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郷
土
資
料
館
で
は
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
の
開
館
以
来
、
戦
争

体
験
を
掘
り
起
し
、
語
り
継
ぐ
た
め
、
戦
時
中
の
区
民
生
活
や
空
襲
、
集

団
学
童
疎そ

開か
い

な
ど
の
展
示
会
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
一
連
の
展
示
や
講
座

を
通
し
て
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
資
料
や
情
報
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
区
の
約
七
割
が
焼
し
ょ
う

失し
つ

し
た
一
九
四
五
年
四
月
一
三

日
の
城
じ
ょ
う

北ほ
く

大
空
襲
を
中
心
と
し
た
戦
災
資
料
の
ほ
か
、
戦
時
中
の
町
会

や
学
校
、
防ぼ
う

空く
う

演え
ん

習し
ゅ
う、
建
物
疎
開
に
関
す
る
資
料
や
写
真
、
中
国
に
出
し
ゅ
っ

征せ
い

し
た
兵
士
が
家
族
に
宛あ

て
た
手
紙
や
戦
地
で
受
け
取
っ
た
慰い

問も
ん

袋ぶ
く
ろな
ど
、

新
た
に
寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

右
の
写
真
（
上
野
誠
氏
寄
贈
）
は
、
西
巣
鴨
三
丁
目
で
上
野
錠じ
ょ
う

剤ざ
い

製

造
所
を
経
営
し
、
町
会
長
を
務
め
た
上
野
篁た
か
し

氏
が
撮
影
し
た
防
空
演
習

の
様
子
で
す
。
一
九
三
七
年
の
防
空
法
施し

行こ
う

後
、
空
襲
に
備
え
た
防
空
演

習
が
本
格
化
し
、
防
火
用
具
の
設
置
や
消
火
訓
練
な
ど
が
徹
底
し
て
行
わ
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れ
ま
し
た
。
①
は
一
九
三
九
、
四
〇
年
頃
の
防
空
演
習
の
写
真
で
す
。
右

側
に
安
田
貯ち
ょ

蓄ち
く

銀
行
大
塚
支
店
（
現
り
そ
な
銀
行
）
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

大
塚
市
電
通
り
（
現
南
大
塚
通
り
）
で
の
大
規
模
な
訓
練
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
②
は
一
九
四
〇
年
七
月
二
五
日
、
西
巣
鴨
第
一
尋じ
ん

常じ
ょ
う

小

学
校
（
現
西
巣
鴨
小
学
校
）
西
側
の
裏
通
り
で
行
わ
れ
た
消
火
訓
練
の
一

コ
マ
で
す
。
プ
ー
ル
の
水
を
汲く

ん
で
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

人
々
の
表
情
に
緊
張
感
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
米
軍
に
よ
る
東
京
初
空
襲
は
、

約
二
年
後
の
一
九
四
二
年
四
月
で
し
た
。

　

こ
の
他
に
町
会
の
神み
こ
し輿

を
供

き
ょ
う

出し
ゅ
つし

た
記
念
写
真
な
ど
四
〇
数
点
の
写

真
は
、
戦
時
下
の
街
の
様
子
や
区
民
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
貴
重
な
記
録
で

す
。
一
九
四
五
年
三
月
一
〇
日
の
東
京
大
空
襲
直
後
に
実
施
し
た
建
物
疎

開
の
資
料
も
大
き
な
発
見
で
し
た
。
引
き
続
き
関
連
資
料
の
収
集
に
努
め
、

戦
争
の
記
憶
と
記
録
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
地
域
博
物
館
の
役

