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夏
の
暑
さ
が
続
き
ま
す
。
蒸
し
暑
い
季
節
に

プ
〜
ン
と
人
を
苛
立
た
せ
る
あ
の
虫
に
対
し
て

活
躍
す
る
夏
の
風
物
詩
と
い
え
ば
、
可
愛
ら
し

く
豚
を
模
し
た
道
具
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
少

な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
陶
製
の

豚
の
口
か
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
と
上
が
る
蚊
取
り
線
香

の
細
い
煙
。
昨
今
で
は
見
る
機
会
も
少
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
こ
の
道
具
は
「
蚊か

や
り遣
豚ぶ

た

」
と
い
い

ま
す
。

蚊
遣
と
は
、
蚊
や
ブ
ヨ
を
追
い
払
う
た
め
に

焚
く
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
焚
く
こ
と
を

指
し
、
夏
の
季
語
で
も
あ
り
ま
す
。
ス
ギ
・
マ

ツ
な
ど
の
大お

が
く
ず

鋸
屑
や
カ
ヤ
・
ク
ス
の
小
枝
、
ヨ

モ
ギ
な
ど
の
生
草
、
落
ち
葉
が
用
い
ら
れ
、
江

戸
時
代
後
期
に
は
カ
ヤ
を
束
ね
た
も
の
が
蚊
遣

木
と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
蚊

遣
台
と
呼
ば
れ
る
陶
製
の
容
器
に
入
れ
て
焚
か

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
蚊
遣
台
の
一
種
が
蚊

遣
豚
な
の
で
す
。

な
ぜ
蚊
遣
を
焚
く
た
め
の
台
が
豚
を
模
し
て

作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
発
祥
は
は
っ
き
り

と
わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
徳

利
を
加
工
し
て
作
っ
た
蚊
遣
台
が
豚
に
似
て
い

た
説
、
養
豚
場
で
土
管
を
使
い
蚊
遣
を
焚
い
て

い
た
と
こ
ろ
、
煙
が
広
が
り
過
ぎ
て
し
ま
う
た

め
、
口
を
狭
め
た
も
の
を
作
っ
た
ら
豚
の
よ
う

な
形
に
な
っ
た
説
、
火
伏
せ
信
仰
で
知
ら
れ
る

愛
宕
神
社
の
神
使
で
あ
る
猪
を
模
し
た
説
な
ど
、

様
々
な
説
が
あ
る
よ
う
で
す
。
徳
利
説
に
つ
い

て
は
、
実
際
に
新
宿
区
内
藤
町
の
遺
跡
よ
り

一
九
世
紀
前
半
の
も
の
と
思
わ
れ
る
徳
利
か
ら

作
ら
れ
た
蚊
遣
豚
が
出
土
し
て
い
ま
す
。、
全

長
約
三
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
た
く
さ

ん
の
蚊
遣
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

蚊
遣
が
蚊
取
り
線
香
へ
と
移
り
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
に
入
り
殺
虫
効
果
の

あ
る
防
虫
菊
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
で
し
た
。
当
時
は
棒
状
の
線
香
に
防
虫
菊
を

練
り
込
ん
だ
も
の
が
開
発
さ
れ
、
や
が
て
燃
焼

時
間
を
延
ば
す
た
め
の
工
夫
と
し
て
現
在
の
よ

う
な
渦
巻
状
の
蚊
取
り
線
香
が
主
流
と
な
り
ま

し
た
。

郷
土
資
料
館
所
蔵
の
蚊
遣
豚
（
写
真
１
）
は
、

昭
和
二
〇
年
か
ら
四
〇
年
頃
ま
で
使
用
さ
れ
て

い
た
も
の
で
、
三
重
県
四
日
市
市
の
萬ば

ん
こ古
焼や

き

と

思
わ
れ
ま
す
。
萬
古
焼
は
耐
熱
性
に
優
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
蚊
遣
豚
以
外
に
も
急
須
や
土
鍋

な
ど
が
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
肌
色
の
胴
体

に
あ
た
る
部
分
は
素
焼
き
の
よ
う
な
材
質
で
、

口
縁
部
や
背
部
に
は
緑り

ょ
く
ゆ
う釉

が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
し
り
に
あ
た
る
部
分
は
蚊
取
り
線
香
を
入
れ

る
た
め
広
く
開
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
内
部
が

黒
く
煤
け
て
お
り
（
写
真
２
）、
家
庭
で
長
く

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
で
す
。

現
在
は
火
を
使
わ
な
い
電
気
式
蚊
取
り
器
も

普
及
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
蚊
取
り
線
香

は
屋
外
な
ど
で
根
強
く
使
わ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
蚊
遣
豚
の
形
を
模
し
た
電
気
式
蚊
取
り

器
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
な
か
で

使
わ
れ
る
道
具
は
、
時
代
背
景
や
環
境
の
変
化

に
伴
っ
て
形
状
や
使
用
方
法
が
徐
々
に
移
り
変

わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
が
、
人
々
の
記
憶
の
な

か
に
は
、
蚊
取
り
と
い
え
ば
あ
の
豚
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　（
郷
土
　
岩
﨑
茜
）

1

八
月
一
○
日
（
土
）、
企
画
展
「
暗
が
り
か
ら
池
袋
を
覗
く
〜
ミ

ス
テ
リ
作
家
が
見
た
風
景
〜
」
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
小
説
家

の
京
き
ょ
う
ご
く極

夏な
つ
ひ
こ彦

氏
に
よ
る
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
猛

暑
の
中
、
一
一
七
名
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
の
冒
頭
で
は
、
妖よ
う
か
い怪

や
お
化
け
以
外
の
内
容
で
講
演
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ミ
ス
テ
リ
の
話
は
あ
ま
り
し
た
こ
と
が
な
い

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
ミ
ス
テ
リ
と
お
化
け
の
共
通
項
」
と

