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毎
年
一
二
月
か
ら
翌
年
二
月
頃
に
か
け
て
、
区
内
の
公
立
小
学
校
に
通
う
三
年

生
は
、
社
会
科
「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」
の
単
元
で
、
か
つ
て
日
常
生
活
で

用
い
ら
れ
た
道
具
類
や
、
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
す
。
そ
の
一

環
と
し
て
地
域
の
博
物
館
や
資
料
館
な
ど
を
見
学
し
、
実
物
資
料
を
観
た
り
触
っ

た
り
し
て
、
調
べ
方
や
ま
と
め
方
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
自
ら
体
験
す
る
の
で
す
。

郷
土
資
料
館
の
常
設
展
示
室
で
は
、
収
蔵
資
料
の
中
か
ら
お
も
に
昭
和
戦
前
期

か
ら
戦
後
高
度
経
済
成
長
期
頃
ま
で
の
生
活
資
料
を
選
択
し
、「
む
か
し
の
く
ら

し
」
と
題
し
て
資
料
を
列
品
し
（
写
真
参
照
）、
こ
の
時
期
の
授
業
に
活
用
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
一
月
下
旬
か
ら
三
月
上
旬
の
間
に
、
区
内
八

校
約
四
〇
〇
名
の
児
童
が
引
率
教
員
と
と
も
に
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。

児
童
ら
は
、
各
学
校
ご
と
に
作
成
・
配
布
さ
れ
た
見
学
の
し
お
り
（
サ
ブ
ノ
ー

ト
）
類
に
、
自
分
が
興
味
を
持
っ
た
展
示
資
料
を
ス
ケ
ッ
チ
し
、
ま
た
使
用
年
代
、

使
い
方
を
記
入
し
ま
す
。「
黒
電
話
は
ど
う
や
っ
て
ダ
イ
ヤ
ル
す
る
の
？
」、「
白

黒
テ
レ
ビ
は
ど
う
や
っ
て
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
か
え
る
の
？
」
と
い
っ
た
、
〝
ち
ゃ
き

ち
ゃ
き
の
高
度
成
長
期
世
代
〞
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
は
、「
ど
う
し
て
そ
ん
な
ギ

モ
ン
が
…
？
」
と
思
う
よ
う
な
質
問
に
対
し
て
も
、〈
確
か
に
電
話
も
プ
ッ
シ
ュ

式
が
主
流
に
な
っ
て
相
当
年
数
が
経
つ
な
あ
…
〉
あ
る
い
は
、〈
か
な
り
前
か
ら

テ
レ
ビ
を
購
入
す
る
と
リ
モ
コ
ン
は
必
ず
付
属
し
て
い
る
な
あ
…
〉
と
思
い
直
し
、

そ
の
場
で
実
際
に
動
か
し
て
児
童
ら
の
ギ
モ
ン
解
決
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

当
館
の
よ
う
な
地
域
博
物
館
と
地
元
の
小
中
学
校
が
い
か
に
連
携
し
、
児
童
・

生
徒
の
学
習
効
果
を
高
め
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
地
域
博
物
館
の
ス
タ
ッ
フ
と

小
中
学
校
教
員
と
が
う
ま
く
協
働
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
一
九
八
四
年
の

開
館
か
ら
三
〇
周
年
を
迎
え
る
今
年
、
地
元
密
着
型
の
郷
土
資
料
館
で
あ
り
続
け

る
た
め
に
、
展
示
・
講
座
等
の
事
業
面
は
も
ち
ろ
ん
、
資
料
の
整
理
・
保
存
、
調

査
・
研
究
、
ま
た
先
の
学
校
連
携
に
つ
い
て
も
、
再
点
検
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

（
秋
山
）

ちゃぶだい

「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」
展
示
か
ら
考
え
る

かたりべ
豊島区立郷土資料館だより

111

常設展示室「むかしのくらし」コーナー
1960年前後の一般家庭の茶の間風景を
再現しました。卓袱台、白黒テレビ、
真空管ラジオ、火鉢、柱時計、黒電話
などが展示されています。

「むかしのくらし」コーナーはいつも
賑わっています（2014年1月28日の区
内小学校見学時に撮影）
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現
在
、私
た
ち
が
毎
日
使
っ
て
い
る
歯
ブ
ラ
シ

や
歯
磨
剤
が
、日
本
に
お
い
て
使
用
さ
れ
は
じ
め

た
の
は
明
治
以
降
こ
と
で
す
。近
世
に
は
、先
端

が
毛
束
の
形
状
に
似
た
房ふ

さ
よ
う
じ

楊
枝
な
ど
の
楊
枝
と
、

特
殊
な
砂
や
塩
と
数
種
類
の
香
料
を
混
ぜ
合

わ
せ
た「
〜
散
」「
〜
香
」「
〜
歯
磨
」な
ど
の
名

称
の
歯
磨
粉
に
よ
っ
て
、口
と
舌
の
清
掃
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。『
江
戸
名
所
図
会
』（
巻
之
六 