割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。�

（
郷
土　

横
山
）

夏
の
収
蔵
資
料
展
「
戦
争
を
考
え
る
夏
２
０
１
４
」
開
催
中
！

８
月
㉛
日（
日
）ま
で
　
★
展
示
見
ど
こ
ろ
解
説　
７
月
㉖
日
、
８
月
㉓
日　
午
後
２
時
～
㊵
分
間

①�市電通りから大塚駅南口方面を望む。右側の銀行
の手前には市電車庫があった。

②コンクリート造の建物はプールのシャワー室。
　手前に訓練の様子を見る子供が写る。
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■
提
灯
職
人
さ
ん
の
力
を
借
り
る

　

冬
に
な
る
と
遠
く
に
見
え
る
富
士
山
。
そ
の

富
士
山
へ
は
多
く
の
人
が
登
拝
し
、
足
跡
を
遺

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

『
か
た
り
べ
』
で
紹
介
し
て
き
た
と
お
り
で
す
。

　

さ
て
、
当
館
に
は
池
袋
の
富
士
講
の
方
が

使
っ
た
提
灯
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
、
使
用
者
の
ご
子

孫
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
戦
前
ま
で
使
っ

て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
し
た
（
①
）。
寄

贈
後
は
展
示
を
し
、
ま
た
、
資
料
整
理
の
と
き

に
状
態
を
確
認
し
て
い
ま
し
た
が
、
収
蔵
後
、

三
〇
年
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。

　

富
士
講
と
い
う
地
域
の
歴
史
を
伝
え
る
貴
重

な
こ
の
提
灯
を
、
新
し
い
博
物
館
で
展
示
し
よ

う
と
考
え
た
と
き
、
困
っ
た
こ
と
が
生
じ
ま
し

た
。
提ち
ょ
う

灯ち
ん

の
和
紙
の
部
分
が
伸
び
ま
せ
ん
。
和

紙
に
は
薄
く
荏え
の

油あ
ぶ
ら（
植
物
の
荏え

胡ご

麻ま

の
種
子
か

ら
採
っ
た
油
）
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
長
年
、

閉
じ
た
ま
ま
だ
っ
た
た
め
に
上
下
に
開
か
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
瀧
澤
光
雄
さ
ん

（
東
池
袋
在
）
に
み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同

氏
は
、
瀧
澤
提
灯
店
の
三
代
目
で
す
。
提
灯
を
、

資
料
と
し
て
展
示
室
で
展
示
す
る
と
い
う
意
図

を
く
ん
で
い
た
だ
き
、
資
料
の
歴
史
性
を
大
切

に
す
る
方
法
で
修
復
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お

願
い
し
、
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
ふ
さ
わ
し
い
材
料
を
選
ぶ

　

瀧
澤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
の
提
灯
は
、
明
治

後
期
に
作
ら
れ
、
大
正
期
に
は
次
第
に
作
ら
れ

な
く
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
文
字
が
書
か
れ
て
あ
る
部
分
と
竹
ヒ
ゴ

の
部
分
を
新
し
く
し
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
は
少

し
手
直
し
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

細
く
割
い
た
竹
ヒ
ゴ
を
丸
め
、
適
当
な
大
き
さ

の
輪
に
し
、
重
な
っ
た
部
分
を
和
紙
で
く
る
み

ま
す
（
②
）。
そ
し
て
、
次
の
工
程
の
た
め
に

多
少
の
緩
み
を
も
た
せ
て
お
き
ま
す
。

　

提
灯
は
、
ま
ず
、
そ
の
提
灯
に
見
合
う
型
を

作
ら
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
（
③
）。
次
に
、
型

の
回
り
に
竹
ヒ
ゴ
と
和
紙
を
貼
り
、
貼
り
終
え

る
と
型
を
抜
き
取
り
（
④
）、
和
紙
と
ヒ
ゴ
を

蛇
腹
の
よ
う
に
し
（
⑤
）、
上
下
の
木
脇
を
つ

け
ま
す
（
⑥
）。
竹
は
、
寒
冷
地
で
生
育
し
た

も
の
が
よ
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
新
潟
県
の
佐

渡
島
産
の
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

　

