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収
蔵
美
術
作
品
に
よ
る
展
示
は
、
二
〇
二
二

年
一
月
の
「
生
誕
一
二
〇
周
年
　

小お

熊ぐ
ま

秀ひ
で

雄お

展
」

以
来
と
な
り
ま
す
。
テ
ー
マ
展
は
初
、
今
回
は

「
作
品
を
よ
く
見
て
み
る
」
た
め
の
展
示
を
試

み
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
一
点
の
作
品
を
見
て
も
、
感

情
が
動
か
ず
ふ
ー
ん
、
で
終
わ
る
と
き
も
あ
れ

ば
、こ
こ
が
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
。

で
は
あ
れ
は
何
を
描
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
ど

う
し
て
そ
の
よ
う
に
描
い
た
ん
だ
ろ
う
？
と
、

疑
問
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
湧
き
、
画
面
を
凝
視
し
興

味
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
疑
問
と
対
話
は
、
く
ら
べ
て
み
る
こ
と

が
助
け
に
な
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
一
点
の
作

品
か
ら
で
は
思
い
が
動
か
な
い
時
は
、
何
か
と

く
ら
べ
て
み
る
こ
と
が
お
す
す
め
で
す
。

　
何
と
く
ら
べ
て
も
よ
い
の
で
す
。
同
じ
と
こ

ろ
と
違
う
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
の
が
初
め
の

一
歩
。
そ
の
際
に
、
何
か
が
共
通
す
る
も
の
同

士
を
く
ら
べ
る
と
、
よ
り
考
え
が
展
開
す
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
同
じ
作
家
の

作
品
を
く
ら
べ
る
。
同
じ
色
調
の
作
品
を
く
ら

べ
る
。
同
じ
大
き
さ
の
作
品
を
く
ら
べ
る
。
同

じ
時
期
に
作
ら
れ
た
作
品
を
く
ら
べ
る
。
タ
イ

ト
ル
が
同
じ
も
の
を
く
ら
べ
る
。
材
料
が
同
じ

も
の
を
く
ら
べ
る
。

　
本
展
は
、
そ
う
し
た
く
ら
べ
て
み
る
と
い
う

行
為
を
、
旅
と
い
う
大
き
な
く
く
り
の
中
で
五

つ
の
小
さ
な
ま
と
ま
り
（
こ
れ
を
窓
と
呼
ん
で

い
ま
す
）
か
ら
提
案
し
ま
す
。

　
な
お
、
自
分
が
作
品
に
対
し
て
反
応
し
な
け

れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
な

こ
と
も
、お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

正
解
も
強
制
も
あ
り
ま
せ
ん
。

1

:

は
じ
め
の
窓

　
こ
こ
で
は
ひ
と
り
の
作
家
が
あ
る
年
と
そ
の

翌
年
に
描
い
た
二
点
の
作
品
か
ら
ご
覧
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
を
見
て
、
次
に
一
年

し
か
制
作
年
が
違
わ
な
い
の
に
人
の
か
た
ち
が

ど
う
変
わ
っ
て
い
る
の
か
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま

す
。
楽
し
そ
う
な
浜
辺
の
様
子
の
作
品
（
図

版
右
、《
浜
》
一
九
五
五
年
）
か
ら
、
翌
年
に

は
凧
と
顔
と
が
一
体
化
し
、
不
穏
な
空
気
さ

え
感
じ
ら
れ
る
作
品
（
図
版
左
、《
凧
と
女
》

一
九
五
六
年
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
そ
こ

に
は
恐
怖
で
は
な
く
、
お
か
し
み
も
感
じ
ら
れ

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
作
品
を
描
い
た
高た
か

山や
ま

令和５年度収蔵作品・資料展　展示案内
豊島区所蔵品展
■「くらべてみる！ ５つの窓から
　    ―池袋モンパルナスが旅をする２」
■「暮らす・祈り～富士へ行くなら両参り～」
■「むかしの道具」
令和６年２月１日（木）～３月 24 日（日）
休館日：2/5, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 26
　　　　3/4, 11, 17, 18, 20
開館時間：9 時～ 16 時 30 分

