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そ
れ
を
受
け
て
、
足
立
区
で
は
区
制
80
周

年
事
業
の
一
環
と
し
て
文
化
遺
産
調
査
を
実

施
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
江
戸
絵
画
を
中
心
と
し
た
美

術
品
や
関
連
資
料
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
建

物
の
解
体
前
日
に
情
報
提
供
が
あ
り
、
大
慌

て
で
現
地
へ
向
か
い
、
そ
の
場
で
寄
贈
さ
れ

る
な
ど
突
然
の
調
査
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ず

れ
に
し
て
も
家
庭
の
中
で
大
切
に
保
管
・
使

用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
方
々

と
の
信
頼
関
係
な
く
し
て
は
調
査
は
進
み
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
こ
う
し
た
調
査
を
通
し
て
、
千
住
だ
け
で

な
く
区
内
の
ほ
か
の
地
域
で
も
、
俳
諧
や
絵

画
な
ど
文
雅
を
楽
し
む
当
時
の
様
子
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

絵
師
を
支
え
た
足
立
の
人
々

　
千
住
宿
は
、
日
光
街
道
の
江
戸
を
出
て
最

初
の
宿
場
町
で
あ
り
、
仙
台
の
伊
達
家
や
秋

田
の
佐
竹
家
な
ど
東
北
や
関
東
か
ら
江
戸
に

向
か
う
大
名
行
列
や
、
多
く
の
旅
人
が
行
き

交
う
場
所
で
し
た
。

　
ま
た
、
当
時
の
足
立
区
周
辺
の
河
川
に
囲

ま
れ
た
穏
や
か
な
風
景
や
自
然
は
、
都
市
に

住
む
人
々
の
好
む
行
楽
地
で
、
江
戸
の
人
々

が
徒
歩
や
船
で
遊
び
に
出
か
け
る
場
所
と
し

て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

　
東
郊
一
の
規
模
を
誇
る
千
住
青
物
市
場（
や

っ
ち
ゃ
場
）は
、
神
田
、
駒
込
と
並
ぶ
江
戸

三
大
青
物
市
場
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
街
道

沿
い
に
は
多
く
の
商
店
が
建
ち
並
び
、
大
変

に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
千
住
で
は
、

地
域
の
有
力
者
た
ち
が
作
品
を
発
注
す
る
こ

と
で
画
家
の
活
動
を
支
援
し
、
多
数
の
文
人

や
絵
師
が
活
躍
す
る
な
ど
、
華
や
か
さ
に
満

ち
て
い
ま
し
た
。

　
経
済
的
に
豊
か
な
商
家
の
旦
那
衆
は
、

数
々
の
美
術
品
を
収
集
し
、
日
々
の
暮
ら
し

に
彩
を
与
え
ま
し
た
。
季
節
に
合
わ
せ
た
掛

け
軸
を
床
の
間
に
掛
け
、
年
中
行
事
や
冠
婚

葬
祭
な
ど
の
折
に
は
屏
風
を
飾
り
ま
し
た
。

絵
師
た
ち
は
初
節
句
を
祝
う
た
め
の
雛
人
形

足立区
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あ
り
ま
す
。

続
々
と
発
見
さ
れ
る
美
術
資
料

　
歌
川
広
重
や
葛
飾
北
斎
の
作
品
を
は
じ
め

１
３
０
０
点
も
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

誇
る
郷
土
博
物
館
は
、
平
成
21
年
、
江
戸
時

代
か
ら
昭
和
ま
で
の
「
江
戸
東
京
の
東
郊
」

を
テ
ー
マ
に
、
足
立
区
の
発
展
の
歴
史
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
場
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　「
千
住
の
琳
派
展
」
や
「
大
千
住
展
」
と

い
っ
た
千
住
に
伝
わ
る
歴
史
美
術
資
料
を
紹

介
す
る
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、「
う
ち

に
も
同
じ
よ
う
な
資
料
が
あ
る
」
と
い
う
情

報
が
区
内
各
地
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
四
方
を
川
に
囲
ま
れ
、
区
立
公
園
の
面
積

は
23
区
最
大
と
い
う
水
と
み
ど
り
豊
か
な
足

立
区
。
江
戸
時
代
に
は
、
川
に
は
舟
が
浮
か

び
、
千
住
を
中
心
に
人
々
が
行
き
交
い
、
大

変
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
千
住
は
松
尾
芭
蕉
「
奥
の
細
道
」
の
旅
立