開
陽
之
部
）は
、金
竜
山
浅
草
寺
境
内
に
つ
い
て
、

「
境
内
楊
枝
を
鬻ひ

さ

ぐ
店
、甚

は
な
は
だ多

し
。」と
、長
谷

川
雪
旦
の
挿
絵
と
も
に
楊
枝
店
が
立
ち
並
ぶ
様

子
を
い
ま
に
伝
え
て
い
ま
す
。

明
治
に
な
る
と
西
洋
文
化
の
影
響
を
受
け

る
中
で
国
内
に
お
い
て
も
西
洋
処
方
の
歯
磨
と
、

現
在
使
わ
れ
て
い
る
形
の
歯
ブ
ラ
シ
の
使
用
・
製

造
が
は
じ
ま
り
、「
〜
歯は

ぶ

ら

し

刷
子
」の
名
称
が
見
ら

れ
よ
う
に
な
り
ま
す
。雑
司
が
谷
遺
跡
飯
田
豆

腐
店
地
区
か
ら
は
、骨
製
の
歯
刷
子（
写
真
１
）

と
ロ
ン
ド
ン
製
の
歯
磨
容
器（
写
真
３
）が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。現
在
で
も
、雑
司
が
谷
旧
宣
教

師
館（
旧
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
邸
）が
あ
る
雑
司
が
谷

地
域
か
ら
は
、他
に
も
洋
食
器
類
や
ジ
ュ
ラ
ー
ル
瓦

（
明
治
期
横
浜
で
作
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
瓦
）な
ど

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、早
い
時
期
に
西
洋
式
の
生

活
様
式
が
導
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
推
定
で

き
ま
す
。し
か
し
、西
洋
処
方
の
歯
磨
・
歯
刷
子

と
も
に
庶
民
に
は
ま
だ
高
級
品
で
し
た
。

夏
目
漱
石
の『
門
』に「
自
分
の
下
宿
に
ゐ
た

法
科
大
学
生
が
、一ち

ょ
っ
と
寸
散
歩
に
出
る
序
に
、資
生

堂
へ
寄
つ
て
、三
つ
入
り
の
石し

ゃ
ぼ
ん鹸
と
歯は

み
が
き磨
を
買
ふ

の
に
さ
へ
、五
円
近
く
の
金か

ね

を
払
ふ
華く

わ
し
ゃ奢

を
思
ひ

浮
か
べ
た
。」（『
漱
石
全
集 

第
六
巻
』）と
い
う
一

節
が
あ
り
ま
す
。同
作
が
、東
京
朝
日
新
聞
・
大

阪
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
一
九
一
〇
年（
明
治

四
三
年
）は
、銭
湯
の
入
浴
料
が
三
銭（『
物
価

の
文
化
史
事
典
』）の
時
代
で
し
た
。資
生
堂
の

歯
磨
容
器（
写
真
４
）は
、巣
鴨
遺
跡
都
営
三
田

線
巣
鴨
駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
地
区
か
ら
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。表
面
に
は
、緑
呉
須
で「
福
原
衛
生
歯
磨

石
鹸
」「
本
舗
東
京
資
生
堂
謹
製
」と
施
さ
れ
て

い
ま
す
。「
福
原
衛
生
歯
磨
石
鹸
」は
、福
原
商

店（
現
、資
生
堂
）が
一
八
八
八
年（
明
治
二
一
年
）

に
発
売
し
た
日
本
初
の
練
歯
磨
で
、小
一
五
銭
・

大
二
五
銭（『
東
京
小
間
物
化
粧
品
名
鑑
』）と
、

当
時
主
流
の
粉
歯
磨
の
約
十
倍
の
価
格
に
も
か

か
わ
ら
ず
、粉
の
よ
う
に
飛
び
散
っ
て
周
り
を
汚

す
こ
と
も
な
い
の
で
海
軍
、特
に
軍
艦
用
と
し
て

採
用（『
歯
科
の
歴
史
お
も
し
ろ
読
本
』）さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
地
区
か
ら
は
他
に
も
、長
瀬
商
店（
現
、

花
王
）が
、一
八
九
三
年（
明
治
二
六
年
）に
発
売

し
た
、「
鹿
印
練
歯
磨
」の
容
器（
写
真
５
）が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。卵
型
容
器
は
特
徴
的
で
明
治

