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二
〇
二
一
年
一
月
二
三
日
か
ら
二
月
二
八
日
ま
で
、
美
術
分
野
企
画
展

「
池
袋
へ
の
道
」
に
あ
わ
せ
、
常
設
展
示
室
の
大
ケ
ー
ス
内
で
文
学
・
マ
ン
ガ

分
野
の
収
蔵
資
料
展
示
「
収
蔵
資
料
あ
れ
こ
れ
―
文
学
者
×
池
袋
編
―
」
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
は
池
袋
に
集つ
ど

っ
た
探
偵
作
家
た
ち
を
テ
ー
マ
に
、
江え

戸ど

川が
わ

乱ら
ん

歩ぽ

、
大お
お

下し
た

宇う

陀だ

児る

、
飛あ

す
か鳥

高た
か
しを

と
り
あ
げ
ま
し
た
。
乱
歩
が
作
家
に
な
る
前
に
職
を
転
々

と
し
て
い
た
時
、
活
弁
士
を
目
指
し
た
話
を
書
い
た
随
筆
「
活か
つ

弁べ
ん

志し

願が
ん

記き

」や
宇

陀
児
が
晩
年
池
袋
を
離
れ
る
時
に
、
家
の
思
い
出
と
ま
ち
の
移
り
変
わ
り
を
書

い
た
随
筆
「
草そ
う

木も
く

傷し
ょ
う

心し
ん

賦ふ

」
の
自
筆
原
稿
を
展
示
し
ま
し
た
。
ま
た
松
野
一
夫

《
江
戸
川
乱
歩
肖
像
画
》、『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』（
平
凡
社
、
一
九
三
一
・
一
九

三
二
）
や
ポ
プ
ラ
社
版
少
年
探
偵
団
シ
リ
ー
ズ
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家

の
著
書
な
ど
、
普
段
は
な
か
な
か
展
示
す
る
機
会
が
な
い
資
料
を
ご
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

豊
島
区
で
は
、
多
く
の
作
家
や
文
化
人
が
暮
ら
し
、
集
い
、
創
作
活
動
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。「
あ
れ
こ
れ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
豊
島
区
と
い
う
地

域
が
内な
い

包ほ
う

す
る
幅
の
広
さ
を
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
付
け

ま
し
た
。
地
域
に
焦
点
を
あ
て
て
作
品
や
作
家
の
生
活
、
作
家
同
士
の
関
係
性

に
注
目
し
て
み
る
と
、
新
た
に
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
作
家
の
目
を

通
す
と
見
慣
れ
た
景
色
も
違
っ
て
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
後
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
収
蔵
資
料
を
公
開
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

�

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

西
方
ゆ
り
恵
）

展
示
報
告

展示風景
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企
画
展
「
池
袋
へ
の
道
―
―
近
世
の
歴
史
資