ち
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、
古
く
か
ら
俳
諧

の
文
化
が
根
付
い
た
土
地
で
し
た
。
俳
諧
は

広
い
階
層
の
人
々
の
間
で
親
し
ま
れ
、
足
立

の
人
と
江
戸
の
文
人
や
絵
師
た
ち
と
の
交
流

も
深
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
数
年
足
立
区
で
は
、
そ
う
し
た
絵
師

た
ち
に
よ
る
美
術
品
の
数
々
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
精
神
的
に
豊
か
な
文
化
・
暮
ら
し

ぶ
り
は
、
江
戸
時
代
で
終
わ
ら
ず
昭
和
に
ま

で
続
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

江
戸
時
代
か
ら
交
通
の
要
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
千
住
を
中
心
に
、

足
立
の
人
々
と
絵
師
た
ち
の
間
に
は
親
し
い
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
足
立
の
人
々
は
生
活
の
中
に
美
術
作
品
を
取
り
入
れ
、

教
養
豊
か
な
文
化
的
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
春
、
郷
土
博
物
館
に
当
時
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

足
立
は
美
術
品
の
宝
庫
だ
っ
た

足
立
は
美
と
知
性
の
宝
庫
だ
っ
た

　
　〜
文
人
た
ち
が
集
い 

作
品
を
残
し
た
ま
ち
〜

広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

足立区

郷土博物館では、
古くて新しい足立区の魅力を

知ることができる！

館内には、昔懐かしいおもちゃや生活道具類の展示もあ
る。実際に手で触れることができ、子どもたちよりもむ
しろ大人のほうが夢中になっている姿も見かけられる

舩津文渕「猛虎図」より



3

　
そ
れ
を
受
け
て
、
足
立
区
で
は
区
制
80
周

年
事
業
の
一
環
と
し
て
文
化
遺
産
調
査
を
実

施
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
江
戸
絵
画
を
中
心
と
し
た
美

術
品
や
関
連
資
料
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
建

物
の
解
体
前
日
に
情
報
提
供
が
あ
り
、
大
慌

て
で
現
地
へ
向
か
い
、
そ
の
場
で
寄
贈
さ
れ

る
な
ど
突
然
の
調
査
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ず

れ
に
し
て
も
家
庭
の
中
で
大
切
に
保
管
・
使

用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
方
々

と
の
信
頼
関
係
な
く
し
て
は
調
査
は
進
み
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
こ
う
し
た
調
査
を
通
し
て
、
千
住
だ
け
で

な
く
区
内
の
ほ
か
の
地
域
で
も
、
俳
諧
や
絵

画
な
ど
文
雅
を
楽
し
む
当
時
の
様
子
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