末
に
は
英
国
か
ら
も
注
文
が
入
り
大
正
末
ま
で

販
売（『
花
王120

年1890-2010

年
』）さ
れ

ま
し
た
。大
正
期
に
は
歯
刷
子
も
多
く
海
外
に

輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、こ
う
し
た
状
況

は
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
一
変
し
ま
す
。セ
ル

ロ
イ
ド
製
へ
と
移
行
し
は
じ
め
て
い
た
歯
刷
子

は
、セ
ル
ロ
イ
ド
が
爆
薬
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、ま
っ
た
く
手
に
入
ら
な
く
な
り
、木
や

竹
製
に
一
時
期
戻
り
ま
す（『
改
訂
歯
ブ
ラ
シ
事

典
』）。ま
た
、金
属
や
ガ
ラ
ス
容
器
の
代
用
品
と

し
て
陶
磁
器
の
容
器
が
作
ら
れ
、歯
磨
容
器
に

も
代
用
品
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。長

崎
一
丁
目
周
辺
遺
跡
山
手
通
り
地
区
か
ら
見
つ

か
っ
た
、ミ
ツ
ワ
石
鹸
本
舗「Z

E
O
L
A
 

ゼ
オ
ラ

薬
用
歯
磨
」の
容
器（
写
真
６
）も
代
用
品
で
、

赤
や
白
の
缶
で
作
ら
れ
た
同
じ
意
匠
の
容
器
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　（
甲
田
）

1
．骨
製
の
歯
刷
子

　
　
　
　  

雑
司
が
谷
遺
跡 

飯
田
豆
腐
店
地
区

2
．セ
ル
ロ
イ
ド
製
の
歯
刷
子 

東
池
袋
遺
跡

　
　
東
京
簡
易
保
険
総
合
健
診
セ
ン
タ
ー
地
区

3.陶器の歯磨容器蓋
BREIDENBACH’S CHERRY PASTE EXTRA
MOIST FOR THE TEETH AND GUM
雑司が谷遺跡 飯田豆腐店地区

4.磁器の歯磨容器蓋
福原衛生歯磨石鹸
巣鴨遺跡 都営三田線巣鴨駅
エレベーター地区

5.磁器の歯磨容器蓋 
鹿印練歯磨
巣鴨遺跡 都営三田線巣鴨駅
エレベーター地区

6.陶器の歯磨容器蓋
ゼオラ薬用歯磨
長崎一丁目周辺遺跡 
山手通り地区（（関）SJ53工区） 

考
古
資
料
か
ら
み
る
近
代
口
腔
衛
生
事
始
め ―

豊
島
区
内
出
土
の
歯
刷
子
と
歯
磨
容
器―
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資
料
館
に
は
、
富
士
講
の
装
束
で
あ
る
行ぎ

ょ
う
い衣

が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）
。
こ
の
行

衣
に
は
「
東
北
頂
上
之
印
」
「
中
道
大
澤
大
行

印
」
「
西
口
人
穴
之
印
」
な
ど
、
様
々
な
印い

ん

が

押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
印
は
富
士
山
登

拝
時
に
巡
っ
た
修
行
場
所
や
御お

し師
の
家
に
て
押

さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
印
を
解
読
す
る
事

に
よ
っ
て
そ
の
行
衣
を
着
用
し
た
人
の
富
士
山

登
拝
の
足
跡
を
辿
る
事
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
、

印
の
調
査
を
始
め
ま
し
た
。

資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
行
衣
に
押
さ
れ

て
い
る
印
に
は
、
円
形
、
長
方
形
、
ひ
し
形
、

天
狗
の
持
っ
て
い
る
葉
う
ち
わ
形
な
ど
、
大
き

く
分
け
て
九
種
類
の
形
が
確
認
で
き
ま
す
（
写

真
２
）
。
着
用
し
た
人
に
よ
っ
て
そ
の
押
印
数

は
異
な
り
ま
す
が
、
多
い
も
の
は
一
枚
の
行
衣

に
約
二
百
の
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。

行
衣
に
押
さ
れ
た
印
は
、
着
用
し
た
ま
ま
押

さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
す
べ
て
が
き
れ
い
に
押

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
形
や
文
字

を
解
読
す
る
の
が
難
し
い
印
が
多
く
あ
り
ま
す
。

印
同
士
が
重
な
っ
て
い
た
り
、
篆て

ん
し
ょ
た
い

書
体
や
旧
字

体
の
文
字
、
図
像
の
み
で
あ
ら
わ
し
た
印
な
ど
、

最
初
か
ら
読
め
る
印
は
少
し
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

一
つ
一
つ
の
印
を
撮
影
し
、
一
覧
表
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
同
型
の
印
を
発
見
し
、
文
字
の
特