い
う
テ
ー
マ
か
ら
、
民
俗
学
者
と
推
理
小
説
に
登
場
す
る
探
偵
は
似

て
い
る
と
い
う
お
話
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。『
姑う

ぶ

め

獲
鳥
の
夏
』
執

筆
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
池
袋
の
地
名
の
成
り
立
ち
な
ど
、
様
々
な

視
点
か
ら
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
お
話
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
川
乱
歩
の
小
説
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
自
分
の
見
て
い
る
も

の
を
具
現
化
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
け
を
選
び
取
っ
て
書
い

て
い
た
は
ず
」「
そ
う
で
な
け
れ
ば
（
読
者
は
）
簡
単
に
は
騙だ
ま

さ
れ

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
講
演
の
最
後
に
は
「
作
品
を
読

む
と
き
は
没
頭
し
ま
し
ょ
う
、
そ
の
作
者
に
騙
さ
れ
ま
し
ょ
う
、
そ

し
て
面
白
い
と
思
っ
た
ら
忘
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
作
品
が
現
実
だ
と

思
う
こ
と
は
や
め
て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
乱
歩

の
有
名
な
言
葉
「
う
つ
し
世
は
ゆ
め
　
夜
の
夢
こ
そ
ま
こ
と
」
に
も

通
じ
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

京
極
先
生
に
は
、
お
忙
し
い
な
か
、
ご
講
演
を
引
き
受
け
て
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
文
学
・
マ
ン
ガ
　
佐
伯
百
々
子
）

企
画
展
「
暗
が
り
か
ら
池
袋
を
覗
く
〜
ミ
ス
テ
リ
作
家
が
見
た

風
景
〜
」は
九
月
一
四
日（
土
曜
日
）ま
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　開
館
時
間
：
九
時
〜
一
六
時
三
〇
分

　月
曜
日
休
館

かたりべ
豊島区立郷土資料館・ミュージアム開設準備だより
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《
青せ

い
ど
う銅

両り
ょ
う
じ耳

花か
び
ん瓶

》（
図
１
）、《
鋳

ち
ゅ
う
ど
う銅

花か
び
ん瓶

》

（
図
２
）
は
豊
島
区
で
所
蔵
す
る
鋳
金
工
芸
作

家
、
田
中
寿す

ず々

（
一
九
〇
三
‐
二
〇
〇
一
、
以

下
寿
々
）
の
作
品
で
す
。（
図
１
）
は
、
余
分

な
装
飾
を
控
え
洗
練
さ
れ
た
緩
や
か
な
フ
ォ
ル

ム
が
優
美
で
神
聖
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て
い
ま

す
。
古
代
中
国
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
銅
製
花

器
に
お
け
る
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
形
が
意
識
さ
れ

て
い
ま
す
。
ど
っ
し
り
と
丸
み
を
帯
び
重
厚
な

（
図
２
）
は
国
宝
・
絵
画
銅
鐸
（
桜
ヶ
丘
５
号

銅
鐸
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
に
描
か
れ
た
絵

を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
脱
穀
を
す
る
人
々
と
、
そ

の
周
囲
で
踊
る
人
、
笛
を
吹
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
人
の
絵
が
花
瓶
の
前
表
面
に
、
蹴け

り

彫ぼ

り

で
打
た
れ
て
い
ま
す
。
の
び
や
か
な
鏨

た
が
ね

痕
で
す
。

フ
ォ
ル
ム
は
簡
素
な
が
ら
重
厚
で
乱
れ
な
い
均

一
さ
が
あ
り
現
代
的
な
印
象
を
醸
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
、
寿
々
は
作
品
に
よ
っ
て