絵
師
を
支
え
た
足
立
の
人
々

　
千
住
宿
は
、
日
光
街
道
の
江
戸
を
出
て
最

初
の
宿
場
町
で
あ
り
、
仙
台
の
伊
達
家
や
秋

田
の
佐
竹
家
な
ど
東
北
や
関
東
か
ら
江
戸
に

向
か
う
大
名
行
列
や
、
多
く
の
旅
人
が
行
き

交
う
場
所
で
し
た
。

　
ま
た
、
当
時
の
足
立
区
周
辺
の
河
川
に
囲

ま
れ
た
穏
や
か
な
風
景
や
自
然
は
、
都
市
に

住
む
人
々
の
好
む
行
楽
地
で
、
江
戸
の
人
々

が
徒
歩
や
船
で
遊
び
に
出
か
け
る
場
所
と
し

て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

　
東
郊
一
の
規
模
を
誇
る
千
住
青
物
市
場（
や

っ
ち
ゃ
場
）は
、
神
田
、
駒
込
と
並
ぶ
江
戸

三
大
青
物
市
場
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
街
道

沿
い
に
は
多
く
の
商
店
が
建
ち
並
び
、
大
変

に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
千
住
で
は
、

地
域
の
有
力
者
た
ち
が
作
品
を
発
注
す
る
こ

と
で
画
家
の
活
動
を
支
援
し
、
多
数
の
文
人

や
絵
師
が
活
躍
す
る
な
ど
、
華
や
か
さ
に
満

ち
て
い
ま
し
た
。

　
経
済
的
に
豊
か
な
商
家
の
旦
那
衆
は
、

数
々
の
美
術
品
を
収
集
し
、
日
々
の
暮
ら
し

に
彩
を
与
え
ま
し
た
。
季
節
に
合
わ
せ
た
掛

け
軸
を
床
の
間
に
掛
け
、
年
中
行
事
や
冠
婚

葬
祭
な
ど
の
折
に
は
屏
風
を
飾
り
ま
し
た
。

絵
師
た
ち
は
初
節
句
を
祝
う
た
め
の
雛
人
形

足立区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

区立郷土博物館での文化遺産調査の様子。区内には地域の生活に
密着した資料が多く残されていることが明らかになった

谷文晁「西蛮画獣譜写」 鈴木其一「歌仙図」 酒井抱一「光琳百図」

2

あ
り
ま
す
。

続
々
と
発
見
さ
れ
る
美
術
資
料

　
歌
川
広
重
や
葛
飾
北
斎
の
作
品
を
は
じ
め

１
３
０
０
点
も
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

誇
る
郷
土
博
物
館
は
、
平
成
21
年
、
江
戸
時

代
か
ら
昭
和
ま
で
の
「
江
戸
東
京
の
東
郊
」

を
テ
ー
マ
に
、
足
立
区
の
発
展
の
歴
史
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
場
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　「
千
住
の
琳
派
展
」
や
「
大
千
住
展
」
と

い
っ
た
千
住
に
伝
わ
る
歴
史
美
術
資
料
を
紹

介
す
る
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、「
う
ち

に
も
同
じ
よ
う
な
資
料
が
あ
る
」
と
い
う
情

報
が
区
内
各
地
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
四
方
を
川
に
囲
ま
れ
、
区
立
公
園
の
面
積

は
23
区
最
大
と
い
う
水
と
み
ど
り
豊
か
な
足

立
区
。
江
戸
時
代
に
は
、
川
に
は
舟
が
浮
か

び
、
千
住
を
中
心
に
人
々
が
行
き
交
い
、
大

変
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
千
住
は
松
尾
芭
蕉
「
奥
の
細
道
」
の
旅
立

ち
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、
古
く
か
ら
俳
諧

の
文
化
が
根
付
い
た
土
地
で
し
た
。
俳
諧
は

広
い
階
層
の
人
々
の
間
で
親
し
ま
れ
、
足
立

の
人
と
江
戸
の
文
人
や
絵
師
た
ち
と
の
交
流

も
深
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
数
年
足
立
区
で
は
、
そ
う
し
た
絵
師

た
ち
に
よ
る
美
術
品
の
数
々
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
精
神
的
に
豊
か
な
文
化
・
暮
ら
し

ぶ
り
は
、
江
戸
時
代
で
終
わ
ら
ず
昭
和
に
ま

で
続
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

江
戸
時
代
か
ら
交
通
の
要
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
千
住
を
中
心
に
、

足
立
の
人
々
と
絵
師
た
ち
の
間
に
は
親
し
い
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
足
立
の
人
々
は
生
活
の
中
に
美
術
作
品
を
取
り
入
れ
、

教
養
豊
か
な
文
化
的
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
春
、
郷
土
博
物
館
に
当
時
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

足
立
は
美
術
品
の
宝
庫
だ
っ
た

足
立
は
美
と
知
性
の
宝
庫
だ
っ
た

　
　〜
文
人
た
ち
が
集
い 

作
品
を
残
し
た
ま
ち
〜

広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

足立区

郷土博物館では、
古くて新しい足立区の魅力を

知ることができる！

館内には、昔懐かしいおもちゃや生活道具類の展示もあ
る。実際に手で触れることができ、子どもたちよりもむ
しろ大人のほうが夢中になっている姿も見かけられる

舩津文渕「猛虎図」より
19

港

区

北

区

大

田

区

豊

島

区

足

立

区

新

宿

区

荒

川

区

世
田
谷
区

板

橋

区

葛

飾

区

渋

谷

区

練

馬

区



5

し
続
け
る
た
め
に
、地
域
や
企
業
の
枠
組
み
を

超
え
て
平
成
26
年
４
月
に『
一
般
社
団
法
人
新

宿
観
光
振
興
協
会（
以
下
、「
協
会
」と
い
う
。）』

を
創
設
し
、官
民
が
一
体
と
な
っ
て
取
組
ん
で

い
ま
す
。協
会
で
は
、観
光
客
や
来
街
者
に
向

け
て
、新
宿
区
内
を「
新
宿
駅
周
辺
」「
四
谷
」

「
高
田
馬
場・早
稲
田・大
久
保
」「
落
合
」「
神
楽

坂
」の
５
つ
の
エ
リ
ア
に
わ
け
た
マ
ッ
プ
入
り
の

観
光
情
報
誌「
新
宿Plus

」を
年
２
回
発
行
し
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や
グ
ル
メ
、文
化
施
設
な
ど
、