く
ら
べ
て
み
る
！
五
つ
の
窓
か
ら

―
新
収
蔵
作
品
を
中
心
に
―　

池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
が
旅
を
す
る
２

企
画
展
示
室



2

良り
ょ
う
さ
く策

は
、
絵
画
制
作
を
す
る
一
方
で
ウ
ル
ト
ラ

マ
ン
の
怪
獣
造
作
を
担に
な

っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
一
九
六
〇
年
代
こ
ろ
か
ら
怪
獣
の

着
ぐ
る
み
を
制
作
し
て
い
た
高
山
の
経
歴
を
知

る
と
、
制
作
の
変
化
に
怪
獣
造
作
が
影
響
し
て

い
た
の
で
は
？
と
、
連
想
が
働
く
で
し
ょ
う
。

　
今
展
で
は
ま
ず
こ
う
し
た
表
現
の
変
化
を
、

作
家
の
旅
と
と
ら
え
て
み
ま
す
。

　
旅
に
は
、
場
所
の
移
動
を
伴
う
こ
と
が
多
く

あ
り
、
導
入
部
で
は
移
動
を
感
じ
さ
せ
る
作
品

も
展
示
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
現
実
の
空
間
を

移
動
し
な
く
て
も
、
頭
の
中
で
、
あ
る
い
は
夢

の
中
で
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
て
大
き
な
旅
を
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
作
品
も
導
入
部

に
展
示
し
ま
し
た
。
所
蔵
作
品
の
中
に
は
仮
想

空
間
を
扱
っ
た
も
の
は
な
い
で
す
が
、
そ
う
し

た
今
の
我
々
の
暮
ら
し
と
く
ら
べ
て
み
る
こ
と

も
一い
っ
き
ょ
う興

で
し
ょ
う
。

2

:

旅
の
窓
か
ら　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
／

4

:

旅
の
窓
か
ら　
北
海
道
、
沖
縄　

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
り
旅
に
出
た
り
、

西
洋
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
芸
術
に
触
れ
た
い

と
考
え
る
作
家
は
い
つ
の
時
代
に
も
多
く
い
ま

し
た
。
館た
て

慶け
い

一い
ち

は
一
九
七
〇
年
代
に
パ
リ
に
渡

り
、
力
強
い
多
く
の
デ
ッ
サ
ン
を
残
し
て
い
ま

す
。
コ
ン
テ
に
よ
る
太
い
線
を
生
か
し
た
も
の

も
あ
れ
ば
、
細
い
線
で
繊
細
に
描
か
れ
た
デ
ッ

サ
ン
も
あ
り
ま
す
。
館
が
描
い
た
フ
ラ
ン
ス
の

エ
ト
ル
タ
は
寺て

ら

田だ

政ま
さ

明あ
き

に
よ
っ
て
も
描
か
れ
て

い
ま
す
。
作
家
が
描
き
た
く
な
る
風
景
に
は
何

か
特
徴
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
一
九
五
五
年
に
セ
ー
ヌ
河
畔
を
描
い
た
藤ふ
じ

本も
と

東と
う
い
ち
り
ょ
う

一
良
は
、
一
九
三
〇
・
四
〇
年
代
に
は
南
洋

に
赴
い
て
い
ま
し
た
。
二
〇
年
の
と
き
を
隔

て
、
な
に
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
九
三
〇
年
代
に
は
ア
ジ
ア
を
訪
ね
る
作
家
も

多
く
、海か
い

南な
ん

島と
う（

ハ
ワ
イ
と
同
緯
度
）、北ほ

く
り
ょ
う陵（

北

海
道
・
函
館
と
同
緯
度
）、
台
湾
（
沖
縄
・
石

垣
島
と
同
緯
度
）
と
、
広
範
囲
に
わ
た
り
ま
す
。

　
北
海
道
や
沖
縄
を
描
い
た
ほ
か
の
作
家
た
ち

（
コ
ー
ナ
ー
④
）
も
、
目
の
前
に
広
が
る
風
景
を

描
き
留
め
た
い
と
い
う
動
機
に
よ
る
も
の
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
を
描
く
動
機
と
変
わ
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

3
:

心
の
旅

　
こ
こ
ろ
の
中
、
頭
の
中
で
考
え
、
何
か
を
思

い
描
く
こ
と
、
そ
れ
ら
も
旅
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

平ひ
ら

澤さ
わ

熊く
ま

一い
ち

の
描
く
花
と
鳥
だ
け
の
世
界
は
、
画

面
が
花
と
鳥
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

桂か
つ
ら
が
わ
ひ
ろ
し

川
寛
は
雲
の
上
に
都
市
を
作
り
出
し
ま
す
。

手
前
の
狐
は
作
り
出
さ
れ
た
都
市
を
揶や

揄ゆ

し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
各
章
の
立
体
作
品
は
展

示
室
の
中
央
に
集
め
て
い
ま
す
。
建た
て

畠は
た

覚か
く

造ぞ
う

の
《
核か

く

と
殻か

ら

》
は
一
九
五
九
年
の
制
作
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
中
心
と
し
て
の
核
か
、
核