ブ
ロ
ン
ズ
の
色
合
い
、
色
付
け
を
使
い
分
け
、

ま
た
古
く
か
ら
の
銅
器
の
歴
史
を
尊
重
し
、
現

代
的
に
咀
嚼
し
制
作
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま

す
。群

馬
県
出
身
の
寿
々
は
当
初
作
家
で
は
な

く
、
同
郷
の
鋳
金
工
芸
家
で
あ
る
森
村
酉と

り
ぞ
う三

（
一
八
九
七
‐
一
九
四
九
）
の
妻
と
し
て
池
袋

に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
一
九
二
四
年
に
借
家
住

ま
い
を
は
じ
め
、
寿
々
は
酉
三
の
制
作
を
手
伝

い
、
鋳
金
の
蝋ろ

う
が
た型
や
細
工
等
の
基
礎
技
術
を
身

に
つ
け
ま
し
た
。
三
年
後
、
酉
三
は
帝
展
入
選

し
、
一
九
二
八
年
、
巣
鴨
村
大
字
池
袋
字
丸
山

（
現
：
西
池
袋
五
丁
目
）
に
移
り
鋳
造
工
場
が

併
設
す
る
家
を
構
え
ま
し
た
。
森
村
家
の
近
所

に
は
江
戸
川
乱
歩
（
一
八
九
四
‐
一
九
六
五
）

を
は
じ
め
、
文
士
や
芸
術
家
、
政
治
家
が
多
く
、

地
域
で
組
織
さ
れ
た
池
袋
丸
山
町
会
で
は
盛
ん

な
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
江
戸
川
乱
歩

『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社
　
一
九
六
一
年
）。

こ
の
町
会
は
戦
後
緩
や
か
に
、
芸
術
家
た
ち
の

集
ま
り
と
し
て
豊
島
文
人
会
と
な
り
ま
す
。

太
平
洋
戦
争
が
本
格
化
す
る
と
、
金
属
供
出

の
た
め
に
材
料
の
入
手
は
困
難
に
な
り
制
作

は
断
た
れ
、
住
居
は
空
襲
で
焼
失
。
酉
三
は

一
九
四
九
年
に
病
死
と
い
う
苦
難
の
末
、
寿
々

は
自
宅
の
焼
け
跡
に
ひ
と
り
で
住
居
兼
ア
ト
リ

エ
を
建
て
直
し
、
自
ら
鋳
金
家
を
志
す
の
で
す
。

四
六
歳
頃
の
こ
と
で
し
た
。
東
京
藝
術
大
学
で

教
鞭
を
と
り
ア
ー
ル
デ
コ
調
の
鋳
金
を
得
意
と

し
た
内
藤
春は

る
じ治
な
ど
に
指
導
を
受
け
て
、
日
展

に
出
品
し
ま
す
。
一
九
五
一
年
に
《
鋳
銅
花

瓶
》
の
日
展
入
選
を
経
て
、
晴
れ
て
鋳
金
作
家

と
な
っ
た
の
で
す
。
珍
し
い
女
性
の
鋳
金
工
芸

家
は
、精
巧
な
鶉

う
ず
ら

香こ
う

炉ろ

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

が
有
名
な
江
戸
時
代
後
期
の
伝
説
的
な
女
性
の

鋳
金
家
、
津
村
亀か

め

女じ
ょ

に
な
ぞ
ら
え
て
「
昭
和
の

亀
女
」
と
す
ら
呼
ば
れ
ま
し
た
。

一
九
五
五
年
、
豊
島
区
美
術
家
協
会
で
知
り

合
っ
た
洋
画
家
の
田
中
佐
一
郎
（
一
九
〇
〇
‐

一
九
六
七
）
と
再
婚
す
る
と
、
生
活
の
中
心
は

自
身
の
制
作
よ
り
、
佐
一
郎
を
支
え
る
も
の
と

な
り
ま
す
。
再
び
制
作
に
入
る
の
は
佐
一
郎

に
先
立
た
れ
た
後
の
一
九
九
三
年
の
こ
と
で

す
。
酉
三
、
佐
一
郎
と
二
人
の
夫
の
裏
方
に
ま

わ
る
期
間
が
そ
の
生
涯
の
大
半
を
占
め
た
た
め

に
、
寿
々
が
「
作
家
」
と
し
て
活
躍
し
た
の
は

非
常
に
短
期
間
で
す
。
加
え
て
多
く
の
作
品
は

行
先
が
判
然
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
事

情
か
ら
作
品
は
も
と
よ
り
、
鋳
金
家
・
田
中

寿
々
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し

今
日
機
運
が
高
ま
り
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
館

の
「
没
後
70
年
　
森
村
酉
三
と
そ
の
時
代
」
展

（
二
〇
一
九
年
九
月
二
一
日
〜
一
一
月
一
〇
日
）

に
当
区
所
蔵
の
寿
々
作
品
二
点
を
貸
出
予
定
と

な
り
ま
し
た
。
酉
三
の
作
品
と
寿
々
の
作
品
が

一
時
に
並
ぶ
こ
の
貴
重
な
機
会
に
ぜ
ひ
現
地
ま

で
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

寿
々
は
自
伝
『
さ
ゝ
舟
』
で
当
時
女
性
の
鋳

金
家
は
自
分
ひ
と
り
し
か
い
な
か
っ
た
と
書
き

残
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
戦
前
、
鋳
金
を
学
べ

る
東
京
美
術
学
校
（
現
：
東
京
藝
術
大
学
）
で

入
学
が
許
さ
れ
た
の
は
男
性
の
み
。
戦
中
は
金

属
供
出
に
よ
り
金
工
の
芸
術
分
野
は
活
動
な
ら

ず
、
そ
も
鋳
造
の
知
識
、
大
掛
か
り
な
設
備
を

必
要
と
す
る
鋳
金
は
気
軽
に
始
め
ら
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代

背
景
に
お
い
て
、
鋳
金
作
家
と
し
て
活
動
し
た

女
性
、
寿
々
の
存
在
は
稀
有
と
し
て
も
過
言
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
　
　（
美
術
　
堀
口
　
麗
）

【
参
考
文
献
】
田
中
寿

『々
さ
ゝ
舟
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
社
、一
九
九
三
年

3

豊
島
区
域
の
都
市
化
は
、
明
治
一
八
（
一
八

八
五
）
年
品
川
・
赤
羽
間
の
鉄
道
開
通
に
始
ま

り
ま
す
。
同
年
に
目
白
駅
が
開
設
し
、
三
六
年

に
池
袋
駅
、
大
塚
駅
、
巣
鴨
駅
、
四
三
年
に
駒

込
駅
が
開
業
し
ま
す
。
沿
線
で
は
徐
々
に
宅
地

化
が
進
み
ま
す
が
、
多
く
は
ま
だ
田
畑
が
広
が

る
近
郊
農
村
地
域
で
し
た
。

明
治
中
期
以
降
、
豊
島
区
域
に
は
寺
院
・
墓

地
、
監か

ん
ご
く獄
が
東
京
市
域
か
ら
移
転
し
て
き
ま
し

た
が
、
学
校
や
社
会
事
業
施
設
が
多
く
移
転
・

設
立
し
た
こ
と
も
、
豊
島
区
域
の
都
市
化
の
特

色
と
い
え
ま
す
。
と
く
に
巣
鴨
村
（
大
正
七
・

一
九
一
八
年
西
巣
鴨
町
と
改
称
）
に
は
社
会
事

業
施
設
が
集
中
し
て
い
ま
し
た
。

『
巣
鴨
総そ

う
ら
ん攬

』
大
正
一
四
年
発
行
に
は
、
家

庭
学
校
（
明
治
三
二
年
創
立
）、
瀧た

き
の
が
わ

乃
川
学
園

（
明
治
三
九
年
滝
野
川
村
よ
り
移
転
）、
癈は

い
へ
い兵
院い

ん

（
明
治
四
一
年
渋
谷
村
よ
り
移
転)

、
東
京
市
養

育
院
巣
鴨
分
院
（
明
治
四
二
年
開
設
）、
桜お

う
ふ
う楓

会
巣
鴨
託
児
所
（
大
正
四
年
小
石
川
区
よ
り
移

転
）、
杉
山
鍼し

ん
あ
ん按
学
校
（
大
正
四
年
創
立
）、
マ

ハ
ヤ
ナ
学
園
（
大
正
八
年
創
立
）、
北
豊
島
工

員
職
業
紹
介
所
（
大
正
八
年
開
設
）
な
ど
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
至
誠
学
舎