上
下
の
木
枠
は
ヒ
ノ
キ
の
柾ま
さ

目め

（
幹
の
中
心

を
通
し
て
縦
断
し
た
板
面
）
で
作
ら
れ
て
お
り
、

状
態
が
よ
く
そ
の
ま
ま
を
生
か
し
ま
し
た
。
木

枠
は
、
鉄
製
の
金
具
で
押
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
留
め
具
の
な
か

に
欠
け
た
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
本

来
、
留
め
具
は
鍛か

冶じ

屋や

さ
ん
の
仕
事

で
、
か
け
て
い
る

部
分
の
留
め
具
を

ど
う
す
る
か
、
そ

れ
に
は
苦
慮
し
ま

し
た
。
現
在
、
比

較
的
薄
い
鉄
板
を

加
工
す
る
鍛
冶
屋

さ
ん
が
い
な
い
た

め
、
同
じ
も
の
を

作
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
判
断
さ
れ
、
類
似
し
た
銅
製
の
も
の
で

補
強
す
る
に
と
ど
め
ま
し
た
（
⑦
）。

　

和
紙
に
油
は
塗
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
来
、

油
を
塗
る
の
は
、
耐
水
性
を
高
め
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
展
示
室
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
照

明
の
加
減
と
保
管
の
こ
と
を
考
慮
し
、
塗
ら
な

い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
判
断
を
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
紹
介
し
き
れ
な
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
、
人
々
が
、
修
理
し

な
が
ら
使
っ
て
き
た
も
の
を
、
今
回
、
職
人
さ

ん
の
技
と
心
意
気
で
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
で
は
、
い
ず
れ
展
示
室
で
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�（
郷
土　

福
岡
）

博
物
館
資
料
の
再
生 

―
携
帯
用
の
提
灯
―

③提灯の型は木製 ②ヒゴを和紙でくるむ ①修復を待つ提灯

⑦再生した提灯 ⑥提灯の上下に古い木枠をつけて完成 ⑤輪にした何十本もの竹ヒゴを縮める ④和紙を巻き終え、型をはずす
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て
い
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
丸
ノ
内
線

や
銀
座
線
は
、
東
京
メ
ト
ロ
の
な
か
で
も
開
通

し
た
時
期
が
早
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
私

鉄
と
の
相
互
乗
り
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
な
ぜ
だ
か
わ
か
り
ま
す
か
？

　

答
え
は
…
。
意
外
や
意
外
？　

軌き

間か
ん

（
線
路

幅
）
が
違
う
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
丸
ノ
内
線

と
銀
座
線
の
軌
間
は
一
四
三
五
ミ
リ
の
標ひ
ょ
う
じ
ゅ
ん
き

準
軌

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
多
く
の
私
鉄
の
軌
間
は

一
〇
六
七
ミ
リ
の
狭き
ょ
う
き軌

な
の
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
…
？　

現
在
東
武
東
上
線
や
西
武
池
袋
線

な
ど
に
乗
り
入
れ
て
い
る
地
下
鉄
の
軌
間
は
、

当
然
一
〇
六
七
ミ
リ
の
狭
軌
で
す
。
な
お
、
山

手
線
を
は
じ
め
と
す
る
Ｊ
Ｒ
在
来
線
全
線
は
同

じ
く
一
〇
六
七
ミ
リ
の
狭
軌
、
一
方
、
新
幹
線

は
一
四
三
五
ミ
リ
の
標
準
軌
で
す
。

　

以
上
、
本
筋
か
ら
は
外
れ
る
ち
ょ
っ
と
し
た

ウ
ン
チ
ク
で
し
た
。�

（
郷
土　

秋
山
）

　