物
質
の
核
な
の
か
、
そ
れ
ら
を
外
側
と
内
側
が

嵌か
ん
に
ゅ
う入

し
あ
う
構
造
と
し
て
提
示
し
て
い
ま
す
。

当
時
彫ち
ょ
う
そ塑

に
使
う
に
は
新
し
い
素
材
、
ポ
リ
エ

ス
テ
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
導
入
部
で
も
見
て
い
た
だ
い

た
高
山
作
品
は
、
一
九
八
一
年
の
二
点
を
加
え

る
と
、
さ
ら
に
見
る
人
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
紡

が
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

５

:

わ
が
家
の
窓　
さ
く
ら
が
丘
パ
ル
テ
ノ
ン

　
最
後
に
、
こ
こ
郷
土
資
料
館
に
ほ
ど
近
い
豊

島
区
長
崎
の
さ
く
ら
が
丘
パ
ル
テ
ノ
ン
と
呼
ば

れ
る
ア
ト
リ
エ
村
に
関
係
す
る
作
品
を
中
心
に

ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
近
所
へ
、
さ

く
ら
が
丘
ま
で
旅
に
出
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
常
設
展
示
室
の
ア
ト
リ
エ
村
模
型
と
も
併
せ

て
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。
模
型
内
部
を
撮
影
し

た
映
像
等
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。
彼
ら
が
今
こ
の

場
所
の
と
て
も
近
く
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
で
し
ょ
う
。
関
係
す
る
写
真
も
展
示
し

ま
す
。
区
内
で
制
作
し
て
い
た
島し
ま

田だ

由ゆ

紀き

子こ

の

作
品
の
変
化
も
、見
て
取
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
見
る
人
そ
れ
ぞ
れ
に
幾
通
り
も
の
見
え
方
が

あ
り
、
そ
れ
が
見
る
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
て
、

こ
う
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は

な
い
の
が
、
美
術
の
基
本
的
な
見
方
、
立
場
、

醍だ
い
ご
み

醐
味
で
す
。
そ
の
理
由
を
そ
れ
ぞ
れ
に
持
ち

な
が
ら
、
ア
ト
リ
エ
に
あ
っ
た
特
徴
の
あ
る
窓

か
ら
外
を
見
て
み
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
屋
外

か
ら
窓
を
通
し
て
／
開
け
て
室
内
を
見
る
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
て
い
た
だ
き
た
い

展
示
で
す
。
　
　
　
　（
美
術
　
小
林
未
央
子
）　

　

コ
ラ
ム　

窓
に
つ
い
て

　
ル
ネ
サ
ン
ス
期
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
著
『
絵
画

論
』（
一
四
三
六
年
）
の
中
で
、
四
角
い
縁ふ
ち

は

「
窓
」、
遠
近
法
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
描
い
た
絵

画
は
「
開
か
れ
た
窓
」
と
見
立
て
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
以
来
、
近
現
代
美
術
の
世
界
で
は

絵
画
の
持
つ
「
窓
」
の
性
質
は
常
に
意
識
さ
れ

て
き
ま
し
た
。「
窓
」
の
向
こ
う
は
独
立
し
た

特
別
な
空
間
な
の
で
す
。

　
本
展
で
窓
を
開
き
旅
に
出
る
前
に
、
一
九
四

八
年
の
さ
く
ら
が
丘
パ
ル
テ
ノ
ン
の
ア
ト
リ
エ

村
を
写
し
た
写
真
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
着
物アトリエ村外観（榑松正利氏提供）
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の
男
性
が
ア
ト
リ
エ
付
貸
家
の
北
向
き
の
窓
か

ら
風
景
画
と
見
ら
れ
る
絵
画
を
出
し
て
い
ま
す
。

ア
ト
リ
エ
付
貸
家
に
は
絵
画
専
用
の
出
入
口
が

あ
っ
た
の
で
窓
か
ら
絵
画
を
出
す
こ
と
は
少
な

か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
写
真
を
見
る
と
ま

さ
に
絵
が
ア
ト
リ
エ
を
飛
び
出
し
て
旅
に
で
る

よ
う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
フ
レ
ー
ム
の
中
で
入

れ
子
構
造
と
な
っ
た
「
窓
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
く
な
り
ま
す
。
ア
ト
リ
エ
付
貸
家
に
集
っ