料
、
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
、
森
山
大
道
」
で
の

メ
イ
ン
ビ
ジ
ュ
ア
ル
と
な
っ
た
写
真
（
図
１
）
は

池
袋
に
活
動
の
拠
点
を
置
く
写
真
家
・
森
山
大

道
の
近
作
で
す
。
ひ
ら
け
た
空
の
下
、
髪
の
毛

や
ス
カ
ー
ト
に
風
を
受
け
な
が
ら
、
ひ
と
り
前

に
歩
を
進
め
る
女
性
の
後
ろ
姿
は
、
フ
レ
ー
ム

の
中
で
凛
と
し
た
力
強
さ
を
発
し
て
い
ま
す
。
写

り
込
む
人
々
は
軽
装
で
、
ど
う
や
ら
季
節
は
夏

の
よ
う
で
す
。
強
い
西
日
が
影
を
長
く
し
て
い

ま
す
。
画
面
の
左
手
に
はPʼPA

RCO

の
サ
イ
ン
、

無
数
に
延
び
る
架
線
、
画
面
中
央
部
に
あ
る
駐

車
場
の
看
板
の
奥
に
は
ダ
イ
ヤ
ゲ
ー
ト
池
袋
が

そ
の
頭
を
見
せ
て
い
ま
す
。
撮
影
地
点
は
池
袋

駅
北
口
を
線
路
沿
い
に
少
し
北
上
し
た
東
京
都

道
四
四
一
号
池
袋
谷や

原は
ら

線
の
路
上
で
、ウ
イ
ロ
ー

ド
の
近
く
で
す
。

池
袋
駅
北
口
の
風
景
と
い
え
ば
、
鶴
田
吾
郎

に
よ
る
北
か
ら
南
の
方
角
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ

（
図
２
）
が
企
画
展
に
並
び
ま
し
た
。
図
１
よ
り

少
し
北
口
に
近
づ
い
た
構
図
の
、
沿
道
や
架
線

に
も
雪
が
積
も
る
真
冬
の
景
色
で
す
。
右
手
に

は
一
九
五
〇
年
に
開
業
し
た
東
横
百
貨
店
（
現

在
は
撤
退
）
が
、
左
手
に
は
東
武
東
上
線
池
袋

駅
の
ホ
ー
ム
の
先
端
が
あ
り
ま
す
。
雑
司
ヶ
谷

隧ず
い

道ど
う

を
歩
く
人
々
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
雑

司
ヶ
谷
隧
道
と
は
ウ
イ
ロ
ー
ド
と
呼
称
が
変
更

さ
れ
る
前
の
名
称
で
す
。
隧
道
の
一
番
手
前
に

い
る
人
物
は
荷
物
を
手
に
提
げ
子
供
を
背
負
い
、

東
側
か
ら
西
側
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ス
ケ
ッ
チ
右
下
の
サ
イ
ン
に
よ
る
と
一
九
五
六

年
、
お
よ
そ
六
五
年
前
の
作
品
で
す
。
こ
の
ス

ケ
ッ
チ
を
見
て
み
る
と
、
建
物
の
様
相
は
現
在

と
比
べ
れ
ば
だ
い
ぶ
変
化
し
て
い
ま
す
が
、
北

口
の
こ
の
辺
り
の
道
な
り
は
、
ほ
と
ん
ど
当
時

の
ま
ま
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
雑
司
ヶ
谷

隧
道
は
『
豊
島
区
史
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
五

年
か
ら
の
存
在
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
一
九
八

六
年
に
改
修
の
記
録
が
あ
る
以
外
は
工
事
の
記

録
が
な
く
、
も
し
か
し
た
ら
建
設
当
初
か
ら
隧

道
も
同
じ
場
所
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
つ
て
作
家
が
眺
め
た
よ
う
に
、
人
の
往
来

と
街
へ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
作
家
の
姿
へ

と
、
変
わ
ら
ぬ
道
な
り
の
上
で
思
い
を
馳
せ
て

み
る
。
作
品
の
生
ま
れ
た
土
地
で
、
そ
の
作
品

を
思
い
返
す
。
史
実
に
基
づ
い
た
検
証
結
果
を

傍
ら
に
美
術
作
品
に
向
き
あ
う
の
も
ひ
と
つ
の

楽
し
み
方
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

今
回
の
展
示
で
、
森
山
大
道
の
「
豊
島
区
を

撮
っ
た
」
写
真
を
選
ぶ
作
業
で
は
、
写
さ
れ
た

場
所
の
検
証
が
軸
と
な
り
ま
し
た
。
三
千
枚
以

上
の
作
品
の
中
か
ら
、
一
枚
一
枚
、
街
の
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
を
手
掛
か
り
に
豊
島
区
内
だ
と
わ
か

る
シ
ョ
ッ
ト
を
探
し
出
し
、
そ
の
中
か
ら
一
四

八
点
を
選
抜
し
て
い
ま
す
。
特
徴
的
な
建
物
の

造
形
、
道
の
角
度
、
商
業
施
設
の
看
板
な
ど
、
す

ぐ
に
被
写
体
を
特
定
で
き
る
写
真
も
あ
れ
ば
、

写
真
を
拡
大
し
て
や
っ
と
見
え
る
チ
ェ
ー
ン
店

の
看
板
、
歩
道
の
タ
イ
ル
の
模
様
や
街
灯
の
デ

ザ
イ
ン
が
判
断
の
決
め
手
に
な
る
な
ど
、
一
見

し
た
だ
け
で
は
そ
こ
が
豊
島
区
の
ど
の
場
所
か

は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
写
真
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
展
示
し
た
森
山
大
道
の
作
品
は
、
検
証
の