左
に
示
し
た
二
枚
の
写
真
は
、
ほ
ぼ
同
じ
地

点
か
ら
撮
影
し
た
一
九
五
四
年
と
現
在
（
二
〇

一
四
年
五
月
撮
影
）
の
東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線

新
大
塚
駅
前
（
文
京
区
の
大
塚
四
丁
目
交
差
点

付
近
）
の
様
子
で
す
。
地
図
に
示
し
た
＊
印
は

撮
影
地
点
を
、
→
印
は
撮
影
方
向
を
示
し
て
い

ま
す
。

　

新
大
塚
駅
は
丸
ノ
内
線
の
池
袋
―
御
茶
ノ
水

間
が
区
間
開
通
し
た
一
九
五
四
年
一
月
二
〇
日

に
開
業
し
ま
し
た
（
池
袋
―
荻
窪
間
が
全
線
開

通
す
る
の
は
一
九
六
二
年
）。
丸
ノ
内
線
は
、

東
京
で
は
一
九
三
九
年
全
線
開
通
（
浅
草
―
渋

谷
間
）
し
た
銀
座
線
に
次
い
で
二
番
目
、
全
国

で
は
四
番
目
に
開
通
し
た
地
下
鉄
で
す
。

　

公
益
財
団
法
人
メ
ト
ロ
文
化
財
団
に
よ
る
サ

イ
ト
「
メ
ト
ロ
ア
ー
カ
イ
ブ
ア
ル
バ
ム
」
で
は
、

「
日
本
の
中
央
官
庁
を
は
じ
め
、�

政
治
、�

商
業
、�

交
通
の
要
と
な
る
駅
を
結
ぶ
丸
ノ
内
線
は
、�

戦

後
初
の
地
下
鉄
と
し
て
、�

デ
ザ
イ
ン
性
の
高

い
、�
真
っ
赤
な
ボ
デ
ィ
（
開
業
時
）
を
も
っ
て

登
場
し
、�
そ
の
後
の
日
本
の
発
展
を
象
徴
す
る

か
の
よ
う
で
し
た
。（
中
略
）
丸
ノ
内
線
は
、

日
本
の
戦
後
復
興
と
と
も
に
歩
ん
だ
歴
史
あ
る

地
下
鉄
な
の
で
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
開
業
当
初
の
新
大
塚
駅
前
周
辺
は
、

写
真
①
に
見
る
よ
う
に
ま
だ
高
い
建
物
は
確
認

で
き
ず
、
春
日
通
り
と
南
大
塚
通
り
と
の
交
差

部
分
に
は
信
号
機
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
。
撮
影
の

時
間
帯
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
人
影
も
ま

ば
ら
で
す
。
ま
た
、
写
真
左
端
オ
ー
ト
三
輪
の

向
こ
う
側
に
写
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階

建
て
の
建
物
は
、
か
つ
て
の
都
立
大
塚
病
院
で

す
。
現
在
と
比
較
し
て
駅
前
周
辺
の
変
貌
ぶ
り

は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

池
袋
駅
方
面
乗
り
場
へ
の
入
口
地
点
は
現
在
と

同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

写
真
①
右
手
に
確
認
で

き
る
路
面
電
車
は
、
錦
糸

町
駅
前
と
大
塚
駅
前
間
を

結
ぶ
都
電
一
六
系
統
で
、

こ
の
車
両
の
や
や
右
奥
に

「
大お
お

塚つ
か

辻つ
じ

町ま
ち

」
の
停
留
所

が
あ
り
ま
し
た
。
都
電
交

通
全
盛
期
の
こ
の
時
期
、

東
京
中
心
部
の
幹
線
道
路

に
は
縦
横
に
都
電
用
の
線

路
が
敷
か
れ
、
都
電
は
都

民
の
足
と
し
て
親
し
ま
れ

丸ノ内線と言えば「真っ赤なボディ」
を思い出す方も多いのでは…？
� （1959年新宿三丁目での丸ノ内線全通式にて）
� 〈公益財団法人��メトロ文化財団提供〉

第
㉛
回
　
還
暦
を
迎
え
た
丸
ノ
内
線
と
新
大
塚
駅
前
の
変
貌

①

②
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こ
れ
は
何
に
見
え
ま
す
か
。
あ
る
い
は
第
一