た
芸
術
家
た
ち
か
ら
始
ま
る
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ

ス
、
そ
の
象
徴
と
も
言
え
る
こ
の
写
真
が
、
本

展
の
テ
ー
マ
を
支
え
て
い
ま
す
。

（
美
術
　
堀
口
　

麗
）

　
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
江
戸
市
中
や
江
戸
近
郊
へ
の
社
寺
参
詣

が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
江
戸
を
離
れ
て
泊
り

が
け
で
旅
行
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

行
き
先
は
聖
な
る
山
で
あ
り
、
信
仰
を
基
盤
と

し
た
講
と
呼
ば
れ
る
団
体
を
結
成
し
て
の
登
拝

が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
富
士
山
も
そ
の
行
き
先
の
一
つ
で
す
。
富
士

山
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
関
東
平
野
で
は
富
士

信
仰
も
盛
ん
で
、
数
多
く
の
富
士
塚
が
造
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
豊
島
区
内
に
も
、
池
袋
富
士
（
池
袋
本
町
三

丁
目
）
と
長
崎
富
士
（
高
松
二
丁
目
）
の
二
つ

が
あ
り
ま
す
。
池
袋
富
士
塚
を
造
っ
た
池い
け
ぶ
く
ろ袋

月つ
き

三さ
ん
じ
ゅ
う
し
ち
や
も
と
こ
う

十
七
夜
元
講
の
活
動
が
戦
争
を
境
に
停
止
し

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
富
士
講
は
時
代
を
経
て

数
を
減
ら
し
て
い
き
ま
す
が
、
講
の
道
具
は
区

民
か
ら
の
寄
贈
に
よ
り
当
館
に
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
展
で
は
そ
う
し
た
資
料
か
ら
、
富
士
山

登
拝
の
姿
、
区
内
で
の
講
活
動
、
そ
し
て
富
士

山
と
大
山
へ
の
両
参
り
を
紹
介
し
ま
す
。

　
両
参
り
と
い
う
の
は
、
関
連
の
あ
る
二
つ
の

山
の
う
ち
一
方
の
山
だ
け
に
参
る
片
参
り
を
嫌

う
風
習
で
、
○
○
山
へ
登
拝
に
行
く
の
で
あ
れ

ば
必
ず
△
△
山
へ
も
立
ち
寄
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
富
士
山
で
あ
れ
ば
伊

勢
原
市
の
大
山
が
セ
ッ
ト
で
し
た
。

　
区
内
の
富
士
講
の
人
々
が
富
士
山
だ
け
で
な

く
大
山
へ
も
行
っ
た
こ
と
は
、
富
士
山
登
拝
の

と
き
に
着
る
行
衣
に
捺
さ
れ
た
御
朱
印
か
ら
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
大
山
も
、
講
に
よ
る
登
拝
が
盛
ん
に
行
な
わ

れ
た
山
で
す
。
本
展
で
は
、
大
山
へ
の
登
拝
を

伝
え
る
資
料
と
し
て
、
江
戸
期
に
区
内
の
講
が

大
山
へ
奉
納
し
、
そ
の
後
持
ち
帰
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
木
製
の
太
刀
も
展
示
す
る
予
定
で
す
。

当
時
の
山
に
対
す
る
信
仰
や
旅
に
対
す
る
情
熱

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　（
郷
土
　
鄧
　

君
龍
）

　
毎
年
一
月
か
ら
二
月
頃
に
か
け
て
、
区
内
小

学
校
三
年
生
か
ら
の
団
体
見
学
が
増
え
る
時
期

で
す
。
小
学
校
三
年
生
は
、
施
設
見
学
や
郷
土

学
習
を
目
的
に
来
ら
れ
ま
す
。
本
展
は
こ
の
時

期
に
合
わ
せ
て
身
近
な
生
活
道
具
の
変
遷
を
紹

介
す
る
も
の
で
す
。

　
展
示
す
る
の
は
、
し
わ
を
伸
ば
す
道
具
と
ご

飯
を
炊
く
道
具
で
す
。
し
わ
を
伸
ば
す
道
具
は

現
在
で
は
電
気
ア
イ
ロ
ン
を
使
い
ま
す
が
、
そ

れ
よ
り
前
の
時
代
に
は
火
の
し
や
こ
て
や
炭
火

ア
イ
ロ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
飯
を
炊
く
道
具

は
、
今
で
は
炊
飯
器
を
使
い
ま
す
が
、
以
前
は

羽
釜
な
ど
を
使
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
展
示
の
内
容
は
、
郷
土
学
習
と
い