（
大
正
元
年
設
立
）、
雲ひ

ば
り雀
谷が

や

自
由
学
園
（
昭
和

元
・
一
九
二
六
年
創
立
）
な
ど
の
施
設
も
あ
り

ま
し
た
。

な
か
で
も
明
治
二
四
年
に
石
井
亮り

ょ
う
い
ち一
が
創
立

書
（
五
枚
一
組
）
で
す
。
留
岡
幸
助
は
、
北
海

道
空そ

ら
ち知

集し
ゅ
う
じ
か
ん

治
監
の
教き

ょ
う
か
い
し

誨
師
と
し
て
の
体
験
か
ら
、

犯
罪
予
防
の
た
め
に
不
良
少
年
を
保
護
教
育
す

る
感
化
事
業
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
米
国
で
研

究
視
察
の
後
、北
豊
島
郡
巣
鴨
村
大
字
巣
鴨（
現

上
池
袋
一
―
三
七
）
の
三
六
〇
〇
坪
の
敷
地
に

家
庭
学
校
を
創
立
し
ま
す
。
留
岡
は
少
年
不
良

化
の
原
因
は
境
遇
に
あ
る
と
し
、巌い

わ
も
と
よ
し
は
る

本
善
治
（
明

治
女
学
校
長
）
の
斡あ

っ
せ
ん旋
に
よ
り
、
都
会
の
雑
踏

を
避
け
、
土
地
が
広
く
、
自
然
が
豊
か
な
巣
鴨

の
地
を
選
ん
だ
の
で
す
。

留
岡
は
、
校
名
の
通
り
、
生
徒
た
ち
と
生
活

を
共
に
し
な
が
ら
、
家
庭
的
愛
情
を
も
っ
て
勤

勉
、
独
立
、
正
直
、
清
潔
の
四
大
主
義
の
も
と
、

職
業
を
授
け
、
徳
育
、
智
育
、
体
育
、
宗
教
を

施
し
ま
し
た
。

明
治
三
五
年
に
は
雑
誌
『
人
道
』
を
発
行
し
、

同
三
七
年
に
は
日
本
初
の
慈
善
事
業
師し

は
ん範

部
を

設
け
、
従
事
者
の
養
成
に
努
め
ま
し
た
。

明
治
四
二
年
に
は
東
京
府
代
用
感
化
院
に
指

定
さ
れ
、
さ
ら
に
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
は

北
海
道
紋も

ん
べ
つ
ぐ
ん

別
郡
社し

ゃ
な名
淵ふ

ち

に
分
校
と
農
場
を
設
立

し
、
大
自
然
で
の
感
化
教
育
に
取
り
組
み
ま
す
。

絵
葉
書
が
作
成
さ
れ
た
大
正
八
年
の
巣
鴨
本

校
の
入
学
者
総
数
は
三
六
一
名
、
改
善
卒
業
者

二
四
四
名
、
在
校
生
は
五
九
名
で
し
た
。

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
、
留
岡
が
七
〇
歳

で
死
去
す
る
と
、
家
庭
学
校
は
土
地
を
癌が

ん

研
究

所
及
び
付
属
治
療
所
に
譲
渡
し
、
杉
並
区
に
移

転
し
ま
し
た
。
現
在
、
上
池
袋
東
公
園
内
に
教

育
委
員
会
の
説
明
板
「
家
庭
学
校
跡
」
が
建
っ

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　（
郷
土
　
横
山
恵
美
）

【
参
考
】『
豊
島
区
史
』
通
史
編
二
、一
九
八
三
年
。

し
た
知
的
障
害
児
者
の
た
め
の
滝
乃
川

学
園
と
、
明
治
三
二
年
に
留と

め
お
か岡
幸こ

う
す
け助
が

創
立
し
た
家
庭
学
校
は
、
東
京
に
お
け

る
児
童
保
護
施
設
の
嚆こ

う
し矢
で
あ
り
、
田

村
直な

お
お
み臣
が
設
立
し
た
自
営
館
（
明
治

二
七
年
芝
区
よ
り
移
転
）
と
と
も
に
、

キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
よ
る
社
会
事
業
施

設
の
草
分
け
的
存
在
と
い
え
ま
す
。

下
の
写
真
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る

家
庭
学
校
創
立
二
十
年
記
念
の
絵
葉

《青銅両耳花瓶》（図１）

《鋳銅花瓶》（図２）
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2

《
青せ

い
ど
う銅
両り

ょ
う
じ耳
花か

び
ん瓶
》（
図
１
）、《
鋳

ち
ゅ
う
ど
う銅
花か

び
ん瓶
》

（
図
２
）
は
豊
島
区
で
所
蔵
す
る
鋳
金
工
芸
作

家
、
田
中
寿す

ず々

（
一
九
〇
三
‐
二
〇
〇
一
、
以

下
寿
々
）
の
作
品
で
す
。（
図
１
）
は
、
余
分

な
装
飾
を
控
え
洗
練
さ
れ
た
緩
や
か
な
フ
ォ
ル

ム
が
優
美
で
神
聖
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て
い
ま

す
。
古
代
中
国
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
銅
製
花

器
に
お
け
る
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
形
が
意
識
さ
れ

て
い
ま
す
。
ど
っ
し
り
と
丸
み
を
帯
び
重
厚
な

（
図
２
）
は
国
宝
・
絵
画
銅
鐸
（
桜
ヶ
丘
５
号

銅
鐸
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
に
描
か
れ
た
絵

を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
脱
穀
を
す
る
人
々
と
、
そ

の
周
囲
で
踊
る
人
、
笛
を
吹
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
人
の
絵
が
花
瓶
の
前
表
面
に
、
蹴け