結
果
、
す
べ
て
豊
島
の
土
地
で
撮
ら
れ
た
作
品

な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
、
調
査
の

つ
い
た
ロ
ケ
地
に
つ
い
て
は
僭せ
ん

越え
つ

な
が
ら
「
池

袋
へ
の
道
」
展
の
図
録
に
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
マ
ッ

プ
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
マ
ッ
ピ
ン
グ
に

よ
っ
て
森
山
の
関
心
が
ど
の
地
域
に
あ
る
の
か

が
一
目
瞭
然
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ロ
ケ
地
巡
り

を
す
る
際
に
は
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
け
ま

す
と
幸
い
で
す
。
作
家
の
目
と
足
取
り
を
辿
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。�

�

（
美
術　

堀
口�

麗
）
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図
1
　�

森
山
大
道
『
記
録
』
43
号
よ
り
　
二
〇
二
〇
年
　
イ

ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
　
一
般
財
団
法
人
森
山
大

道
写
真
財
団
蔵

図
2
　�

鶴
田
吾
郎
《
雪
の
池
袋
》
一
九
五
六
年
　
コ
ン
テ
、

紙
　
豊
島
区
蔵

森
山
大
道
と
鶴
田
吾
郎 

池
袋
へ
の
道
展
か
ら
―
池
袋
駅
北
口
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
作
品
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郷
土
資
料
館
収
蔵
資
料
展
「
豊
島
区
を
走
る

都
電
」
で
は
、
豊
島
区
内
を
か
つ
て
走
っ
て
い

た
王お
う

子じ

電で
ん

気き

軌き

道ど
う

、
東
京
市
電
、
都
電
、
そ
し

て
現
在
も
運
行
を
続
け
て
い
る
都
電
荒
川
線

（
愛
称
：
東
京
さ
く
ら
ト
ラ
ム
）
を
取
り
上
げ
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
二

〇
年
一
〇
月
二
日
か
ら
二
〇
二
一
年
一
月
一
〇

日
の
会
期
中
に
は
六
〇
〇
〇
名
を
超
え
る
方
々

に
ご
来
館
頂
き
ま
し
た
。
ご
来
館
頂
い
た
皆
様

か
ら
は
、「
写
真
に
写
っ
て
い
る
系
統
の
都
電
を

実
際
に
通
勤
で
利
用
し
て
い
た
」「
乗
っ
て
い
た

ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の
ポ
ー
ル
が
架
線
か
ら
外
れ
て
、

復
旧
す
る
ま
で
車
内
で
待
っ
て
い
た
」
な
ど
、
当

時
の
貴
重
な
お
話
を
お
伺
い
す
る
こ
と
も
で
き

ま
し
た
。
来
館
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
都
電
だ

け
で
は
な
く
、
地
下
鉄
や
都
バ
ス
に
つ
い
て
も

取
り
上
げ
て
ほ
し
い
」「
西
武
池
袋
線
や
東
武
東

上
線
に
つ
い
て
も
展
示
を
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
、

豊
島
区
に
お
け
る
交
通
機
関
の
歴
史
に
つ
い
て

興
味
の
あ
る
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

収
蔵
資
料
展
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
施
し

た
、「
は
ん
こ
ペ
タ
ペ
タ
！
パ
ス
ケ
ー
ス
用
カ
ー

ド
を
作
ろ
う
」
と
収
蔵
資
料
展
記
念
講
演
会

「
と
し
ま
の
交
通
史
」
も
、
多
く
の
方
々
に
お
越

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
は
ん
こ
ペ
タ
ペ
タ
！
」
は
、
定
期
的
に
郷
土

資
料
館
で
実
施
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
で
、
季
節

に
沿
っ
た
テ
ー
マ
の
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
を
当
館

職
員
が
作
製
し
、
来
館
者
の
皆
様
に
う
ち
わ
や

お
年
玉
を
い
れ
る
ポ
チ
袋
な
ど
に
捺お

し
て
頂
く

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

今
回
は
都
電
荒
川
線
で
運
用
さ
れ
て
い
る
都

電
九
〇
〇
〇
形
と
都
電
八
八
〇
〇
形
に
加
え
、

現
在
は
改
修
さ
れ
て
都
電
七
七
〇
〇
形
と
な
っ

た
七
〇
〇
〇
形
の
三
種
類
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
を
作
製
し
、
来
館
者
の
皆
様