い
な
が
ら
実
は
全
国
的
な
も
の
で
、
い
ず
れ
も

小
学
校
三
年
生
が
理
科
の
授
業
で
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
学
び
始
め
る
時
期
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て

い
ま
す
。

　
今
回
当
館
で
も
や
は
り
同
じ
よ
う
な
資
料
を

展
示
し
ま
す
が
、
今
後
の
郷
土
学
習
の
導
入
と

な
る
よ
う
に
、
二
つ
の
工
夫
を
し
ま
し
た
。

　
第
一
に
、
単
に
現
在
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た

道
具
を
並
べ
て
「
昔
は
不
便
だ
っ
た
」「
今
と

は
違
う
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
つ
の
時
代

も
そ
の
当
時
の
生
活
に
合
っ
た
道
具
を
使
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
で
す
。

　
第
二
に
、
昔
の
道
具
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
、
現
在
ま
で
の
変
遷
に
つ
い
て
触
れ
る

こ
と
で
す
。
郷
土
と
い
う
と
昔
の
こ
と
と
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
が
、
現
在
と
の
関
わ
り
が
な

け
れ
ば
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
難
し

い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
小

学
生
に
と
っ
て
は
、
電
気
ア
イ
ロ
ン
や
電
気
炊

飯
器
の
登
場
は
目
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
電
化
製
品
を
使
わ
な
い
暮
ら
し
が
あ
っ
た

こ
と
や
生
活
道
具
が
電
化
し
て
い
く
過
程
も
紹

介
し
な
が
ら
、
本
展
で
は
電
化
し
た
後
の
こ
と

に
も
触
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
団
体
見
学
は
開
館
中
に
行
な
っ
て
お

り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
混
雑
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
小
学
校
か
ら
の
団
体
見
学
は
、
平

日
午
前
中
に
来
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
ご
理
解
の
う
え
ご

来
館
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
郷
土
　
鄧
　

君
龍
）小学校団体見学の様子

富
士
へ
行
く
な
ら

　
　
　
　
　

両
参
り

大
ケ
ー
ス

む
か
し
の
道
具　
　
　
　
　

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

　
　

    

ル
ー
ム
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左
に
示
し
た
二
枚
の
写
真
は
、
ほ
ぼ
同
じ
地

点
か
ら
撮
影
し
た
昭
和
三
四（
一
九
五
九
）年
と

現
在（
二
〇
二
三
年
一
一
月
二
五
日
）の
椎し
い

名な

町ま
ち

駅
付
近
の
様
子
で
す
（
上
写
真
は
松
井
一
彦
氏

撮
影
）。
地
図
に
示
し
た
＊
印
は
撮
影
地
点
を
、

→
は
撮
影
方
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
椎
名
町
駅
は
、
大
正
四（
一
九
一
五
）年
に
開

業
し
た
武
蔵
野
鉄
道（
現
西
武
池
袋
線
）池
袋
駅

の
次
の
駅
と
し
て
大
正
一
三
年
六
月
一
一
日
に

開
設
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
開
設
一
〇
〇
年
と

い
う
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　
上
の
写
真
を
見
る
と
、
昭
和
三
四
年
当
時
の

椎
名
町
駅
は
、
現
在
の
よ
う
な
相そ
う

対た
い

式し
き

ホ
ー
ム

で
は
な
く
、
島し
ま

式し
き

ホ
ー
ム
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
最
近
都
内
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な

く
な
っ
た
構
内
踏
切
が
改
札
と
ホ
ー
ム
の
間
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
豊
島
園
駅
か
ら

池
袋
駅
へ
向
か
う
上
り
電
車
が
停
車
中
の
椎
名

町
駅
の
様
子
で
す
。

　
駅
周
辺
に
目
を
向
け
る
と
、
高
層
の
建
造
物

は
一
切
な
い
こ
と
が
わ
か
る
ほ
か
、
か
つ
て
の

郵
便
ポ
ス
ト
や
公
衆
電
話
ス
ペ
ー
ス
が
確
認
で

き
ま
す
。
さ
ら
に
駅
舎
の
屋
根
形
状
に
注
目
す

る
と
、
下
段
に
掲
載
し
た
昭
和
五
年
頃
の
駅
舎

の
屋
根
と
同
じ
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
中
の
空
襲
被
害
に
よ
り
、
区
域
の