印
象
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

　

唐と
う

突と
つ

な
質
問
で
す
が
、
美
術
作
品
を
見
る
と

き
に
誰
で
も
ま
ず
、
こ
れ
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と

い
う
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
と
第
一
印
象
を
持
つ

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
に
ょ
き
に
ょ
き
し
て

い
る
、
茶
色
っ
ぽ
い
か
た
ま
り
が
な
ん
だ
か
わ

か
ら
な
い
、
背
景
が
と
て
も
暗
く
描
か
れ
て
い

る
、
一
部
は
き
の
こ
の
よ
う
だ
。
で
も
、
な
ん

だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
時
に
大
き
な
情
報
量
を
持
っ
て
い

る
の
が
作
品
の
名
前
で
す
。
こ
の
作
品
の
名
前

は
《
発
芽
Ａ
》
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
を
知
っ
て

か
ら
改
め
て
作
品
を
見
る
と
、
何
か
が
芽
を
出

し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
前
提
が

で
き
た
た
め
に
、
植
物
の
芽
の
一
部
な
の
か
、

あ
る
い
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
植
物
を
想
像

し
て
描
い
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
作
品
の

鑑
賞
・
理
解
に
道
筋
が
つ
い
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
Ａ
が
あ
る
な
ら
ば
Ｂ
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か

と
考
え
た
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
も

う
一
枚
の
作

品
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

こ
ち
ら
は
風

景
が
描
か
れ

て
い
る
よ
う

で
す
。
そ
し

て
犬
ら
し
き
動
物
が
い
ま
す
。
犬
の
背
景
に
は

坂
道
が
続
き
、
画
面
の
右
側
に
樹
木
が
あ
っ
て
、

左
側
に
は
大
き
な
建
物
が
、
そ
の
後
方
に
は
山

が
見
え
、
空
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。《
発
芽

Ａ
》
に
比
べ
る
と
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
こ
れ
は
な
ん
だ
ろ

う
、
と
い
う
疑
問
と
、
第
一
印
象
を
持
つ
と
い

う
点
で
は
、
変
わ
り
が
な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
二
枚
は
、
と
も
に
寺て
ら