に
捺
し
て
頂
き
ま
し
た
。

収
蔵
資
料
展
記
念
講
演
会
「
と
し
ま
の
交
通

史
」（
講
師
・
伊い

藤と
う

暢の
ぶ

直た
だ

学
芸
員
）
は
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
元
々
は
定
員
六

〇
名
の
と
こ
ろ
、
参
加
者
間
の
距
離
を
保
つ
た

め
、
通
常
の
半
分
の
定
員
三
〇
名
で
実
施
し
ま

し
た
。
講
演
会
で
は
、
山
手
線
の
歴
史
と
池
袋

駅
の
誕
生
を
は
じ
め
、
王
子
電
気
軌
道
や
東
京

市
電
の
敷ふ

設せ
つ

、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の
開
通
ま
で
お

話
し
さ
れ
ま
し
た
。
講
演
会
冒
頭
で
は
昨
年
末

に
発
見
さ
れ
た
高た
か

輪な
わ

築ち
く

堤て
い

の
写
真
を
は
じ
め
、

貴
重
な
資
料
や
写
真
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

＊
＊
＊

収
蔵
資
料
展
「
豊
島
区
を
走
る
都
電
」
よ
り
、

豊
島
区
公
式
T
w
i
t
t
e
r
に
よ
る
広
報
活
動

を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
従
来
の
広
報
活
動
は

豊
島
区
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
『
広
報
と
し
ま
』、

当
館
刊
行
物
『
か
た
り
べ
』
な
ど
で
実
施
し
て

い
ま
し
た
が
、
よ
り
幅
広
い
地
域
や
年
齢
層
の

方
々
に
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。
鈴
木
信
太
郎
記
念
館
で
は
、
以
前
よ

り
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
配
信
し
て
い
ま
す
が
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
広
報
活
動
は
郷
土
資
料
館
で
は

初
め
て
の
試
み
と
な
り
ま
す
。

今
後
、
豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
独
自
の

T
w
i
t
t
e
r
ア
カ
ウ
ン
ト
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
立
ち
上
げ
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
企
画
展
示

や
イ
ベ
ン
ト
、
刊
行
物
の
情
報
に
つ
い
て
さ
ら

に
発
信
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

�

（
郷
土　

水
吉
雄
人
）

都電１７系統展示コーナー

はんこペタペタ！の様子と都電をモチーフにした消しゴムはんこ

収蔵資料展記念講演会の様子(講師：伊藤 暢直学芸員)

入
館
料
無
料

報報  

告告
報報  

告告
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豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
は
数
多
く
の
農
具
を

所
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
は
昭
和
五
九

（
一
九
八
四
）年
に
郷
土
資
料
館
が
開
館
し
た
当

初
に
区
民
の
方
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の

で
す
が
、
今
の
豊
島
区
と
農
業
は
少
し
結
び
つ

か
な
い
気
が
し
ま
す
。
い
つ
頃
ま
で
、
ど
の
よ

う
に
農
業
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

図
１
は
明
治
二
一
・
二
二
（
一
八
八
八
・
一

八
八
九
）
年
の
民
有
地
の
地
目
構
成
で
す
。
面

積
・
割
合
と
も
に
畑
地
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

が
見
て
と
れ
ま
す
。
比
較
的
畑
地
率
の
低
い
高

田
村
で
も
約
五
〇
％
、
雑
司
が
谷
村
、
新
田
堀

之
内
村
、
巣
鴨
村
、
長
崎
村
で
は
七
〇
％
以
上

が
畑
地
で
す
。
水
田
よ
り
も
畑
地
が
多
い
、
畑

作
地
帯
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。（
１
）

次
に
ど
の
よ
う
な
作
物
が
植
付
け
ら
れ
て
い

た
の
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
表
１
は
時
代
は

下
っ
て
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
・
二
五
（
一
九

五
〇
）
年
の
作
付
け
面
積
の
多
い
作
物
を
並
べ

た
も
の
で
す
。
大
麦
・
小
麦
が
多
く
、
昭
和
九

年
の
耕
地
面
積
（
五
一
七
六
畝せ

）
の
四
〇
％
以
上
、

昭
和
二
五
年
（
九
二
七
畝
）
で
は
六
〇
％
以
上
を

占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
稲
作
も
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
陸
お
か
ぼ
／
り
く
と
う
稲
が
水す
い