約
七
割
が
焼
失
し
た
豊
島
区
で
す
が
、
椎
名
町

駅
付
近
は
焼
失
を
免
れ
た
た
め
、
駅
の
開
設
当

初
か
ら
戦
中
・
戦
後
を
通
し
て
建
て
替
え
る
こ

と
な
く
、
同
一
の
駅
舎
を
使
用
し
て
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
以
降
、
現
在
の
目
白
通
り
と
山
手

通
り
が
交
差
す
る
あ
た
り
を
中
心
に
開
け
た

椎
名
町
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
前
半
に
成
立
し

た
紀
行
文『
嘉か
り
ょ
う陵
紀き

行こ
う

』に
は
、
慶け
い

徳と
く

屋や

と
い
う

立
派
な
穀こ
く
も
つ
し
ょ
う

物
商
が
い
る
こ
と
、
こ
の
町
の
商
家

に
は
貧
し
い
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
な
ど
、
裕

福
な
町
の
印
象
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
〇
〇

年
前
の
駅
開
設
時
に
駅
名
を
決
め
る
際
も
、
こ

う
し
た
賑
わ
い
を
み
せ
る
町ま
ち

場ば

が
近
隣
に
所
在

す
る
と
こ
ろ
か
ら
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
、
昭
和
一
四
年
か
ら
三
九
年
に
か
け

て
は
、
豊
島
区
の
正
式
な
町
名
と
し
て
椎
名
町

一
～
八
丁
目
（
お
お
よ
そ
現
目
白
四
・
五
丁
目

と
南
長
崎
一
～
六
丁
目
地
域
）
が
使
用
さ
れ
ま

し
た
が
、
昭
和
三
九
年
以
降
の
住
居
表
示
の
実

施
に
伴
い
、
町
名
と
し
て
の
椎
名
町
は
な
く
な

り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　（
郷
土
　
秋
山
伸
一
）

第
　
回
　
祝
！
椎
名
町
駅
!!
今
年
は
開
設
百
年
な
の
で
す

38

昭和５（1930）年頃の椎名町駅舎【『郊外画報』所収】

＊
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二
〇
二
三
年
一
一
月
一
八
日
、「
生
誕
一
〇
〇

年
　
佐
川
美
代
太
郎
展
」
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
、
特
別
対
談
を
開
催
し
ま
し
た
。
マ
ン
ガ

批
評
家
の
夏な

つ

目め

房ふ
さ

之の

介す
け

氏
と
、
漫
画
史
が
ご
専

門
の
明
治
大
学
日
本
学
部
教
授
の
宮み
や

本も
と

大ひ
ろ

人ひ
と

氏

を
お
招
き
し
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
佐
川
美
代
太
郎
の
マ
ン
ガ
作
品
に

つ
い
て
ご
対
談
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
日
は
、
マ
ン
ガ
研
究
に
携
わ
る
方
や
、
佐

川
美
代
太
郎
の
教
え
子
の
方
々
な
ど
、
多
く
の

方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
ほ
ぼ
初
め
て
の
試
み

で
あ
る
佐
川
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
熱
気
に
包
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

対
談
は
佐
川
の
代
表
作
で
あ
る
漢
代
の
歴
史

が
源
流
と
な
っ
て
い
る
マ
ン
ガ
作
品
を
中
心
に

話
が
進
め
ら
れ
、
漫
画
史
に
お
け
る
位
置
づ
け

や
、
佐
川
マ
ン
ガ
の
特
徴
な
ど
を
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。

今
回
の
対
談
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
作

品
は
、
イ
ベ
ン
ト
副
題
と
な
っ
て
い
る
「
汗か
ん

血け
つ

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」「
望ぼ

う
き
ょ
う郷

の
舞
」「
冒ぼ

く

頓と
つ

単ぜ
ん

于う

」
に
「
砂
漠
の
鬼き

龍り
ゆ
う
し子

」
を
加
え
た
四
作
品

で
す
。
宮
本
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
に

共
通
す
る
の
は
、
作
品
の
舞
台
が
中
国
の
歴
史

に
お
け
る
「
漢
」
の
時
代
で
あ
る
こ
と
、「
漢

か
ら
西
域
に
従
軍
し
た
主
人
公
が
帰
還
す
る
こ

と
な
く
人
生
を
終
え
る
」
二
点
で
あ
り
、
佐
川

本
人
の
戦
争
体
験
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
可
能
性

を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
同
時
代
の
マ
ン
ガ
と
の
比
較
や
佐

川
自
身
が
西
域
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
発
表
す

る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ

れ
、
佐
川
作
品
の
表
現
方
法
へ
と
話
題
が
移
り

ま
し
た
。
夏
目
氏
は
は
じ
め
て
佐
川
作
品
を
読

ん
だ
際
「
衝
撃
を
受
け
た
記
憶
は
あ
る
が
、
あ

ま
り
覚
え
て
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
の
主
流
な
マ
ン
ガ
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
要
因
で
、
佐
川
の
マ