り

彫ぼ

り

で
打
た
れ
て
い
ま
す
。
の
び
や
か
な
鏨

た
が
ね

痕
で
す
。

フ
ォ
ル
ム
は
簡
素
な
が
ら
重
厚
で
乱
れ
な
い
均

一
さ
が
あ
り
現
代
的
な
印
象
を
醸
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
、
寿
々
は
作
品
に
よ
っ
て

ブ
ロ
ン
ズ
の
色
合
い
、
色
付
け
を
使
い
分
け
、

ま
た
古
く
か
ら
の
銅
器
の
歴
史
を
尊
重
し
、
現

代
的
に
咀
嚼
し
制
作
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま

す
。群

馬
県
出
身
の
寿
々
は
当
初
作
家
で
は
な

く
、
同
郷
の
鋳
金
工
芸
家
で
あ
る
森
村
酉と

り
ぞ
う三

（
一
八
九
七
‐
一
九
四
九
）
の
妻
と
し
て
池
袋

に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
一
九
二
四
年
に
借
家
住

ま
い
を
は
じ
め
、
寿
々
は
酉
三
の
制
作
を
手
伝

い
、
鋳
金
の
蝋ろ

う
が
た型
や
細
工
等
の
基
礎
技
術
を
身

に
つ
け
ま
し
た
。
三
年
後
、
酉
三
は
帝
展
入
選

し
、
一
九
二
八
年
、
巣
鴨
村
大
字
池
袋
字
丸
山

（
現
：
西
池
袋
五
丁
目
）
に
移
り
鋳
造
工
場
が

併
設
す
る
家
を
構
え
ま
し
た
。
森
村
家
の
近
所

に
は
江
戸
川
乱
歩
（
一
八
九
四
‐
一
九
六
五
）

を
は
じ
め
、
文
士
や
芸
術
家
、
政
治
家
が
多
く
、

地
域
で
組
織
さ
れ
た
池
袋
丸
山
町
会
で
は
盛
ん

な
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
江
戸
川
乱
歩

『
探
偵
小
説
四
十
年
』
桃
源
社
　
一
九
六
一
年
）。

こ
の
町
会
は
戦
後
緩
や
か
に
、
芸
術
家
た
ち
の

集
ま
り
と
し
て
豊
島
文
人
会
と
な
り
ま
す
。

太
平
洋
戦
争
が
本
格
化
す
る
と
、
金
属
供
出

の
た
め
に
材
料
の
入
手
は
困
難
に
な
り
制
作

は
断
た
れ
、
住
居
は
空
襲
で
焼
失
。
酉
三
は

一
九
四
九
年
に
病
死
と
い
う
苦
難
の
末
、
寿
々

は
自
宅
の
焼
け
跡
に
ひ
と
り
で
住
居
兼
ア
ト
リ

エ
を
建
て
直
し
、
自
ら
鋳
金
家
を
志
す
の
で
す
。

四
六
歳
頃
の
こ
と
で
し
た
。
東
京
藝
術
大
学
で

教
鞭
を
と
り
ア
ー
ル
デ
コ
調
の
鋳
金
を
得
意
と

し
た
内
藤
春は

る
じ治

な
ど
に
指
導
を
受
け
て
、
日
展

に
出
品
し
ま
す
。
一
九
五
一
年
に
《
鋳
銅
花

瓶
》
の
日
展
入
選
を
経
て
、
晴
れ
て
鋳
金
作
家

と
な
っ
た
の
で
す
。
珍
し
い
女
性
の
鋳
金
工
芸

家
は
、精
巧
な
鶉

う
ず
ら

香こ
う

炉ろ

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

が
有
名
な
江
戸
時
代
後
期
の
伝
説
的
な
女
性
の

鋳
金
家
、
津
村
亀か

め

女じ
ょ

に
な
ぞ
ら
え
て
「
昭
和
の

亀
女
」
と
す
ら
呼
ば
れ
ま
し
た
。

一
九
五
五
年
、
豊
島
区
美
術
家
協
会
で
知
り

合
っ
た
洋
画
家
の
田
中
佐
一
郎
（
一
九
〇
〇
‐

一
九
六
七
）
と
再
婚
す
る
と
、
生
活
の
中
心
は

自
身
の
制
作
よ
り
、
佐
一
郎
を
支
え
る
も
の
と

な
り
ま
す
。
再
び
制
作
に
入
る
の
は
佐
一
郎

に
先
立
た
れ
た
後
の
一
九
九
三
年
の
こ
と
で

す
。
酉
三
、
佐
一
郎
と
二
人
の
夫
の
裏
方
に
ま

わ
る
期
間
が
そ
の
生
涯
の
大
半
を
占
め
た
た
め

に
、
寿
々
が
「
作
家
」
と
し
て
活
躍
し
た
の
は

非
常
に
短
期
間
で
す
。
加
え
て
多
く
の
作
品
は

行
先
が
判
然
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
事

情
か
ら
作
品
は
も
と
よ
り
、
鋳
金
家
・
田
中

寿
々
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し

今
日
機
運
が
高
ま
り
、
群
馬
県
立
近
代
美
術
館

の
「
没
後
70
年
　
森
村
酉
三
と
そ
の
時
代
」
展

（
二
〇
一
九
年
九
月
二
一
日
〜
一
一
月
一
〇
日
）

に
当
区
所
蔵
の
寿
々
作
品
二
点
を
貸
出
予
定
と

な
り
ま
し
た
。
酉
三
の
作
品
と
寿
々
の
作
品
が

一
時
に
並
ぶ
こ
の
貴
重
な
機
会
に
ぜ
ひ
現
地
ま

で
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

寿
々
は
自
伝
『
さ
ゝ
舟
』
で
当
時
女
性
の
鋳

金
家
は
自
分
ひ
と
り
し
か
い
な
か
っ
た
と
書
き

残
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
戦
前
、
鋳
金
を
学
べ

る
東
京
美
術
学
校
（
現
：
東
京
藝
術
大
学
）
で

入
学
が
許
さ
れ
た
の
は
男
性
の
み
。
戦
中
は
金

属
供
出
に
よ
り
金
工
の
芸
術
分
野
は
活
動
な
ら

ず
、
そ
も
鋳
造
の
知
識
、
大
掛
か
り
な
設
備
を

必
要
と
す
る
鋳
金
は
気
軽
に
始
め
ら
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代

