
犯
歴
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。
ち

の
は
初
犯
は
「
年
足
り
不
申
者
」（
＝
幼
年
者
）
で
あ
っ
た

こ
と
を
理
由
に
「
呵し

か
り

」
と
な
り
、
去
年
の
再
犯
で
は
「
刺

墨
六
十
笞
徒
一
年
相
当
」
の
量
刑
で
あ
っ
た
が
「
全
徒
刑
」

（
＝
刺
墨
・
徒
一
年
）
を
除
い
て
六
十
笞
と
な
っ
た
。
今
回

再
々
犯
に
及
び
、
再
犯
時
の
量
刑
に
六
等
加
え
「
斬
相
当
」

の
量
刑
と
な
る
と
い
う
、
法
に
則
っ
て
裁
い
た
場
合
を
示

し
て
い
る
（
傍
線
部
①
）。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
刑
法
草
書
の
「
老
人
幼
少
之
者
犯
事
」

条
に
よ
れ
ば
、
十
五
歳
以
下
の
者
が
刑
罰
の
宥ゆ

う
め
ん免

対
象
と
な

る
３
。
今
回
ち
の
は
十
六
歳
で
あ
り
、
法
的
に
は
成
人
と
し
て

扱
わ
れ
る
が
、
よ
う
や
く
十
六
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
若
者

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、「
殊
ニ
追
々
被
宥
置
候
訳
」
即
ち
、
と

り
わ
け
ゆ
る
さ
れ
る
事
由
が
あ
る
と
し
て
、
今
回
ま
で
は
死

刑
を
免
除
す
る
と
し
て
い
る
（
傍
線
部
②
）。

続
い
て
「
顙
ニ
入
墨
百
笞
三
年
眉
無
相
当
」
と
い
う
量
刑
が

示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
笞ち

け
い刑

・
徒と

け
い刑

（
眉
無
）
で
制
度
上
科

せ
る
最
大
値
に
、
付
加
刑
で
あ
る
刺
墨
を
つ
け
た
刑
罰
で
、

つ
ま
り
死
刑
以
外
で
科
せ
る
最
大
限
重
い
刑
罰
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
法
草
書
の
「
婦
女
犯
事
」
条

に
基
づ
き
、
女
性
に
は
徒
刑
・
刺
墨
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
っ
て
ち
の
に
対
し
て
は
、
徒
刑
・
刺
墨
を
除
き
、
笞
刑
の

最
大
限
で
あ
る
百
笞
を
科
す
こ
と
で
決
着
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
（
下
線
部
③
）。

加
え
て
、
ち
の
に
対
し
て
は
今
後
再
び
盗
み
を
す
る
こ
と
が

あ
れ
ば
、
盗
ん
だ
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
死
刑
に
処
す
と
い
う

こ
と
を
申
し
渡
し
て
い
る
（
傍
線
部
④
）。

つ
ま
り
、〝
次
は
無
い
ぞ
〟
と
い
う
注
意
を
し
た
上
で
、
死

刑
は
免
除
し
、
百
笞
に
処
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
傍

線
部
②
に
あ
る
「
殊
ニ
追
々
被
宥
置
候
訳
」
に
つ
い
て
具
体

的
な
記
述
は
『
口
書
』
の
な
か
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
恐
ら

く
彼
女
た
ち
が
物
貰
い
の
身
分
で
あ
り
、
貧
困
に
よ
り
生
活

が
苦
し
か
っ
た
が
ゆ
え
の
犯
行
と
い
う
こ
と
が
斟
酌
さ
れ
た

可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
来
は
成
人
女

性
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
ち
の
に
対
し
、
ま
だ
十
六
歳
の
若

者
で
あ
る
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
、
死
刑
を
回
避
し
よ
う

す
る
刑け

い
ほ
う
か
た

法
方
の
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。�

〈
続
〉

１ 

小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
熊
本
藩
法
制
史
料
集
』（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）
三
六
四
～
三
六
七
頁
。

２ 

『
口
書　

寛
政
四
年
』（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
資
料
）
所
収
、
資
料
請
求
番
号 

一
三
・
一
五
・
五

３ 

小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
熊
本
藩
法
制
史
料
集
』（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）
三
六
〇
～
三
六
一
頁
。
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乙
川
旧
流
路
を
探
る
雑
感

※�
あ
る
い
は
職
務
質
問
を
乗
り
切
る
証
拠

資
料

湯
谷 

翔
悟

鎌
倉
古
道
を
歩
く

　
　

～
鉢
地
か
ら
山や

ま
な
か中

へ
～

安
本
　
翔
音

不
審
者
情
報
！

 