田だ

政ま
さ

明あ
き

（
一
九
一

二
―
一
九
八
九
）
に
よ
っ
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油

絵
具
で
描
か
れ
た
作
品
で
す
。
寺
田
は
福
岡
県

八や

幡は
た

市
（
現
・
北
九
州
市
）
に
生
ま
れ
、
一
六

歳
で
上
京
し
ま
し
た
。
太
平
洋
美
術
学
校
で
吉よ
し

井い

忠た
だ
し、
松ま
つ

本も
と

竣し
ゅ
ん

介す
け

、
麻あ
そ
う生
三さ
ぶ

郎ろ
う

ら
と
行
動
を

と
も
に
し
、
豊
島
区
長
崎
、
千
早
、
要
町
な
ど

に
暮
ら
し
ま
し
た
。
ア
ト
リ
エ
付
貸
家
が
建
ち

並
ぶ
ア
ト
リ
エ
村
で
暮
ら
し
た
池
袋
モ
ン
パ
ル

ナ
ス
の
作
家
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
池

袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
芸
術
家
た
ち
の
交
流
や
、

作
品
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
昨
今

展
覧
会
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

の
で
ご
存
知
の
方
も
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
。

　
《
発
芽
Ａ
》
は
、《
発
芽
Ｂ
》
と
と
も
に
美
術

文
化
協
会
展
と
い
う
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
作

品
で
す
。
美
術
文
化
協
会
は
、
独
立
美
術
協
会

を
脱
退
し
た
福ふ
く
ざ
わ
い
ち
ろ
う

沢
一
郎
の
強
い
影
響
力
の
も
と
、

一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
結
成
さ
れ
た
若

い
画
家
た
ち
に
よ
る
集
団
で
し
た
。
創
立
の
辞

で
は
、
前
衛
的
意
欲
を
持
つ
美
術
団
体
と
し
て

一
つ
の
方
向
を
持
つ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
て
二
年
目

の
こ
の
時
期
は
、
前
衛
で
あ
る
だ
け
で
当
局
か

ら
目
を
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
共
産
主
義
と
関
連

す
る
活
動
と
受
け
と
め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
実

は
《
発
芽
Ａ
》
が
出
品
さ
れ
た
第
二
回
展
は
、

そ
の
直
前
に
福
沢
が
検
挙
さ
れ
た
と
き
で
も

あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
知
っ
て

か
ら
見
る
と
、
ま
た
作
品
の
見
え
方
が
変
わ
る

で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
、《
犬
の
い
る
風
景
》
は
一
九
五
三
年

の
第
五
回
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
へ
の
出
品

作
で
す
。
戦
後
、
審
査
な
し
で
誰
で
も
が
出
品

す
る
こ
と
が
で
き
た
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
、

寺
田
は
初
回
か
ら
九
回
ま
で
出
品
を
続
け
て
い

ま
し
た
。
豊
島
区
か
ら
板
橋
区
前ま
え
の
ち
ょ
う

野
町
に
転
居

後
の
制
作
で
、
坂
を
登
っ
た
向
こ
う
に
は
赤
羽

の
地
が
広
が
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
二
点
は
、
寺
田
が
二
八
歳
と
四
一
歳
の

時
の
制
作
で
、
そ
の
間
に
は
一
三
年
の
開
き
が

あ
り
ま
す
。
前
者
は
前
衛
的
、
後
者
は
穏
健
、

と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
双

方
と
も
に
、
寺
田
の
そ
の
時
期
の
表
現
傾
向
を

伝
え
て
く
れ
る
作
品
で
す
。
ま
た
、
表
現
は
変

わ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
か
ら
は
、
動
物
・
植
物
を

含
め
た
生
き
る
も
の
に
注
が
れ
た
寺
田
の
視
線

を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

豊
島
区
で
は
、（
仮
称
）
芸
術
文
化
資
料
館

の
準
備
を
す
す
め
、
美
術
作
品
を
収
蔵
し
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
数
回
展
覧
会
を
開
催
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
『
か
た
り
べ
』
で

収
蔵
作
品
等
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

作
品
の
描
か
れ
た
背
景
を
知
る
こ
と
に
加
え
て
、

画
面
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
、
比
較
し
て
わ
か

る
面
白
さ
な
ど
を
お
伝
え
し
て
い
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。�

（
美
術　

小
林
）

①
：《
発
芽
Ａ
》
一
九
四
〇
年
、
七
八・七
×
五
一・六
㎝

②
：《
犬
の
い
る
風
景
》
一
九
五
三
年
、
六
五・二
×
八
〇・三
㎝

①

②

作
品
を
見
る
読
む  

1  

― 

寺
田 

政
明 

―
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江
戸
川
乱
歩
「
活
辯
志
願
記
」
を
読
む

　

今
年
で
生
誕
百
二
十
周
年
を
迎
え
る
豊
島
区

ゆ
か
り
の
作
家
、
江
戸
川
乱
歩
（
一
八
九
四
―

一
九
六
五
）。
日
本
に
お
け
る
探
偵
小
説
界
の

巨
星
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
、
旧
宅
は
現
在

も
立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
と
し
て
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
池
袋
に
安
住
の
地
を
見
出
し
た
乱
歩
で
す
が
、

若
か
り
し
頃
は
住
ま
い
と
職
を
転
々
と
す
る
波

乱
万
丈
の
人
生
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
は
、

『
人じ
ん

世せ
い

』
に
掲
載
さ
れ
た
「
活か

つ

辯べ
ん

志し

願が
ん

記き

」
か

ら
そ
の
一
端
に
迫
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、『
人
世
』
と
は
、
池
袋
東
口
に