地
域
の
魅
力
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

海
外
向
け
に
は
、「
新
宿
エ
ク
ス
プ
ロ
ー
ラ
ー
」

を
英
語
、中
国
語（
繁
体・簡
体
）、韓
国
語
、タ

イ
語
で
作
成
し
、ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
海
外

の
旅
行
代
理
店
で
配
布
す
る
な
ど
、観
光
客
の

視
点
に
立
っ
た
情
報
提
供
も
行
っ
て
い
ま
す
。

多
く
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
持
つ
新
宿
区

　
新
宿
は
、
乗
降
客
数
世
界
一
の
巨
大
タ
ー

ミ
ナ
ル
新
宿
駅
を
持
ち
、
百
貨
店
や
ブ
ラ
ン

ド
シ
ョ
ッ
プ
が
集
積
す
る
ほ
か
、
世
界
有
数

の
繁
華
街
で
あ
る
歌
舞
伎
町
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
、
江
戸
の
風
情
を
残
す
神
楽
坂
や
、

多
国
籍
の
文
化
が
共
生
し
て
い
る
大
久
保
な

ど
、
地
域
ご
と
に
違
う
特
徴
が
あ
り
、
多
様

な
顔
を
持
つ
魅
力
的
な
ま
ち
で
す
。ま
た
、文

人
・
画
家
が
多
彩
な
活
動
を
行
っ
た
ま
ち
で

も
あ
り
、有
形
・
無
形
の
文
化
財
や
、地
場
に

息
づ
く
染
色・印
刷
産
業
な
ど
、豊
か
な
土
地

の
記
憶
・
ま
ち
の
記
憶
に
彩
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
新
宿
の
魅
力
を
一
層
高
め
、創
造

性
に
あ
ふ
れ
た
ま
ち
と
し
て
持
続
的
に
発
展

広報担当おすすめスポット

“わたしのまち” 新宿区

新
宿
区
は
繁
華
街
か
ら
住
宅
街
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
ま
ち
の
姿
が
区
内
に
点
在
し
、

多
く
の
人
が
住
み
集
う
ま
ち
で
す
。

そ
し
て
、
ま
ち
の
観
光
に
ま
つ
わ
る
情
報
発
信
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
創
出
を

行
っ
て
い
る
の
が
一
般
社
団
法
人
新
宿
観
光
振
興
協
会
で
す
。

今
回
は
お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト
と
と
も
に
、
新
宿
観
光
振
興
協
会
の
取
組
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

に
ぎ
わ
い
都
市
・
新
宿
の
創
造
へ
の
取
組

　
　〜
多
彩
で
個
性
的
な
顔
を
持
ち
、新
し
い
こ
と
を
創
出
す
る
ま
ち
〜

新
宿
を
知
る
な
ら「
新
宿
観
光
振
興
協
会
」

新宿区には多様な顔を持つ魅力的な場所が多い。左上：夜の
新宿大ガード（新宿）　右上：外堀の桜（四谷）　左下：「染の
小道」（落合）の様子　右下：夜の新大久保の様子（大久保）
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の
絵
師
、
谷た

に

文ぶ
ん

晁ち
ょ
う

の
弟
子
で
す
。
江
戸
琳

派
の
祖
で
あ
る
酒さ

か

井い

抱ほ
う

一い
つ

の
弟
子
、
鈴す

ず

木き

其き

一い
つ

と
も
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
発
見
さ
れ
た

中
に
は
美
術
史
上
貴
重
な
も
の
も
多
く
、
酒

井
抱
一
の「
光
琳
百
図
」は
、
１
８
１
５
年
に

尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

の
百
回
忌
に
際
し
て
酒
井
抱
一
が

編
纂
し
た
光
琳
の
画
集
で
す
。
何
点
か
現
存

し
て
い
ま
す
が
、抱
一
の
朱
文
、押
印
が
あ
る

貴
重
な
資
料
で
す
。

　
ま
た
、「
西さ

い

蛮ば
ん

画が

獣じ
ゅ
う

譜ふ

写う
つ
し

」は
、
文
渕
の
師

匠
、谷
文
晁
が
医
学
者
ヨ
ン
ス
ト
ン
が
描
い
た

動
物
図
鑑
を
写
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
３
月
13
日
か
ら
５
月
22
日
ま
で
開
催
さ
れ