稲と
う
の
昭
和
九
年
は
一
〇
倍
以

上
、
昭
和
二
五
年
は
水
稲
面
積
五
畝
の
四
〇
倍

以
上
作
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
す
。（
２
）

昭
和
二
五
年
の
作
付
け
品
目
を
同
じ
東
京
都

で
も
豊
島
区
を
含
む
西
郊
地
区
と
は
対
象
的
な

東
郊
地
区
の
江
戸
川
区
と
比
較
し
た
の
が
図
２
で

す
。
水
稲
や
れ
ん
こ
ん
な
ど
水
田
の
作
付
け
面
積

の
割
合
が
大
き
い
低
地
の
江
戸
川
区
に
対
し
て
、

大
麦
・
小
麦
・
陸
稲
な
ど
の
畑
で
の
穀
物
栽
培
が

多
い
豊
島
区
の
特
徴
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。（
２
）

し
か
し
、
時
代
と
共
に
耕
地
面
積
は
減
少
し

て
い
き
ま
す
（
図
３
）。
特
に
第
二
次
世
界
大
戦

を
挟
ん
だ
昭
和
九
年
か
ら
昭
和
二
五
年
で
は
、

三
八
〇
九
畝
か
ら
九
二
七
畝
と
三
分
の
一
以
下

に
な
っ
て
い
ま
す
。（
３
）

農
業
従
事
世
帯
数
も
急
激
に
減
少
し
、
昭
和

三
〇
年
代
に
は
一
桁
に
な
り
、
豊
島
区
に
お
け

る
農
業
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
す
（
表

２
）�（
４
）��
（
郷
土　

森
田
聖
子
）

※�

面
積
の
単
位
は
出
典
に
準
拠
し
て
い
ま
す
。
一
畝

は
約
九
九
㎡　

一
反
は
約
九
九
〇
㎡

【
参
考
文
献
】

（
１
）豊
島
区
一
九
八
三
年『
豊
島
区
史
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史
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史
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総
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農
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統
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）前
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２
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３
）／
東
京
都
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務

局
統
計
部『
東
京
都
農
業
経
営
基
本
調
査
報
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一
九
六
五
年
中
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農
業
セ
ン
サ
ス
報
告
』

畑
の
広
が
る
農
村
風
景

畑
の
広
が
る
農
村
風
景
　
―
豊
島
区
と
農
業
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図1　明治2１、22年の民有地の地目構成（反）
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図3　耕地面積の変遷（畝）

昭和9年 昭和25年 昭和37年 昭和40年

124 60 6 4

表2　農業従事世帯数（戸）

順
位

昭和9年 昭和25年

農作物 面積（畝） 農作物 面積（畝）

1 大麦 1199 大麦 339

2 小麦 1078 小麦 228

3 なす 507 陸稲 210
4 陸稲 469 サツマイモ 136
5 きゅうり 453 大根 133
6 大根 417 なす 100
7 サツマイモ 271 ジャガイモ 83
8 かぼちゃ 233 サトイモ 73
9 ジャガイモ 229 かぼちゃ 72
10 キビ 169 きゅうり 33
11 カブ 128 キビ 32
12 サトイモ 102 ごぼう 30
13 水稲 44 トマト 26

表1　農作物作付け面積
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■
豊
島
区
の
特
産
物

以
前
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
、
豊
島
区
の
特
産
物

と
し
て
「
駒
込
茄な

子す

」（
94
号
）、「
東
京
山
茄

子
」（
96
号
）、「
雑
司
ヶ
谷
南か
ぼ

瓜ち
ゃ

」（
97
号
）、「
巣

鴨
小こ

蕪か
ぶ

」（
98
号
）、「
大
根
」（
99
号
・
101
号
）

の
野
菜
を
紹
介
し
ま
し
た
。

■
種
子
屋
と
榎
本
家
文
書

豊
島
区
域
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
前
期

に
か
け
て
、
多
く
の
野
菜
が
栽
培
さ
れ
ま
し
た
が
、

優
良
品
種
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
が
、
種し
ゅ

苗び
ょ
う

業

者
（
種
子
屋
）
で
し
た
。
そ
の
一
軒
、
幕
末
か
ら

巣
鴨
庚こ
う

申し
ん

塚づ
か

の
中
山
道
沿
い
で
種
子
問
屋
を
営

ん
で
き
た
榎
本
留
吉
商
店
（
東
京
種
苗
）
よ
り
、

一
九
九
一
年
蔵
の
解
体
に
伴
い
約
七
万
点
の
資

料
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
（
榎
本
泰た
い

吉き
ち

家
文

書
）。
そ
の
整
理
と
調
査
の
過
程
で
、
区
内
の
特

産
物
の
特
徴
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、
昨
秋
、
豊
島
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
講
座
「
豊
島