あ
っ
た
映
画
館
「
人じ
ん

世せ
い

坐ざ

」
で
発
行
さ
れ
て
い

た
文
芸
誌
の
こ
と
で
す
。
一
九
四
八
年
に
作
家

の
三み

角す
み

寛か
ん

（
一
九
〇
三
―
一
九
七
一
）
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
た
人
世
坐
は
、「
文
士
経
営
」
の

映
画
館
と
し
て
多
く
の
文
人
た
ち
が
経
営
陣
に

そ
の
名
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。
人
世
坐
か
ら
徒

歩
五
分
ほ
ど
の
場
所
に
住
ん
で
い
た
探
偵
小
説

家
の
大お
お

下し
た

宇う

陀だ

児る

（
一
八
九
六
―
一
九
六
六
）

も
そ
の
一
人
で
す
。
そ
の
他
に
も
作
家
の
井い

伏ぶ
せ

鱒ま
す

二じ

（
一
八
九
八
―
一
九
九
三
）
や
「
フ
ク
ち

ゃ
ん
」
で
有
名
な
漫
画
家
の
横
山
隆り
ゅ
う

一い
ち

（
一

九
〇
九
―
二
〇
〇
一
）、
活か
つ

弁べ
ん

士し

な
ど
多
才
な

活
躍
を
見
せ
た
徳と
く

川が
わ

夢む

聲せ
い

（
一
八
九
四
―
一
九

七
一
）
な
ど
が
『
人
世
』
誌
上
で
筆
を
ふ
る
い

ま
し
た
。

　
『
人
世
』
十
九
号
（
一
九
五
〇
年
十
二
月
発

行
）
に
は
、「
新
年
号
よ
り
、
医
学
博
士
で
画

伯
の
宮
田
重
雄
、
探
偵
小
説
家
の
江
戸
川
乱
歩

の
両
氏
が
、
同
志
会
委
員
の
メ
ム
バ
ー
（
筆
者

注
：
メ
ン
バ
ー
）
に
、
新
た
に
加
は
り
、
筆
を

お
と
り
下
さ
る
事
に
決
り
ま
し
た
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
早
速
『
人
世
』
二
十
号

（
一
九
五
一
年
一
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
の

が
件
の
「
活
辯
志
願
記
」
で
し
た
。

　
「
私
の
二
十
四
歳
の
時
だ
つ
た
と
思
う
。」
と

い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で

は
、
乱
歩
が
「
本
所
区
の
大
工
さ
ん
の
家
の
二

階
に
間
借
り
を
し
」
な
が
ら
そ
の
日
暮
ら
し
を

し
て
い
た
頃
の
回
想
録
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
乱
歩
自
身
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
貼は
り

雜ま
ぜ

年ね
ん

譜ぷ

』
に
は
、
一
九
一
七
年
の
六
月
頃
に
一
ヶ

月
ほ
ど
住
ん
で
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
た
っ
ぷ
り
と
時
間
の
あ
っ
た
乱
歩
は
、

「
浅
草
公
園
の
隅
々
を
研
究
し
」、
十
二
階
（
凌り
ょ
う

雲う
ん

閣か
く

）
の
頂
上
に
の
ぼ
っ
て
「
品
川
の
海
を
ボ

ン
ヤ
リ
眺
め
る
こ
と
も
あ
つ
た
」
よ
う
で
す
が
、

生
活
は
ま
さ
に
困
窮
を
極
め
て
い
ま
し
た
。
乱

歩
と
浅
草
と
言
え
ば
、
そ
の
代
表
作
で
あ
る

「
押お
し

絵え

と
旅
す
る
男
」（『
新
青
年
』
十
巻
七
号
、

一
九
二
九
年
）
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
こ
う

し
た
経
験
が
後
の
創
作
に
影
響
を
与
え
た
可
能

性
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
中
、
乱
歩
は
「
活
辯
に
な
つ
て
収
入