定
な
ど
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

行
衣
に
押
さ
れ
た
印
は
、
一
見
無
造
作
に
押

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
印
の
特
徴

が
徐
々
に
わ
か
っ
て
く
る
と
、
そ
の
押
印
位
置

に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え

ば
、
小こ

み
た
け

御
嶽
神
社
の
長
方
形
の
印
は
襟え

り
も
と元

に
、

浅
間
神
社
奥
宮
の
印
は
背
面
上
部
中
央
に
押
さ

れ
て
い
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
押
印
位

置
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
査
を
進
め
て
い
く
こ

と
で
、
そ
の
押
印
位
置
の
意
味
が
わ
か
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

印
の
解
読
が
進
む
と
、
あ
る
程
度
の
場
所
の

特
定
は
可
能
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
地
点
同

士
を
つ
な
ぐ
ル
ー
ト
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ

の
ル
ー
ト
や
印
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
、

二
〇
一
三
年
一
一
月
九
・
十
日
、
『
か
た
り

べ
』
一
〇
九
号
で
紹
介
し
た
富
士
吉
田
市
の
御

師
、
大だ

い
こ
く
や

国
屋
の
田
辺
四
郎
氏
を
お
訪
ね
し
ま
し

た
。田

辺
氏
か
ら
は
、
講
中
の
人
々
に
対
し
て
の

御
師
の
役
割
や
、
富
士
山
登
拝
時
に
巡
る
修
行

地
や
そ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
田
辺
氏
は
小
さ
い
頃
に
講
中
の
人
々

の
行
衣
へ
印
を
押
し
た
経
験
が
あ
る
と
の
事
で
、

田
辺
氏
所
蔵
の
印
鑑
を
見
せ
て
い
た
だ
き
（
写

真
３
）
、
資
料
館
所
蔵
行
衣
に
押
さ
れ
た
印
と

照
合
の
た
め
、
す
べ
て
の
印
を
記
録
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

行
衣
に
押
さ
れ
た
印
一
つ
を
丁
寧
に
見
て
い

く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
や
文
字
、
図
像
、
押
印

位
置
、
色
な
ど
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
同
形
の
印
で
も
線
の
太

さ
の
違
い
も
見
ら
れ
ま
す
。
行
衣
を
見
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
押
さ
れ
て
い
る
印
の
数
に

圧
倒
さ
れ
ず
、
一
つ
一
つ
の
印
を
じ
っ
く
り
観

察
し
、
そ
の
行
衣
を
着
用
し
て
い
た
人
の
修
行

の
足
跡
を
思
い
め
ぐ
ら
せ
て
み
て
下
さ
い
。

な
お
、
詳
細
は
二
〇
一
四
年
三
月
発
行
の

『
生
活
と
文
化
』
第
23
号
に
て
報
告
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
　
　
（
郷
土
資
料
館
調
査
員
　
佐
久
間
）

写真１　資料館所蔵行衣

写真２
行衣に押された印

写真３　田辺氏所蔵の印鑑

富
士
講
関
係
調
査
3
　
富
士
講
行
衣
に
押
さ
れ
た
印 ―

印
か
ら
見
る
富
士
講
修
行
の
足
跡―
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み
な
さ
ん
は
「
捨
て
る
」
も
の
と
「
残
す
」

も
の
を
迷
っ
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
博

物
館
で
仕
事
を
し
て
い
る
私
た
ち
は
、
古
い
文

書
や
モ
ノ
を
収
集
し
て
保
管
し
、
後
世
に
継
承

し
て
い
く
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
大
量
の
文
書
を
管
理
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は
、
戦
国
時
代
に
領
主

か
ら
領
民
へ
文
書
を
作
成
し
て
命
令
を
伝
え
る

「
文
書
に
よ
る
支
配
」
が
始
ま
り
、
江
戸
時
代

に
は
様
々
な
文
書
が
大
量
に
作
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
で
は
、
領
主
を
代
行
し
て
町
や
村

の
名な

ぬ
し主

・
庄
屋
が
文
書
を
作
成
し
、
百
姓
た
ち

に
命
令
を
伝
え
た
り
、
反
対
に
訴
え
や
願
い
を

領
主
に
提
出
す
る
仲
介
を
し
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
人
が
増
え
た

の
も
こ
の
頃
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
て
多
量
に
作
成
し
た
文
書
を

昔
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
今
回
の
本
題
で
す
。

そ
の
際
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
文
書

が
「
引
継
目
録
」
に
な
り
ま
す
。
現
代
社
会
で

も
、
仕
事
を
す
る
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
り
、
簡
単
に
い
え
ば
業
務
の
手
引
き