区
域
の
特
産
物
」
の
準
備
で
、
榎
本
家
文
書
を

改
め
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
雑
司
が
谷
地
域
特
産
の

茄
子
と
南
瓜
の
写
真
を
発
見
し
ま
し
た
。

■
色
つ
や
抜
群
！
東
京
山
茄
子

茄
子
栽
培
は
、
明
治
初
期
か
ら
区
内
全
域
で

盛
ん
に
行
わ
れ
、「
東
京
山
茄
子
の
本
場
地
」
と

し
て
、そ
の
品
質
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た（『
東

京
附
近
本
場
作
付
蔬そ

菜さ
い
の
栽
培
』
明
治
四
五
年
）。

『
種
苗
世
界
』
第
一
号（
昭
和
七
年
）に
は
、「
山

茄
は
産
地
で
あ
っ
た
池
袋
、
雑
司
ヶ
谷
、
滝
野
川
、

板
橋
、
長
崎
方
面
を
山
の
手
と
称
し
た
所
か
ら

「
山
の
手
茄
子
」
の
意
味
か
ら
出
た
名
称
で
あ
っ

て
、
煮
茄
子
又
は
漬
茄
子
と
し
て
美
味
で
あ
る
為た

め
、
夏
季
に
於
け
る
東
京
の
需
用
は
頗す
こ
ぶる
多
」
く
、

「
大
き
さ
は
中
位
で
、
形
状
は
長
円
形
を
な
し
、
果

皮
は
薄
く
紫
黒
色
を
し
た
茄
子
ら
し
い
、
美
形
で

あ
り
ま
す
。
果
肉
は
稍や
や

緊し
ま

り
あ
っ
て
味
が
よ
ろ
し

い
。」
と
そ
の
特
長
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
は
中な
か

生て

山
茄
子
が
実
っ
て
い
る
珍
し
い
写

真
で
す
。「
草
性
に
強
く
形
は
卵
円
中
長
に
て
、

色
は
良
好
な
豊
産
種
に
し
て
市
場
向
と
し
て
も

自
家
用
向
と
し
て
も
共
に
品
種
は
最
上
級
の
山

茄
子
で
す
。」
と
あ
り
ま
す
。
白
黒
写
真
な
の
が

残
念
で
す
が
、
姿
・
色
つ
や
と
も
抜
群
で
、
見

る
か
ら
に
美
味
し
そ
う
な
茄
子
で
す
。

■
人
気
の
二
品
種
の
南
瓜

南
瓜
は
唐と
う

茄
子
と
も
呼
ば
れ
、
明
治
三
〇
年

代
に
は
高
田
村
（
雑
司
ヶ
谷
）
が
北
豊
島
郡
で

有
数
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

高
田
村
の
篤と
く

農の
う

家か

で
種
苗
業
も
営
ん
で
い
た

鏑か
ぶ
ら木ぎ

家
に
は
、「
御
当
地
名
産
の
菊き

く

座ざ

南
瓜
」

「
名
産
内
藤
南
瓜
ノ
純
系
採
種
」
の
種
子
の
ほ
か
、

「
雑
司
ヶ
谷
黒く
ろ

皮か
わ

南
瓜
」
の
注
文
が
全
国
各
地
か

ら
来
て
お
り
、
新
宿
の
内
藤
邸
発
祥
の
内
藤（
菊

座
）
南
瓜
と
、
板
橋
付
近
の
原
産
と
さ
れ
る
早わ

生せ

種
の
黒
皮
南
瓜
の
二
品
種
が
栽
培
さ
れ
、
と

も
に
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

②
は
左
が
大
菊
座
南
瓜
で
「
大
型
扁へ
ん

円え
ん

形け
い

種

で
上
か
ら
見
る
と
大
き
い
菊
の
花
の
様
に
見
事
で

す
。
外
皮
頗
る
な
め
ら
か
で
肉
厚
く
甘
み
に
富
み

栽
培
容
易
で
す
。」
と
あ
り
ま
す
。
右
は
「
黒
皮

雑
司
ヶ
谷
南
瓜
」
で
、「
東
京
雑
司
ヶ
谷
附
近
を

本
場
と
す
る
早
生
種
。
小
型
で
腰
高
く
外
皮
に