背
景
に
お
い
て
、
鋳
金
作
家
と
し
て
活
動
し
た

女
性
、
寿
々
の
存
在
は
稀
有
と
し
て
も
過
言
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
　
　（
美
術
　
堀
口
　
麗
）

【
参
考
文
献
】
田
中
寿

『々
さ
ゝ
舟
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
社
、一
九
九
三
年

3

豊
島
区
域
の
都
市
化
は
、
明
治
一
八
（
一
八

八
五
）
年
品
川
・
赤
羽
間
の
鉄
道
開
通
に
始
ま

り
ま
す
。
同
年
に
目
白
駅
が
開
設
し
、
三
六
年

に
池
袋
駅
、
大
塚
駅
、
巣
鴨
駅
、
四
三
年
に
駒

込
駅
が
開
業
し
ま
す
。
沿
線
で
は
徐
々
に
宅
地

化
が
進
み
ま
す
が
、
多
く
は
ま
だ
田
畑
が
広
が

る
近
郊
農
村
地
域
で
し
た
。

明
治
中
期
以
降
、
豊
島
区
域
に
は
寺
院
・
墓

地
、
監か

ん
ご
く獄

が
東
京
市
域
か
ら
移
転
し
て
き
ま
し

た
が
、
学
校
や
社
会
事
業
施
設
が
多
く
移
転
・

設
立
し
た
こ
と
も
、
豊
島
区
域
の
都
市
化
の
特

色
と
い
え
ま
す
。
と
く
に
巣
鴨
村
（
大
正
七
・

一
九
一
八
年
西
巣
鴨
町
と
改
称
）
に
は
社
会
事

業
施
設
が
集
中
し
て
い
ま
し
た
。

『
巣
鴨
総そ

う
ら
ん攬

』
大
正
一
四
年
発
行
に
は
、
家

庭
学
校
（
明
治
三
二
年
創
立
）、
瀧た

き
の
が
わ

乃
川
学
園

（
明
治
三
九
年
滝
野
川
村
よ
り
移
転
）、
癈は

い
へ
い兵
院い

ん

（
明
治
四
一
年
渋
谷
村
よ
り
移
転)

、
東
京
市
養

育
院
巣
鴨
分
院
（
明
治
四
二
年
開
設
）、
桜お

う
ふ
う楓

会
巣
鴨
託
児
所
（
大
正
四
年
小
石
川
区
よ
り
移

転
）、
杉
山
鍼し

ん
あ
ん按
学
校
（
大
正
四
年
創
立
）、
マ

ハ
ヤ
ナ
学
園
（
大
正
八
年
創
立
）、
北
豊
島
工

員
職
業
紹
介
所
（
大
正
八
年
開
設
）
な
ど
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
至
誠
学
舎