ン
ガ
作
品
は
当
時
流
行
し
て
い
た
マ
ン
ガ
の
も

と
と
な
っ
た
戦
前
・
戦
後
の
「
絵
物
語
」
に
非

常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
佐

川
の
作
風
は
ジ
ャ
ン
ル
分
け
が
難
し
い
も
の

の
、「
大
人
ま
ん
が
」
に
分
類
す
る
こ
と
が
可

能
で
、
基
本
的
に
人
物
は
全
身
像
で
描
く
点
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
き
分
け
が
は
っ
き
り
し
な

い
点
、
細
い
線
を
た
く
さ
ん
重
ね
て
描
く
点
な

ど
が
「
大
人
ま
ん
が
」
と
佐
川
作
品
と
に
共
通

す
る
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
描
き
分
け
が
は
っ
き

り
さ
れ
て
い
な
い
点
と
、「
絵
物
語
」
の
特
徴

で
も
あ
る
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
ベ
ー
ス
で
展
開
さ

れ
る
語
り
」
が
手
塚
治
虫
以
降
の
ス
ト
ー
リ
ー

漫
画
に
慣
れ
た
読
者
に
と
っ
て
は
、
感
情
移
入

の
し
に
く
さ
、
読
み
に
く
さ
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
い
ま
す
。
実
際
、
夏
目
氏
も
手
塚
マ
ン

ガ
で
育
っ
た
世
代
と
し
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を

通
し
て
読
者
に
感
情
移
入
を
さ
せ
る
作
品
が
主

流
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
そ
う
で
な
い
作
品
を

読
む
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
ど

う
し
て
も
「
古
い
も
の
」
と
し
て
認
識
し
て
し

ま
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

宮
本
氏
は
佐
川
作
品
の
特
異
性
に
つ
い
て
、

海
外
漫
画
か
ら
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
、
佐
川
作

品
の
掲
載
誌
に
海
外
の
漫
画
作
品
が
多
数
掲
載

さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
絵
本
の
よ
う
な
造
本
で

刊
行
さ
れ
た
単
行
本
が
、フ
ラ
ン
ス
の
バ
ン
ド
・

デ
シ
ネ
と
類
似
す
る
点
な
ど
を
挙
げ
、
な
ん
ら

か
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

佐
川
美
代
太
郎
に
関
し
て
は
、
今
後
も
っ
と

探
求
さ
れ
て
い
く
べ
き
作
家
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
対
談
は
締
め
く
く
ら
れ
、
来
場
者
の
質

疑
応
答
に
移
り
、
盛
況
の
う
ち
に
イ
ベ
ン
ト
は

終
了
し
ま
し
た
。

夏
目
先
生
、
宮
本
先
生
、
そ
し
て
ご
来
場
い

た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
文
学
・
マ
ン
ガ
　
佐
伯
百
々
子
）

「
生
誕

100
年　

佐
川
美
代
太
郎
展
」
関
連
イ
ベ
ン
ト
報
告　

２
０
２
３
年
11
月
18
日
（
土
）
開
催

　
特
別
対
談
　
夏
目
房
之
介
×
宮
本
大
人
「
大
人
ま
ん
が
」
の
臨
界
点

　
　
　
　

―
「
汗
血
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
「
望
郷
の
舞
」
「
冒
頓
単
于
」
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

―

レポート
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今
回
は
「
駒
込
歴
史
散
策
」
と
題
し
、
駒
込