書
・
取
扱
い
説
明
書
の
よ
う
な
も
の
に
該
当
し

ま
す
。

豊
島
区
域
の
村
々
に
は
、
江
戸
時
代
の
よ
う

な
古
い
「
引
継
目
録
」
は
残
念
な
こ
と
に
残
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
無
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
今
回
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
昭

和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
高
田
町
長
中な

か
や
ま
け
ん
ぞ
う

山

三

（
昭
和
三
年
一
月
〜
同
四
年
九
月
在
任
）
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
引
継
目
録
」
で
す
。

こ
の
「
引
継
目
録
」
の
内
容
を
読
む
と
、

「
ど
の
文
書
が
何
の
目
的
で
作
成
さ
れ
、
ど
う

い
っ
た
意
味
で
残
し
た
の
か
」
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
当
時
、
こ
の
地
域
に
お

い
て
「
何
を
問
題
に
し
て
い
て
、
ど
う
い
っ
た

取
り
組
み
を
し
て
い
た
の
か
」
を
考
え
る
材
料

に
な
る
の
で
す
。
で
は
、
目
次
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

「
一
、
高
田
町
人
口
・
戸
数
其
他
ノ
事
項

二
、
本
町
公
有
財
産
・
基
本
財
産
及

お
よ
び

積
立

金
・
営え

い
ぞ
う
ぶ
つ

造
物
・
金き

ん
い
ん員

三
、
町
債

四
、
本
町
歳
入
・
歳
出

五
、
国
税
・
府
税
其
他
官
庁
・
公
共
団
体
ヨ

リ
委
託
セ
ラ
レ
タ
ル
徴
収
ニ
関
ス
ル
件

六
、
本
町
町
税
其
他
徴
収
ニ
関
ス
ル
件

七
、
公
文
書
記
録
・
簿ぼ

し
ょ書

・
諸
台
帳
・
図
書

八
、
備
品
・
什じ

ゅ
う
き器

九
、
処
分
未み

さ
い
も
し

済
若
ク
ハ
未
着
手
ノ
事
項
　
」

以
上
あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
町
の
基
礎
資

料
に
な
る
文
書
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
中
で
、

「
九
」
の
「
処
分
未
済
」
に
注
目
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

「
一
、
町
会
ノ
議
決
ニ
因よ

リ
執
行
ス
ベ
キ
事
項

イ
、
高
田
第
五
尋
常
小
学
校
設
立
工
事
ニ

関
ス
ル
件

ロ
、
役
場
庁
舎
新
築
ノ
件

ハ
、
廃
道
及
道
路
附
換
并

な
ら
び

ニ
水
路
土つ

ち
あ
げ揚

ヲ

道
路
ニ
認
定
ノ
件

ニ
、
道
路
台
帳
作
成
ニ
関
ス
ル
事
項

二
、
其
他
ノ
処
分
未
済
事
項

イ
、
選
挙
名
簿
ニ
関
ス
ル
事
項

ロ
、
恤

じ
ゅ
っ
き
ゅ
う

救
ニ
関
ス
ル
件

ハ
、
鬼
子
母
神
道
・
新
井
薬
師
道
修
繕
費

予
算
繰く

り
こ
し越

ニ
関
ス
ル
事
項

ニ
、
退
職
名
誉
職
員
ニ
対
シ
功
労
表
彰
セ

ン
ト
シ
之こ

れ

ガ
計
画
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
未い

ま
だタ

追
加
予
算
ヲ
提
出
ラ
ル
ニ
至
ラ
スず

ホ
、
塵じ

ん
か
い芥

捨
場
ニ
関
ス
ル
件

ヘ
、
戸
籍
事
務
ニ
関
ス
ル
事
項

ト
、
兵
事
ニ
関
ス
ル
事
項

チ
、
土
木
事
務
ニ
関
ス
ル
事
項
　
　
　
」

ご
覧
の
通
り
、
「
未
済
」
つ
ま
り
、
こ
れ
か

ら
町
が
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業

に
つ
い
て
、
い
ろ
は
順
に
並
べ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
一
‐
イ
」
の
高
田
第
五
尋じ

ん
じ
ょ
う常
小

学
校
（
現
目
白
小
学
校
）
で
す
が
、
昭
和
三
年

に
元
学
習
院
用
地
の
払
下
げ
を
受
け
て
、
同
四

年
新
築
工
事
を
行
い
、
児
童
六
〇
〇
名
を
収
容

す
る
校
舎
が
落
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
一

‐
ロ
」
の
役
場
庁
舎
新
築
は
、
昭
和
五
年
に
行

わ
れ
た
庁
舎
の
改
築
事
業
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
事
業
で
あ
っ
た