（
大
正
元
年
設
立
）、
雲ひ

ば
り雀
谷が

や

自
由
学
園
（
昭
和

元
・
一
九
二
六
年
創
立
）
な
ど
の
施
設
も
あ
り

ま
し
た
。

な
か
で
も
明
治
二
四
年
に
石
井
亮り

ょ
う
い
ち一
が
創
立

書
（
五
枚
一
組
）
で
す
。
留
岡
幸
助
は
、
北
海

道
空そ

ら
ち知

集し
ゅ
う
じ
か
ん

治
監
の
教き

ょ
う
か
い
し

誨
師
と
し
て
の
体
験
か
ら
、

犯
罪
予
防
の
た
め
に
不
良
少
年
を
保
護
教
育
す

る
感
化
事
業
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
米
国
で
研

究
視
察
の
後
、北
豊
島
郡
巣
鴨
村
大
字
巣
鴨（
現

上
池
袋
一
―
三
七
）
の
三
六
〇
〇
坪
の
敷
地
に

家
庭
学
校
を
創
立
し
ま
す
。
留
岡
は
少
年
不
良

化
の
原
因
は
境
遇
に
あ
る
と
し
、巌い

わ
も
と
よ
し
は
る

本
善
治
（
明

治
女
学
校
長
）
の
斡あ

っ
せ
ん旋

に
よ
り
、
都
会
の
雑
踏

を
避
け
、
土
地
が
広
く
、
自
然
が
豊
か
な
巣
鴨

の
地
を
選
ん
だ
の
で
す
。

留
岡
は
、
校
名
の
通
り
、
生
徒
た
ち
と
生
活

を
共
に
し
な
が
ら
、
家
庭
的
愛
情
を
も
っ
て
勤

勉
、
独
立
、
正
直
、
清
潔
の
四
大
主
義
の
も
と
、

職
業
を
授
け
、
徳
育
、
智
育
、
体
育
、
宗
教
を

施
し
ま
し
た
。

明
治
三
五
年
に
は
雑
誌
『
人
道
』
を
発
行
し
、

同
三
七
年
に
は
日
本
初
の
慈
善
事
業
師し

は
ん範
部
を

設
け
、
従
事
者
の
養
成
に
努
め
ま
し
た
。

明
治
四
二
年
に
は
東
京
府
代
用
感
化
院
に
指

定
さ
れ
、
さ
ら
に
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
は

北
海
道
紋も

ん
べ
つ
ぐ
ん

別
郡
社し

ゃ
な名
淵ふ

ち

に
分
校
と
農
場
を
設
立

し
、
大
自
然
で
の
感
化
教
育
に
取
り
組
み
ま
す
。

絵
葉
書
が
作
成
さ
れ
た
大
正
八
年
の
巣
鴨
本

校
の
入
学
者
総
数
は
三
六
一
名
、
改
善
卒
業
者

二
四
四
名
、
在
校
生
は
五
九
名
で
し
た
。

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
、
留
岡
が
七
〇
歳

で
死
去
す
る
と
、
家
庭
学
校
は
土
地
を
癌が

ん

研
究

所
及
び
付
属
治
療
所
に
譲
渡
し
、
杉
並
区
に
移

転
し
ま
し
た
。
現
在
、
上
池
袋
東
公
園
内
に
教

育
委
員
会
の
説
明
板
「
家
庭
学
校
跡
」
が
建
っ

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　（
郷
土
　
横
山
恵
美
）

【
参
考
】『
豊
島
区
史
』
通
史
編
二
、一
九
八
三
年
。

し
た
知
的
障
害
児
者
の
た
め
の
滝
乃
川

学
園
と
、
明
治
三
二
年
に
留と

め
お
か岡
幸こ

う
す
け助
が

創
立
し
た
家
庭
学
校
は
、
東
京
に
お
け

る
児
童
保
護
施
設
の
嚆こ

う
し矢
で
あ
り
、
田

村
直な

お
お
み臣

が
設
立
し
た
自
営
館
（
明
治

二
七
年
芝
区
よ
り
移
転
）
と
と
も
に
、

キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
よ
る
社
会
事
業
施

設
の
草
分
け
的
存
在
と
い
え
ま
す
。

下
の
写
真
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る

家
庭
学
校
創
立
二
十
年
記
念
の
絵
葉

①正門　敷地の西側にあった。樹木が鬱蒼と茂ってい
　　　　るのがわかる。

②校長宅　敷地内の茅屋で開校し、留岡家と教師1名、
　　　　　生徒1名が寝食を共にした。

③実業　学校では農業、園芸、木工、西洋洗濯などの
　　　　実業を重視した。

★が家庭学校。南隣は渋沢家別邸。北から南に谷端川が流れる。
　地図下の線路は山手線で、右端に大塚駅がみえる。「西巣鴨町
　東部事情明細図」昭和2（1927）年（部分）

★
連
載
「
絵
は
が
き
は
語
る
」（
12
）

豊
島
区
の
社
会
事
業
施
設
の
草
分
け
　
家
庭
学
校
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夏
の
暑
さ
が
続
き
ま
す
。
蒸
し
暑
い
季
節
に

プ
〜
ン
と
人
を
苛
立
た
せ
る
あ
の
虫
に
対
し
て

活
躍
す
る
夏
の
風
物
詩
と
い
え
ば
、
可
愛
ら
し

く
豚
を
模
し
た
道
具
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
少

な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
陶
製
の

豚
の
口
か
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
と
上
が
る
蚊
取
り
線
香

の
細
い
煙
。
昨
今
で
は
見
る
機
会
も
少
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
こ
の
道
具
は
「
蚊か

や
り遣
豚ぶ

た

」
と
い
い

ま
す
。

蚊
遣
と
は
、
蚊
や
ブ
ヨ
を
追
い
払
う
た
め
に

焚
く
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
焚
く
こ
と
を

指
し
、
夏
の
季
語
で
も
あ
り
ま
す
。
ス
ギ
・
マ

ツ
な
ど
の
大お

が
く
ず

鋸
屑
や
カ
ヤ
・
ク
ス
の
小
枝
、
ヨ

モ
ギ
な
ど
の
生
草
、
落
ち
葉
が
用
い
ら
れ
、
江

戸
時
代
後
期
に
は
カ
ヤ
を
束
ね
た
も
の
が
蚊
遣

木
と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
蚊

遣
台
と
呼
ば
れ
る
陶
製
の
容
器
に
入
れ
て
焚
か

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
蚊
遣
台
の
一
種
が
蚊

遣
豚
な
の
で
す
。

な
ぜ
蚊
遣
を
焚
く
た
め
の
台
が
豚
を
模
し
て

作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
発
祥
は
は
っ
き
り

と
わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
徳

利
を
加
工
し
て
作
っ
た
蚊
遣
台
が
豚
に
似
て
い

た
説
、
養
豚
場
で
土
管
を
使
い
蚊
遣
を
焚
い
て

い
た
と
こ
ろ
、
煙
が
広
が
り
過
ぎ
て
し
ま
う
た

め
、
口
を
狭
め
た
も
の
を
作
っ
た
ら
豚
の
よ
う

な
形
に
な
っ
た
説
、
火
伏
せ
信
仰
で
知
ら
れ
る

愛
宕
神
社
の
神
使
で
あ
る
猪
を
模
し
た
説
な
ど
、

様
々
な
説
が
あ
る
よ
う
で
す
。
徳
利
説
に
つ
い

て
は
、
実
際
に
新
宿
区
内
藤
町
の
遺
跡
よ
り

一
九
世
紀
前
半
の
も
の
と
思
わ
れ
る
徳
利
か
ら

作
ら
れ
た
蚊
遣
豚
が
出
土
し
て
い
ま
す
。、
全

長
約
三
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
た
く
さ

ん
の
蚊
遣
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

蚊
遣
が
蚊
取
り
線
香
へ
と
移
り
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
に
入
り
殺
虫
効
果
の

あ
る
防
虫
菊
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
で
し
た
。
当
時
は
棒
状
の
線
香
に
防
虫
菊
を

練
り
込
ん
だ
も
の
が
開
発
さ
れ
、
や
が
て
燃
焼

時
間
を
延
ば
す
た
め
の
工
夫
と
し
て
現
在
の
よ

う
な
渦
巻
状
の
蚊
取
り
線
香
が
主
流
と
な
り
ま

し
た
。

郷
土
資
料
館
所
蔵
の
蚊
遣
豚
（
写
真
１
）
は
、

昭
和
二
〇
年
か
ら
四
〇
年
頃
ま
で
使
用
さ
れ
て

い
た
も
の
で
、
三
重
県
四
日
市
市
の
萬ば

ん
こ古
焼や

き

と

思
わ
れ
ま
す
。
萬
古
焼
は
耐
熱
性
に
優
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
蚊
遣
豚
以
外
に
も
急
須
や
土
鍋