明
大
寺
町
周
辺
で
、
ニ
ヤ
つ
き
な
が
ら

ガ
ケ
や
道
を
撮
影
す
る
中
年
男
性
。
背

は
少
し
高
め
で
中
肉
、
目
が
合
う
と
自

転
車
に
乗
っ
て
逃
走
。

な
ど
と
い
っ
た
目
撃
情
報
が
で
ま
し
た
ら
、

恐
ら
く
私
で
す
…
。
生
来
人
付
き
合
い
が
苦

手
な
性
分
な
の
で
、
挙
動
が
怪
し
い
こ
と
こ

の
上
な
い
で
す
。

最
近
は
休
み
の
度
に
、
乙
川
旧
流
路
探
し

に
出
て
い
ま
す
。
岡
崎
を
貫
流
す
る
乙
川
は
、

今
か
ら
六
〇
〇
年
前
く
ら
い
ま
で
は
東
岡
崎

の
西
で
大
き
く
南
に
曲
が
っ
て
流
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
で
は
市
街
地
化
し
て
し
ま
い
、
一
見
そ

の
跡
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
古
い
地
図

や
地
形
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
ぼ
ん
や

り
と
姿
が
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
頼
り
に
現
地
に
行
く
と
、
あ
る
わ
あ

る
わ
。

車
通
り
の
多
い
道
の
下
に
隠
れ
た
芦
池
橋

の
名
残
り
、
暗
渠
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示

す
段
差
と
土
管
の
形
が
浮
き
出
た
道
、
そ
し

て
川
の
流
れ
を
示
す
高
低
差
。
そ
う
し
た
場

所
に
気
づ
い
た
刹
那
、
乙
川
の
流
れ
が
眼
前

に
現
れ
る
気
が
し
て
き
ま
す
。

な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
途
方
に
暮
れ
、
お

茶
を
ひ
と
口
飲
ん
で
ふ
と
目
を
遣
っ
た
ら
、

不
自
然
な
家
と
家
の
隙
間
が
。
な
ん
て
瞬
間

が
あ
っ
た
ら
そ
ら
ニ
ヤ
ニ
ヤ
も
す
る
で
し
ょ

う
よ
！

で
も
ね
、
す
る
と
、
不
審
者
中
年
男
性
い
っ

ち
ょ
上
が
り
！
と
な
る
訳
で
す
よ
、
ハ
イ
…

し
か
し
こ
の
流
路
の
問
題
、
突
き
詰
め
て

い
く
と
「
岡
崎
」
の
誕
生
、
足
利
氏
や
松
平

氏
の
研
究
に
も
繋
が
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。

な
の
で
怪
し
ま
れ
よ
う
と
も
引
き
続
き
続
行

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
休
み
の
日
に
し
か
な

か
な
か
で
き
な
い
、
こ
う
し
た
地
道
な
調
査

に
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

し
か
し
こ
ち
ら
も
怪
し
ま
れ
な
い
よ
う
努

力
す
べ
き
な
の
で
、
住
民
の
か
た
と
す
れ

違
っ
た
時
は
せ
め
て
笑
顔
で
挨
拶
す
る
よ
う

心
が
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。

不
審
者
情
報
！

 

明
大
寺
町
周
辺
で
、
不
気
味
な
笑
顔
で

あ
い
さ
つ
を
し
て
く
る
中
年
男
性
。
市

街
地
を
撮
影
し
何
も
言
わ
ず
に
逃
走
。

空
き
巣
や
新
手
の
サ
ギ
の
手
口
か
も
し

れ
な
い
の
で
ご
注
意
を
。

…
ど
っ
ち
に
し
ろ
ダ
メ
か
も
な
ぁ
…

江
戸
時
代
の
絵
図
⑴
や
平
成
初
期
に
書
か

れ
た
鎌
倉
街
道
を
推
定
し
た
書
籍
⑵
、
現
在

の
地
図
を
頼
り
に
鎌
倉
街
道
を
求
め
、
雨
の

中
、
本
宿
駅
に
降
り
立
っ
た
。
鉢
地
の
菩
提

院
か
ら
法
蔵
寺
の
裏
を
抜
け
、
途
中
の
山
越

え
を
経
て
青
木
神
社
を
通
り
、
山
中
八
幡
宮

下
に
至
る
ま
で
が
今
回
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。

菩
提
院
か
ら
法
蔵
寺
の
裏
山
を
越
え
る

ル
ー
ト
は
昭
和
中
期
ま
で
は
山
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
や
は
り
険
し
い
坂
道
で
あ
る
。
本