を
描
い
た
作
品
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

絵
師 

舩
津
文
渕

　
郷
土
博
物
館
に
よ
る
文
化
遺
産
調
査
の
結

果
、
千
住
か
ら
離
れ
た
農
村
地
帯
で
も
、
江

戸
文
化
と
の
交
流
を
示
す
資
料
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
江
戸
後
期
沼
田
村（
足
立
区
江
北
）の
名な

主ぬ
し

で
自
身
も
絵
師
で
あ
っ
た
舩ふ

な

津つ

文ぶ
ん

渕え
ん

が
所
蔵

し
て
い
た
絵
や
版
本
な
ど
１
０
０
点
以
上
を

同
家
の
子
孫
が
保
管
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
文
渕
は
江
戸
時
代

る
「
文
化
遺
産
調
査
特
別
展
　
美
と
知
性
の

宝
庫
　
足
立
」
で
は
、
こ
の
文
渕
の
資
料
を

中
心
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
数
々
の
美
術
資
料
は
絵
師
ゆ
か
り
の
家
か

ら
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
日
記

や
注
文
簿
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の

絵
師
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
絵
師
と
足
立
の
人
々

と
の
強
い
結
び
付
き
な
ど
が
推
察
で
き

ま
す
。
展
示
さ
れ
る
作
品
か
ら
は
、
毎

日
の
暮
ら
し
の
中
で
美
に
親
し
む
当
時

の
人
々
の
、
教
養
豊
か
な
様
子
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
芸
術
の
香
り

高
い
、
活
気
あ
ふ
れ
る
当
時
の
足
立
の

暮
ら
し
に
思
い
を
馳
せ
、
郷
土
博
物
館
で
豊

か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

足立区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

見て楽しい遊んで楽しい、会話が弾む

郷土博物館の人気常設展示

昔の家を再現

高度成長期に多く建てられた平屋建ての１軒２世帯の棟
割長屋。昭和35年に建てられてから築４年後の夏の日
の夕方５時ころ、両親と小学生の子ども２人の家庭をイ
メージして作ったとのこと。まるで、「ご飯できたわよ
～」とお母さんが子どもを呼ぶ声が聞こえてきそう。

木造都営住宅の復元模型

四季折々の草花が楽しめる

隣接する東渕江庭園は故　小形研三
氏が設計した野趣あふれる回遊式日
本庭園。梅、桜、藤棚など季節の変
化に癒されます。

東渕江庭園

かつての足立区では米や野菜が作られ、江戸東
京の人々の食を支えていた。東郊の農村には堆
肥をつくるための草を採る森などがなく、代わ
りに肥料として都市から出される下肥を豊富に
使うことができた。このため、当時の足立は平
坦な耕地が一面に広がる風景だった。当時を知
る人にとっては懐かしい展示かも!?

昭和40年代頃まではあちこちで見られた

肥
こえ

溜
だ

めの原寸復元

今年11月で開館30年を迎える

足立区大谷田5-20-1　［交通］JR亀有駅
北口より東武バス「足立郷土博物館」下
車徒歩１分、「東淵江庭園」下車徒歩４
分、JR・東京メトロ千代田線綾瀬駅西
口より東武バス「東淵江庭園」下車徒歩
４分、駐車場有り　［休館日］月曜日
（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末
年始　［開館時間］９：00～17：00
（入館は16：30まで）　［入館料］一般
200円（高校生以上）※70歳以上は無料

足立区立郷土博物館

お化け煙突

千住火力発電所
１/200復元模型
大正15年～昭和39年、足立区にそびえていた千住火力
発電所の四本煙突。見る角度によって本数が違って見え
ることから「お化け煙突」と呼ばれ、東京タワーがで
きるまでは都内で１番の高さともいわれていた。東京
電力に博物館の職員が通い、調査し正確に再現して
ある。

３月13日から５月22日
まで開催される、文化遺
産調査の成果による舩津
家所蔵の美術資料展。書
画をたしなみ生活に取り
入れていた教養人が多数
足立に居住し、江戸の絵
師を含めて互いに交流し
ていた当時の様子を知る
ことができる。期間中は
常設展示は行わず、全館
を通して展示される
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