の
が
「
二
‐
チ
」
の
土
木
事
業
で
す
。
当
時
、

道
路
測
量
と
隣
接
市
町
村
の
境
界
査
定
の
調
査

が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
大
規
模
な
下
水
道
築

造
工
事
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

写
真
は
、
土
木
課
が
引
き
継
い
だ
文
書
目
録

の
一
部
で
す
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
文
書
が
全

て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当

時
の
人
た
ち
が
こ
の
文
書
一
つ
一
つ
を
「
必
要

な
文
書
」
と
し
て
後
世
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で

す
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
、
高
田
町
の
新
た
な
歴

史
を
解
き
明
か
し
て
い
く
鍵
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
髙
木
）

の
こ

高田町土木課『引継目録』

高
田
町
役
場
が
遺
し
た
文
書
た
ち
（
旧
高
田
町
公
文
書･

引
継
目
録
）



5

二
〇
一
三
年
七
月
か
ら
十
一
月
の
間
、
五
回

に
渡
り
、
芝
﨑
浩
平
氏
（
千
葉
県
立
房
総
の
む

ら
）
を
講
師
と
し
て
迎
え
、
金
属
保
存
処
理
の

方
法
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
普
段
資
料
整
理

を
し
て
い
る
私
た
ち
が
、
一
歩
進
ん
だ
作
業
を

試
み
ま
し
た
。

今
回
、
錆さ

び

の
出
て
い
る
鉄
製
の
道
具
に
対
し

て
、
資
料
そ
の
も
の
を
傷
め
な
い
よ
う
に
し
な

が
ら
防ぼ

う
せ
い錆
処
理
を
行
い
ま
し
た
。
道
具
は
、
鉄

と
木
で
で
き
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、

木
と
鉄
が
接
し
て
い
る
部
分
で
鉄
が
錆
び
る
と
、

木
に
ひ
び
が
入
っ
て
割
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
博
物
館
資
料
と
し
て
錆
を
防
ぐ
こ

と
が
大
切
で
す
。

保
存
処
理
は
、

①
刷は

け毛
な
ど
で
錆
を
落
と
す

②
椿

つ
ば
き
あ
ぶ
ら
油
を
塗
布
す
る

③
数
日
後
に
椿
油
を
拭ふ

き
取
り
、
椿
油
を
乾

燥
さ
せ
る
た
め
、
一
ヶ
月
ほ
ど
一
時
保
管
場
所

に
置
く

④
椿
油
が
手
に
つ
か
な
く
な
っ
た
ら
、
元

あ
っ
た
所
定
の
場
所
（
収
蔵
庫
）
に
戻
す

と
い
っ
た
手
順
で
進
め
ら
れ
ま
す
。

今
回
は
、
鍬く

わ

、
鎌か

ま

、
屋
根
ば
さ
み
、
の
こ
ぎ

り
、
釜か

ま

、
枡ま

す

、
斧お

の

、
大
八
車
の
車
輪
と
荷
台
な

ど
と
い
っ
た
様
々
な
資
料
に
処
理
を
ほ
ど
こ
し

ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
に
は
注
意
す
べ
き
こ
と
、

あ
る
い
は
工
夫
で
き
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

ま
ず
は
じ
め
の
錆
落
と
し
の
工
程
で
は
、
通

常
、
硬
い
天
然
素
材
の
刷
毛
を
用
い
ま
す
が
、

今
回
、
太
い
絵
筆
を
短
く
切
っ
た
も
の
も
用
い

ま
し
た
（
写
真
１
）
。
さ
ら
に
、
筆
以
外
に
、

消
し
ゴ
ム
を
用
い
て
錆
を
落
と
す
こ
と
に
も
挑

戦
し
ま
し
た
。
消
し
ゴ
ム
を
用
い
て
み
た
と
こ

ろ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
錆
を
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
落
と

す
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
有
効
で
し
た
。

第
二
段
階
の
椿
油
を
塗
布
す
る
場
面
で
は
、

椿
油
の
性
質
に
注
意
し
な
が
ら
、
刷
毛
や
面め

ん
そ
う相

筆ふ
で

な
ど
で
塗と

ふ布
し
て
い
き
ま
し
た
。
椿
油
に
は

防
錆
の
効
果
が
あ
り
、
昔
か
ら
刀
剣
や
大
工
道

具
に
用
い
ら
れ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
椿
油
は
浸
透
力
が
強
い
と
い
う
性
質