大
縮ち
ぢ

み
が
あ
り
肉
厚
く
よ
く
し
ま
り
風
味

最
も
宜よ
ろ
しく
外
皮
黒
く
。
開
花
後
三
四
週
間

で
既す
で

に
食
生
に
し
て
美
味
な
る
が
故
に
早

春
栽
培
に
適
し
営
利
的
栽
培
と
し
て
本
種

は
第
一
で
す
。」と
の
宣
伝
文
句
が
あ
り
、
外

見
に
よ
ら
ず
、
美
味
で
市
場
価
値
が
高
い

品
種
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

■
変
化
す
る
特
産
物

特
産
物
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
き
ま

す
。
姿
形
と
味
の
良
さ
に
加
え
、
病
気
に
強
く

多
産
で
あ
る
こ
と
、
栽
培
期
間
が
短
く
、
早
く

出
荷
で
き
る
な
ど
、
農
家
や
消
費
者
の
需
要
に

応
じ
た
品
種
改
良
を
行
な
う
こ
と
で
、
新
た
な

特
産
物
を
生
み
出
し
、
市
場
を
開
拓
し
て
い
っ

た
の
が
種
子
屋
で
し
た
。
榎
本
家
文
書
に
は
各

地
の
種
苗
カ
タ
ロ
グ
が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
丹
念
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
野
菜
の

品
種
の
多
様
さ
や
人
気
品
種
の
移
り
変
わ
り
を

比
較
で
き
そ
う
で
す
。

今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
郷
土　

横
山
恵
美
）

豊
島
を
さ
ぐ
る
〈

豊
島
を
さ
ぐ
る
〈2424
〉〉　 

豊
島
区
の
特
産
物（
そ
の
7
）  

茄
子
と
南
瓜
の
写
真
を
発
見
！

① 

『
カ
ネ
ト
商
報
』
一
八
九
号
、
榎
本
留
吉
商
店
、
昭
和
一
三
年
発
行

②『タキイ種苗目録』第402号、タキイ種苗㈱、昭和１３年発行
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当
館
倉
庫
の
飯は

ん

能の
う

移
転

複
合
ビ
ル
の
七
階
に
あ
る
当
館
は
、
ス
ペ
ー

ス
不
足
か
ら
、
こ
れ
ま
で
近
隣
に
あ
る
い
く
つ

か
の
施
設
を
倉
庫
と
し
て
活
用
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
旧
第
十
中
学
校
（
以
下
、
旧
十
中
）

に
は
、
昔
の
生
活
道
具
な
ど
様
々
な
収
集
資
料

を
収
蔵
し
て
い
ま
し
た
が
、
旧
十
中
跡
地
で
の

野
外
ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
計
画
に
伴
っ
て
、
飯

能
市
に
あ
る
区
有
地
へ
新
た
に
倉
庫
を
建
設
し

て
、
そ
こ
へ
収
集
資
料
を
搬
送
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
新
倉
庫
は
二
〇
二
一
年
秋
頃

に
完
成
予
定
で
す
。
当
館
で
は
、
資
料
搬
送
の

準
備
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
度
か
ら
資
料
の
棚た
な

卸お
ろ
しや
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
い
っ
た
作
業
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。