宿
村
絵
図
を
見
る
に
、
細
い
線
が
描
か
れ
て

お
り
、
道
が
元
々
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き

る
。
た
だ
し
、
現
在
こ
の
一
帯
は
開
発
さ
れ

て
お
り
、
旧
道
の
痕
跡
は
皆
無
で
あ
る
。
本

宿
の
住
宅
街
を
抜
け
る
と
本
宿
神
明
社
に
出

る
。
正
面
の
丘
に
は
神
明
社
に
通
ず
る
道
が

あ
り
、
開
発
の
進
ん
だ
こ
の
町
に
も
古
い
趣

が
一
部
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま

東
に
進
ん
で
い
く
と
東
海
中
学
校
へ
と
通
じ

る
。
東
海
中
手
前
あ
た
り
の
狭
く
入
り
組
ん

だ
道
は
、
昔
な
が
ら
の
道
の
香
り
が
す
る
。

こ
の
あ
た
り
に
古
代
の
駅
家
が
あ
っ
た
と
想

定
さ
れ
て
い
る
が
、
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。

さ
あ
こ
こ
か
ら
先
は
山
越
え
で
あ
る
。
東

海
中
の
裏
手
を
通
り
青
木
神
社
ま
で
抜
け
る

ル
ー
ト
で
あ
る
。
小
雨
が
降
っ
て
い
た
が
、

意
気
揚
々
と
沢
を
左
手
に
見
な
が
ら
登
っ
て

い
く
。
し
か
し
、
中
腹
あ
た
り
で
何
か
動
物

の
動
く
よ
う
な
大
き
な
音
を
聞
く
。
イ
ノ
シ

シ
？
た
し
か
こ
の
辺
に
は
熊
は
い
な
い
は

ず
…
と
考
え
な
が
ら
、
恐
怖
の
あ
ま
り
下
山

を
決
意
す
る
。
都
会
育
ち
で
現
代
っ
子
の
僕

に
は
ま
だ
早
か
っ
た
の
だ
。
次
は
湯
谷
さ
ん

を
連
れ
て
こ
よ
う
。
腰
痛
持
ち
の
彼
よ
り
僕

の
方
が
き
っ
と
逃
げ
足
は
速
い
。
そ
し
て
、

戻
っ
て
か
ら
気
づ
い
た
が
、
道
を
誤
っ
て
い

た
よ
う
で
も
あ
る
。
遭
難
し
な
く
て
よ
か
っ
た
。

さ
て
、
山
越
え
を
諦
め
た
失
意
の
も
と
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
道
に
安
堵
し
な
が
ら
東
海

道
を
通
り
、
山や

ま
な
か中
へ
入
る
。
東
海
道
は
山や

ま
な
か中

の
台
地
上
を
通
る
が
、
鎌
倉
街
道
は
台
地
の

ヘ
リ
に
沿
っ
て
そ
の
下
を
通
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
途
中
、
鎌
倉
街
道
跡
の
石
碑
も
発
見
し

つ
つ
、
そ
の
ま
ま
進
み
ゴ
ー
ル
の
山
中
八
幡

宮
下
へ
と
到
着
し
た
。

や
は
り
、
雨
の
中
の
調
査
は
す
べ
き
で
は

な
い
。
だ
が
、
雨
天
の
険
し
い
道
中
、
寺
社

の
軒
下
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
休
憩
は
至
福
の

ひ
と
時
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
も
同
じ
よ

う
に
景
色
を
眺
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
ま

に
は
ゆ
っ
く
り
と
、
雨
が
止
む
の
を
待
つ
の

も
悪
く
は
な
い
。

⑴ 「
鉢
地
村
絵
図
」「
本
宿
村
絵
図
」（
三
河
武
士
の
や
か
た
家
康
館『
岡
崎

の
古
刹
法
蔵
寺
』
１
９
９
６
、
よ
り
）

⑵ 

尾
藤
卓
男
『
平
安
・
鎌
倉
古
道
』
（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、

１
９
９
７
）

明大寺町の暗渠。戦前の地図の同じ位置には水路が示
されている。

start

goal

本宿神明社

通りたかったルート

鎌倉街道石碑

歩いたルート

お散歩ルート（国土地理院地図を基に作成）
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月曜日（祝日に該当する場合は、その翌日以後休日でない日）
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開館時間

表紙画像：手塚愛子《Frag i l e  Su r f ace  -  B i r d  ( 24 -07 )》2024 年

岡崎市美術博物館併設のカフェレストラン『YOUR TABLE』。ガラス張りの店内には太陽
の光がいっぱい入り、お洒落で開放的な空間が広がります。ランチ時には景色を愉しみ
ながらお食事をすることができます。
カフェタイムにはケーキセットや軽食などを販売中。