駅
か
ら
ほ
ど
近
い
本
郷
丹
後
守（
以
下
、本
郷
氏
）

下
屋
敷
と
木
戸
孝
允
別
邸
跡
に
つ
い
て
前
後
編

に
分
け
て
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
（
①
）。

前
編
で
は
、
本
郷
氏
が
残
し
た
石
碑
と
屋
敷

に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

旗
本
本
郷
氏
と
御お

鹿し
し

狩か
り

駒
込
パ
ー
ク
ハ
ウ
ス
（
豊
島
区
駒
込
一
丁
目

一
〇

－

一
五
）
と
呼
ば
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一

角
に
二
つ
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
（
②
）。

右
側
の
「
鹿ろ

く

碑ひ

」
は
寛
政
七
（
一
七
九
五
）

年
三
月
五
日
、
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
御
鹿

狩
に
同
行
し
た
旗
本
本
郷
泰や
す

行あ
き

が
造
立
。
左
側

の
「
瘞え
い

賜し

猪ち
ょ

碑ひ

」
は
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）

年
三
月
一
八
日
、
十
二
代
将
軍
家
慶
の
御
鹿
狩

に
同
行
し
た
本
郷
泰や
す

固か
た

（
泰
行
の
孫
）
が
造
立

し
ま
し
た
。
御
鹿
狩
は
、
下
総
国
小
金
原
（
千

葉
県
松
戸
市
）周
辺
の
田
畑
を
荒
ら
す
害
獣（
鹿

や
猪
な
ど
）
の
捕
獲
と
軍
事
訓
練
を
兼
ね
て
行

わ
れ
、
最
盛
期
に
は
旗
本
や
百
姓
、
人に
ん

足そ
く

を
合

わ
せ
て
約
一
〇
万
人
が
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
石
碑
に
は
捕
ら
え
た
獲
物
を
将
軍
か
ら
下か

賜し

さ
れ
た
と
の
記
述
も
あ
り
、
鹿
の
皮
を
脚む

か

絆ば
き

（
狩
装
束
）
に
仕
立
て
、
そ
の
亡な
き

骸が
ら

を
下
屋
敷

内
に
埋
葬
し
た
と
あ
り
ま
す
。

泰
固
は
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
若わ
か

年ど
し

寄よ
り

へ
昇
進
し
、
一
万
石
の
大
名
と
し
て
駿
河
国

（
静
岡
県
）
川か
わ

成な
り

島じ
ま

藩
を
立り
っ

藩ぱ
ん

し
ま
す
。
し
か

し
、
翌
五
年
の
「
安
政
の
大
獄
」
に
よ
り
泰
固

は
改か
い

易え
き

さ
れ
、
川
成
島
藩
は
廃は

い

藩は
ん

し
ま
し
た
。

旗
本
が
自
ら
の
事
跡
を
書
き
残
し
た
石
碑
は

数
が
少
な
く
、
武
家
の
足
跡
や
地
域
の
歴
史
を

知
る
う
え
で
貴
重
な
歴
史
資
料
と
い
え
ま
す
。

両
石
碑
は
、
平
成
一
〇
（
一
九
九
八
）
年
一
〇

月
一
三
日
に
豊
島
区
指
定
有
形
文
化
財
（
歴
史

資
料
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

本
郷
氏
の
屋
敷
と
老
狐

『
安
政
年
代
駒
込
冨
士
神
社
周
辺
之
図
及
図

説
』（
一
九
三
五
年
作
成
、文
京
区
指
定
文
化
財
）

よ
り
、
本
郷
氏
の
屋
敷
に
住
み
着
い
て
い
た
尻

尾
の
先
が
白
い
老
狐
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

そ
の
狐
は
と
て
も
お
と
な
し
く
、
殿
様
（
本

郷
氏
か
？
）
か
ら
扶ふ

持ち

を
与
え
ら
れ
、仲ち

ゅ
う
げ
ん間（

武

家
奉
公
人
）
の
お
爺
さ
ん
が
毎
日
餌
を
あ
げ
て

い
ま
し
た
。
稀
に
屋
敷
の
外
に
狐
が
姿
を
現
し

た
際
に
は
、
人
々
が
呼
び
か
け
合
い
、
危
害
を

加
え
る
こ
と
な
く
狐
を
眺
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

御
鹿
狩
で
下
賜
さ
れ
た
鹿
の
亡
骸
を
埋
葬

し
、
屋
敷
内
の
狐
に
扶
持
を
与
え
る
な
ど
、
慈い
つ
く

し
み
と
も
と
れ
る
行
動
か
ら
本
郷
氏
と
動
物
と

の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

次
回
後
編
で
は
、
本
郷
氏
の
屋
敷
跡
に
建
て

ら
れ
た
木
戸
孝
允
の
別
邸
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
郷
土
　
清
水
健
太
）
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