博
物
館
の
棚
卸

倉
庫
の
移
転
に
あ
た
っ
て
は
、
棚
卸
を
行
な

う
こ
と
で
現
時
点
に
お
け
る
収
蔵
状
態
を
明
ら

か
に
し
て
お
き
、
資
料
の
紛
失
や
散さ
ん

逸い
つ

と
い
っ

た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
う
し
た
作

業
に
は
、
学
芸
員
資
格
を
持
つ
者
や
、
資
格
取

得
を
目
指
す
学
生
、
あ
わ
せ
て
一
一
名
が
「
調

査
員
」
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
棚
卸
と
い
う
言
葉
は
、
決

算
等
の
た
め
に
、
商
品
在
庫
を
数
え
て
品
質
を

調
査
し
、
価
額
を
評
価
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す

が
、
寄
贈
に
よ
る
収
集
を
基
本
と
す
る
博
物
館

資
料
の
場
合
は
、
収
蔵
物
の
現
状
調
査
と
い
っ

た
意
味
合
い
で
使
う
こ
と
が
あ
り
、
当
館
で
も

そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
ま
す
。

例
え
ば
、
展
示
活
用
や
資
料
の
調
査
・
整
理

を
す
る
な
か
で
資
料
の
移
動
が
行
な
わ
れ
る
こ

と
か
ら
、
予
め
定
め
た
収
蔵
場
所
に
確
か
に
資

料
が
収
蔵
し
て
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
そ

の
際
、
資
料
状
態
の
点
検
は
特
に
重
要
で
す
。

資
料
一
点
一
点
を
直
接
見
る
こ
と
で
、
カ
ビ
の

発
生
や
資
料
の
破
損
が
な
い
か
を
確
か
め
、
資

料
に
か
か
る
余
計
な
負
担
や
保
管
上
の
問
題
を

早
期
発
見
し
、
対
策
を
講
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

貸
出
記
録
や
収
蔵
場
所
ご
と
の
資
料
点
数
と

い
っ
た
帳
簿
の
確
認
を
す
る
こ
と
だ
け
で
棚
卸

を
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

棚
卸
の
方
法

当
館
で
行
な
っ
て
い
る
棚
卸
は
、

①
資
料
そ
の
も
の
、
②
資
料
に
取
り

付
け
た
タ
グ
、
③
個
々
の
資
料
に
関

す
る
記
録
カ
ー
ド
の
三
点
が
、
間
違

い
な
く
内
容
一
致
し
て
所
定
位
置

に
納
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
資
料
全

点
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
と
②
を
見
な
が
ら
棚
卸
票
に

収
蔵
場
所
ご
と
の
資
料
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
資

料
と
は
別
に
ま
と
め
て
保
管
し
て
い
る
③
と
照

合
し
ま
す
。
な
か
に
は
こ
の
一
致
が
う
ま
く
い

か
な
い
こ
と
も
あ
り
、
推
理
・
捜
索
を
し
な
が

ら
整
理
上
の
問
題
を
解
消
し
て
い
く
こ
と
も
、

棚
卸
作
業
と
並
行
し
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
棚
卸
票
の
内
容
を
デ
ー
タ
入
力
す
る
こ
と

で
、
収
蔵
場
所
ベ
ー
ス
の
リ
ス
ト
も
作
成
し
て

い
ま
す
。
実
際
の
収
蔵
状
況
を
正
確
に
反
映
し

た
リ
ス
ト
が
一
度
完
成
す
れ
ば
、
検
索
や
記
録

修
正
を
一
つ
の
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
で
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

飯
能
に
倉
庫
を
移
転
し
て
以
降
も
、
こ
の
リ

ス
ト
デ
ー
タ
を
基
礎
に
し
て
資
料
整
理
を
行
な

い
、
ゆ
く
ゆ
く
は
豊
島
区
の
所
蔵
資
料
を
誰
で

も
検
索
で
き
る
よ
う
に
公
開
し
て
、
さ
ら
に
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

�

（
郷
土　

鄧�

君
龍
）

資料寄贈受入れの
一時休止のおしらせ

資料移転及び準備作業のため
資料寄贈の受け入れを
2022 年春頃まで、
一時休止いたします。
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・
豊島区立郷土資料館

・
東京都豊島区西池袋2-37-4
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豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

編
集
後
記

「
か
た
り
べ
」
一三
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

一
月
二
三
日
か
ら
二
月
二
八
日
ま
で
、
郷
土
資
料
館

と
東
京
芸
術
劇
場
を
会
場
に
、
美
術
企
画
展
「
池
袋

へ
の
道
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
常
設
展
示
室
で

は
、
文
学
・
マ
ン
ガ
分
野
に
よ
る
「
収
蔵
資
料
あ
れ
こ

れ
　
文
学
者
×
池
袋
編
」
を
同
時
開
催
し
ま
し
た
。

緊
急
事
態
宣
言
下
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、

池
袋
在
住
の
写
真
家
森
山
大
道
氏
の
作
品
と
区
ゆ
か

り
の
歴
史
資
料
と
美
術
作
品
が一堂
に
集
ま
っ
た
企
画

展
は
、
好
評
の
う
ち
に
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

ま
た
江
戸
川
乱
歩
を
は
じ
め
と
す
る
ミ
ス
テ
リ
作
家

の
初
公
開
原
稿
な
ど
も
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

三
月
二
三
日
か
ら
は
、
収
蔵
資
料
展
「
浮
世
絵
・

和
本
コ
レ
ク
シ
ョン
」
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ど

う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

（
郷
土 

横
山
恵
美
）

移
転
準
備
中

移
転
準
備
中
　
飯
能
市
へ
新
倉
庫　
　

 棚卸の作業風景（202１年2月１4日撮影）