営業時間
定 休 日
LUNCH
DINNER
T E L

T E A

H P

11:00～21:30　土日祝　10:00～21:30
月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります） 
11:00 - 14:30 (L.O.14:00) 14:30 - 17:00 (L.O.16:00)
18:00 - 21:30 (L.O.20:30)
0564-28-0141 https://your-table.owst.jp

［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第98号 2024年3月発行
編集・発行　岡崎市美術博物館
〒444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町峠1番地　岡崎中央総合公園内
TEL 0564 - 2 8 - 5 0 0 0（代表）

1937 年に創業した山田繊維のブランド「むす美（び）」は、「生す（むす）」+「美（び）」
を語源としたふろしきブランド。ふろしきで心豊かな暮らしをテーマに、現代の暮ら
しに合うふろしきを様々生み出しています。両面染め・ダブルフェイス・撥水加工な
どの新しい染色技術に加え、ただデザインするだけでなく、使うことを想定し “ 平面と
しても立体としても楽しめるふろしき ” を提案しています。また、古くから日本の暮
らしにかかせなかった風呂敷は、製造工程上も端材が少なく、日用品として何度も使
い続けられることができる環境に優しいアイテムであることから、サスティナビリティ
の概念の広がりとともに、再び注目を集めています。

営業時間
定 休 日
T E L
M A I L
H P

10:00 - 17:00
月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります）
0564-83-5952
yagura＠b-soup.com
https://www.facebook.com/museumshop.yagura

0564-83-5953F A X

当館について
　
　自然豊かな岡崎中央総合公園の一角に位置する当
館は、1996年７月６日に開館しました。以来、地域の歴
史を伝える資料を収集、保管、調査、研究するとともに、
美術、歴史、工芸など、多様なテーマによる展示活動を
行っています。
　栗生明氏の設計による当館の建築は、屋上から立ち
上がるエントランスのアトリウムを特徴とし、透過性の高
いガラスにより自然環境との一体化を目指しています。

当館からのお願い

　ベルリン在住の美術作家である
手塚愛子は絵画の探求から織物
に着目し、その糸を解体することで
織られた時間を辿りながら、文化や
社会制度の歴史と構造に目を向け
ます。それは織物を「ひらく」ことで再
構成し、過去の出来事と現在を織
りなおして新たな回路に「つなぐ」こ
とを感覚的に行うものです。本展は
「ひらく」「むすぶ」という視点から絵
画や彫刻、映像やインスタレーショ
ンなど美術作品を紹介するもので
す。私たちが自分を語るとき、自分の
全てを語るのではなく、選択や省略、誇張や変形といった編集
作業を加えます。それは語ることで自分を「ひらき」ながら、同時に
自分の断片を「むすぶ」表現であると言えるでしょう。作品の声を
聞き、自分の心を語る機会となれば幸いです。

展
覧
会
情
報

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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4/13
▼
6/16

ひらいて、むすんで
4/13（土）～6/16（日）

QuiｚKnockと巡る江戸東京博物館展
7/13（土）～9/23（月・祝）

休館休館

　江戸東京博物館は、江戸東京の歴
史と文化を振り返り、未来の都市と生
活を考える場として平成５年（1993）
に開館しました。現在はリニューアルに
むけて工事休館中です。
　本展では、江戸東京博物館の常設
展示「江戸ゾーン」からセレクトされた
歴史資料・体験模型・再現模型によっ
て、大都市・江戸を紹介します。江戸の
成り立ちや人々の暮らし、娯楽や文化
などを目で見て、いくつかを実際に体験
することで、よりリアルに江戸を感じる
ことができます。また、知識集団QuizKnock（クイズノック）とコラボし、
QuizKnock目線で江戸時代を深掘りしていきます。江戸時代にタイム
スリップしたかのような体験をお楽しみください。

7/13
▼
9/23

体験模型「大名駕籠」／東京都江戸東京博物館

再現模型「寿司屋台」／東京都江戸東京博物館

展示作品にはお手を触れな
いようお願いします

作品保護のため、展示室内
では鉛筆以外の筆記用具の
使用はご遠慮ください

都合により展覧会の内容、会
期を変更する場合があります

展示室内での写真撮影は
ご遠慮ください

改修工事のため休館　2024年9月24日～2026年6月末（予定）

展示室内では携帯電話、ス
マートフォンはマナーモードに
し、使用はご遠慮ください

手塚愛子《Fragile Surface - 2019-005》2019年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作家蔵

展覧会ラインナップ 2024

■�ひらいて、むすんで
■�QuizKnock と巡る江戸東京博物館展
■�改修工事のため休館

４/13（土）～６/16（日）
７/13（土）～９/23（月・祝）
９/24（土）～ 2026. ６（予定）

アートから「心を語る」ことを考える。
江戸時代にタイムスリップ！
美博ももうアラサー。あちこちが痛むのです。