を
持
ち
ま
す
。
一
方
、
木
製
で
あ
る
柄え

に
は
、

一
度
油
が
付
着
し
て
し
ま
う
と
、
二
度
と
落
と

せ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
柄
の
部
分
に
椿
油
が

染
み
て
い
か
な
い
よ
う
、
１
〜
２
㎝
ほ
ど
手
前

で
塗
る
の
を
や
め
ま
す
。
慎
重
に
塗
布
し
て
い

き
ま
し
た
（
写
真
２
）
。
後
日
、
椿
油
を
塗
布

し
た
資
料
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
柄
（
木
製
）

の
部
分
の
手
前
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
浸
透
し
て
お
り
、

椿
油
の
浸
透
力
の
高
さ
に
驚
き
ま
し
た（
写
真
３
）。

第
三
段
階
の
、
数
日
後
に
資
料
を
確
認
す
る

場
面
で
は
、
椿
油
を
塗
布
し
す
ぎ
た
も
の
、
逆

に
椿
油
が
足
り
な
か
っ
た
も
の
の
確
認
を
し
て

い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
塗
布
し
す
ぎ
た
も
の

は
、
椿
油
を
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
な
ど
で
拭
き

取
り
、
塗
布
し
き
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
面
相

筆
や
綿
棒
な
ど
で
慎
重
に
再
度
塗
布
を
行
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
椿
油
が
乾
い
た
時
点

で
、
資
料
を
収
蔵
庫
の
定
位
置
へ
戻
し
ま
す
。

本
来
、
修
復
作
業
は
、
特
別
な
技
術
を
身
に

付
け
た
専
門
家
が
行
う
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
身
近
な
道
具
を
用
い
た
、
な
る

べ
く
簡
単
な
方
法
の
修
復
作
業
に
関
す
る
知
識

を
身
に
付
け
て
お
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な

こ
と
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
（
郷
土
資
料
館
調
査
員
　
相
川
）

写真1　ブラシで鍬の錆を落としているところ

写真2
鍬に椿油を塗布しているところ

写真3
約2ヶ月後に椿油が乾燥した状態

　　写真4　調査員一同で作業をしている様子
「錆落としで腕が痛い…」「椿油はどこまで塗布したら
良いかな？」「傷付けないように慎重に…」

サ
ビ
を
落
と
す・資
料
を
守
る ―

金
属
保
存
処
理
を
体
験
し
て―
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み
な
さ
ん
は
国
勢
調
査
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ

た
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
「
国
勢
調
査
ニ
関

ス
ル
法
律
」
（
明
治
三
五
年
公
布
）
に
基
づ
き
、

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
一
〇
月
一
日
、
初
の

全
国
規
模
の
本
格
的
な
人
口
調
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
以
来
五
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
（
昭
和

二
〇
年
は
終
戦
直
後
の
た
め
行
わ
れ
ず
、
二
二

年
臨
時
国
勢
調
査
を
実
施
）、平
成
二
七
年
国
勢

調
査
（
第
二
〇
回
）
で
九
五
年
目
を
迎
え
ま
す
。

第
一
回
国
勢
調
査
で
は
、
国
勢
調
査
員
が
申

告
書
を
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
一
〇
月
一
日

午
前
零れ

い
じ時
現
在
の
氏
名
、
世
帯
に
於お

け
る
地

位
、
男
女
の
別
、
出
生
の
年
月
日
、
配
偶
の
関

係
、
職
業
及
職
業
上
の
地
位
、
出
生
地
、
民
籍

別
又
は
国
籍
別
の
八
項
目
を
記
入
し
て
、
同
日

午
前
八
時
か
ら
調
査
員
が
回
収
す
る
方
法
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
一
大
国
家
事
業
を
成
功
さ

せ
る
た
め
、
国
勢
調
査
局
や
各
自
治
体
で
は
ポ

ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
調
査
の
意
義
や

重
要
性
を
広
く
国
民
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

東
京
府
の
チ
ラ
シ
に
は
「
社
会
の
実
況
を
調

べ
国
家
の
繁
栄
や
国
民
の
幸
福
と
な
る
各
種
施

設
の
根
本
に
す
る
為た

め

に
行
ふ
の
で
、
課
税
の
為

で
も
な
く
犯
罪
を
捜
す
為
で
も
な
く
又
実
際
を

有
り
の
ま
ま
に
調
べ
る
の
で
戸こ

せ
き籍

や
寄き

り
ゅ
う留

と
は

関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
又
申
告
書
に
書か

い

て
あ
る
事

柄
は
決
し
て
他
へ
漏も

ら
し
ま
せ
ぬ
か
ら
安
心
し

て
有
り
の
ま
ま
を
書
い
て
下
さ
い
。
…
国
民
た

に
し
た
い
も
の
で
す
。
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た

西
巣
鴨
町
役
場
の
チ
ラ
シ
に
は
「
国
勢
調
査
は

文
明
国
の
仕
事
、
国
勢
調
査
の
失
敗
は
国
民
の

恥は
ぢ
（
じ
）
辱
」
と
い
う
見
出
し
と
と
も
に
申
告
書
の
提

出
に
つ
い
て
注
意
喚か

ん
き起

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
国
勢
調
査
の
Ｐ
Ｒ
に
貢
献
し
た
の
が