な
ど
が
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
肌
色
の
胴
体

に
あ
た
る
部
分
は
素
焼
き
の
よ
う
な
材
質
で
、

口
縁
部
や
背
部
に
は
緑り

ょ
く
ゆ
う釉
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
し
り
に
あ
た
る
部
分
は
蚊
取
り
線
香
を
入
れ

る
た
め
広
く
開
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
内
部
が

黒
く
煤
け
て
お
り
（
写
真
２
）、
家
庭
で
長
く

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
で
す
。

現
在
は
火
を
使
わ
な
い
電
気
式
蚊
取
り
器
も

普
及
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
蚊
取
り
線
香

は
屋
外
な
ど
で
根
強
く
使
わ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
蚊
遣
豚
の
形
を
模
し
た
電
気
式
蚊
取
り

器
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
な
か
で

使
わ
れ
る
道
具
は
、
時
代
背
景
や
環
境
の
変
化

に
伴
っ
て
形
状
や
使
用
方
法
が
徐
々
に
移
り
変

わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
が
、
人
々
の
記
憶
の
な

か
に
は
、
蚊
取
り
と
い
え
ば
あ
の
豚
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　（
郷
土
　
岩
﨑
茜
）

1

八
月
一
○
日
（
土
）、
企
画
展
「
暗
が
り
か
ら
池
袋
を
覗
く
〜
ミ

ス
テ
リ
作
家
が
見
た
風
景
〜
」
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
小
説
家

の
京
き
ょ
う
ご
く極
夏な

つ
ひ
こ彦
氏
に
よ
る
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
猛

暑
の
中
、
一
一
七
名
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
の
冒
頭
で
は
、
妖よ
う
か
い怪

や
お
化
け
以
外
の
内
容
で
講
演
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ミ
ス
テ
リ
の
話
は
あ
ま
り
し
た
こ
と
が
な
い

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
ミ
ス
テ
リ
と
お
化
け
の
共
通
項
」
と

い
う
テ
ー
マ
か
ら
、
民
俗
学
者
と
推
理
小
説
に
登
場
す
る
探
偵
は
似

て
い
る
と
い
う
お
話
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。『
姑う

ぶ

め

獲
鳥
の
夏
』
執

筆
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
池
袋
の
地
名
の
成
り
立
ち
な
ど
、
様
々
な

視
点
か
ら
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
お
話
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
川
乱
歩
の
小
説
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
自
分
の
見
て
い
る
も

の
を
具
現
化
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
け
を
選
び
取
っ
て
書
い

て
い
た
は
ず
」「
そ
う
で
な
け
れ
ば
（
読
者
は
）
簡
単
に
は
騙だ
ま

さ
れ

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
講
演
の
最
後
に
は
「
作
品
を
読

む
と
き
は
没
頭
し
ま
し
ょ
う
、
そ
の
作
者
に
騙
さ
れ
ま
し
ょ
う
、
そ

し
て
面
白
い
と
思
っ
た
ら
忘
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
作
品
が
現
実
だ
と

思
う
こ
と
は
や
め
て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
乱
歩

の
有
名
な
言
葉
「
う
つ
し
世
は
ゆ
め
　
夜
の
夢
こ
そ
ま
こ
と
」
に
も

通
じ
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

京
極
先
生
に
は
、
お
忙
し
い
な
か
、
ご
講
演
を
引
き
受
け
て
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
文
学
・
マ
ン
ガ
　
佐
伯
百
々
子
）

企
画
展
「
暗
が
り
か
ら
池
袋
を
覗
く
〜
ミ
ス
テ
リ
作
家
が
見
た

風
景
〜
」は
九
月
一
四
日（
土
曜
日
）ま
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　開
館
時
間
：
九
時
〜
一
六
時
三
〇
分

　月
曜
日
休
館

ま
だ
ま
だ
残
暑
が
厳
し
い
日
々
が
続
き
ま

す
が
、い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？『
か

た
り
べ
』
一
三
三
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

現
在
企
画
展
示
室
に
て
、
文
学
・
マ
ン
ガ

分
野
の
企
画
展
『
暗
が
り
か
ら
池
袋
を
覗
く

〜
ミ
ス
テ
リ
作
家
が
見
た
風
景
〜
』
が
開
催

中
で
す
。
八
月
一
〇
日
に
は
、
小
説
家
、
京

極
夏
彦
氏
に
よ
る
記
念
講
演
会
も
行
わ
れ
ま

し
た
。
多
く
の
ご
応
募
を
頂
き
、
大
盛
況
の

な
か
記
念
講
演
会
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
企
画
展
は
九
月
一
四
日
ま
で
開
催

中
で
す
。
是
非
一
度
、
足
を
お
運
び
下
さ
い
。

郷
土
資
料
館
で
は
、
収
蔵
庫
移
転
作
業
の

た
め
、
資
料
の
棚
卸
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
旧
第
十
中
学
校
を
は
じ
め
と
し
た
廃

校
を
資
料
の
収
蔵
場
所
と
し
て
利
用
し
て
い

ま
す
が
、
老
朽
化
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
実
際
に
旧
第
十
中
学
校
は
取
り
壊

し
が
決
定
し
て
お
り
、
保
管
さ
れ
て
い
る
家

具
や
農
耕
具
な
ど
の
大
物
資
料
か
ら
玩
具
の

よ
う
な
掌
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
資
料
ま
で
、

二
万
点
を
超
え
る
資
料
を
新
た
に
建
設
す
る

収
蔵
庫
へ
移
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
後
も
進
捗
状
況
を
ご
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
愛
読
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
編
集　

水
吉
雄
人
）

編 

集 

後 

記

・
2019年8月30日

・
豊島区立郷土資料館

・
東京都豊島区西池袋2-37-4
としま産業振興プラザ7階

・
電話 03-3980-2351

　　　　　　URL
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豚
は
夏
の
風
物
詩
!?
　―

蚊
遣
と
蚊
遣
豚
の
活
躍―

（写真１）右

（写真２）下