記
念
絵
は
が
き
で
し
た
。
当
館
で
は
、
上
の
二

枚
の
ほ
か
に
、
申
告
書
が
そ
の
ま
ま
図
柄
と

な
っ
た
絵
は
が
き
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

第
一
回
調
査
の
結
果
、
豊
島
区
域
の
西
巣

鴨
町
の
人
口
は
五
万
一
四
七
八
人
で
、
近
郊

八
四
か
町
村
の
う
ち
渋
谷
町
に
次
い
で
第
二
位

を
占
め
、
巣
鴨
町
は
二
万
八
〇
三
五
人
、
高

田
町
二
万
六
七
八
六
人
、
長
崎
村
は
わ
ず
か

三
五
〇
四
人
で
し
た
。
し
か
し
、
大
正
一
四
年

の
第
二
回
調
査
で
は
、
長
崎
村
は
約
四
倍
の

一
万
三
八
三
〇
人
に
急
増
し
、
他
の
三
町
も

一
・
四
倍
〜
二
倍
近
く
増
加
し
て
い
ま
す
。
大

正
期
以
降
の
鉄
道
交
通
網
の
整
備
と
関
東
大
震

災
後
の
人
口
流
入
が
、
豊
島
区
域
の
都
市
化
に

拍
車
を
か
け
た
と
い
え
ま
す
。

戦
後
、
国
勢
調
査
結
果
に
対
す
る
需
要
が
高

ま
り
、
住
宅
、
人
口
移
動
、
教
育
に
関
す
る
項

目
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
前
回
の
調
査
か

ら
郵
送
提
出
と
一
部
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を

導
入
す
る
な
ど
調
査
方
法
も
変
化
し
て
い
ま
す

が
、
国
の
基
幹
統
計
調
査
と
し
て
の
役
割
は
今

後
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
（
横
山
）

る
者
は
此こ

の

調
べ

の
大
切
な
る
こ

と
を
知
っ
て
お

互た
が
いに

調
べ
に
漏も

れ
ぬ
様
に
又
誠

実
に
申
告
す
る

様
に
心
懸が

け
て

此こ
の

文
明
的
の
事

業
が
外
国
に
劣

ら
ぬ
立
派
な
成

績
を
挙
げ
る
様

 

「
か
た
り
べ
」
一
一
一
号
を
お
届
け
い

た
し
ま
す
。
二
〇
一
三
年
度
は
２
号
の
み

の
発
行
と
な
り
ま
し
た
が
、
本
号
が
本
年

度
の
最
終
号
と
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
月
の
２
度
に
わ
た
る
大

雪
は
、
東
京
都
及
び
近
県
に
大
き
な
被
害

を
も
た
ら
し
、
い
ま
だ
に
そ
の
影
響
が
続

い
て
い
る
状
況
で
す
。
被
害
に
遭
わ
れ
た

皆
さ
ま
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。
そ
れ
で
も
三
月
に
入
り
、
春
の
気

配
が
日
増
し
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
す
ぐ
春
で
す
ね
。

　

本
号
で
は
、
こ
の
一
年
間
の
資
料
館
の

取
り
組
み
の
中
か
ら
、
展
示
に
先
立
っ
て

実
施
す
る
調
査
・
研
究
の
基
礎
的
な
成
果

の
一
端
を
取
り
上
げ
て
ご
紹
介
い
た
し
ま

し
た
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
成
果
が
資
料
館

の
展
示
に
昇
華
す
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な

実
を
結
ぶ
の
か
。
ご
期
待
下
さ
い
。（
は
）

編 

集 

後 

記

・
2014年 3 月28日

・
豊島区立郷土資料館

・
東京都豊島区西池袋2-37-4
豊島区立勤労福祉会館7階

・
電話 03-3980-2351

URL : http://www.city.toshima.
lg.jp/bunka/shiryokan/

かたりべ
No.111

10月1日（金）の日めくりカレンダーの図柄の絵葉書

大正9年10月1日付の記念スタンプが押された絵葉書

新
連
載
「
絵
は
が
き
は
語
る
」（
７
） 

最
初
の
国
勢
調
査
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