の
道
を
得
よ
う
と
決
心
」
し
ま
す
。
当
時
は
、

映
画
と
言
っ
て
も
無
声
映
画
だ
っ
た
た
め
、
映

像
に
合
わ
せ
て
語
り
を
演
じ
る
活
動
弁
士
（
活

弁
士
）
が
一
つ
の
職
業
と
し
て
成
立
し
て
い
ま

し
た
。
こ
う
し
た
決
断
に
至
っ
た
の
も
、
大
衆

娯
楽
と
し
て
の
映
画
館
を
擁
す
る
浅
草
と
い
う

土
地
柄
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
乱

歩
は
、
活
弁
士
に
な
る
た
め
に
浅
草
区
内
の
と

あ
る
弁
士
の
も
と
を
訪
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

「
辯
士
の
前
座
に
な
つ
た
つ
て
、
二
三
年
は
無

給
の
手て

辯べ
ん

当と
う

だ
よ
」
と
言
わ
れ
、「
す
ご
す
ご

と
引
下
つ
た
」
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
乱
歩
は

一
九
二
三
年
に
「
二に

銭せ
ん

銅ど
う

貨か

」
で
デ
ビ
ュ
ー
を

果
た
し
、
探
偵
小
説
家
と
し
て
一
時
代
を
築
く

わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
に
活
弁
士
に
な
っ
て
い

た
ら
ま
た
別
の
人
生
を
歩
ん
で
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

映
画
館
に
お
け
る
活
弁
は
、
ト
ー
キ
ー
（
発

声
映
画
）
が
主
流
に
な
っ
た
後
も
一
種
の
芸
能

と
し
て
継
続
し
て
い
き
ま
す
。
人
世
坐
で
も
し

ば
し
ば
活
弁
大
会
が
開
か
れ
て
い
た
た
め
、

『
人
世
』
に
寄
稿
す
る
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て

「
活
辯
」
を
目
指
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
を
振

り
返
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
乱

歩
が
『
人
世
』
に
寄
稿
し
た
の
は
こ
の
一
回
だ

け
で
す
が
、
浅
草
時
代
を
語
っ
た
興
味
深
い
テ

キ
ス
ト
の
一
つ
で
す
。
現
在
、
こ
の
草そ
う

稿こ
う

は
豊

島
区
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

�

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

市
川
）②　草稿「活辯志願記」豊島区蔵

①　
旧
江
戸
川
乱
歩
邸
土
蔵
外
観
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編  

集  

後  

記

　

か
た
り
べ
112
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本

号
よ
り
、
副
題
が
「
豊
島
区
立
郷
土
資
料

館
だ
よ
り
」
か
ら
「
豊
島
区
立
郷
土
資
料

館
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
開
設
準
備
だ
よ
り
」

に
改
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

豊
島
区
で
は
、（
仮
称
）
芸
術
文
化
資

料
館
や
図
書
館
、
区
民
事
務
所
な
ど
の
機

能
を
備
え
た
（
仮
称
）
西
部
地
域
複
合
施

設
の
開
設
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
建
築
費
高
騰
の
影
響
を
受
け
入
札
が

不
調
と
な
り
、
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
前
後
を
目
途
に
事
業
推
進
の
環

境
が
整
う
ま
で
の
間
、
計
画
を
凍
結
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
館
準

備
は
止
ま
る
こ
と
な
く
鋭
意
、
進
行
中
で

す
。
郷
土
資
料
館
と
と
も
に
、
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
開
設
準
備
グ
ル
ー
プ
の
美
術
分
野
、

文
学
・
マ
ン
ガ
分
野
、
三
分
野
の
学
芸
ス

タ
ッ
フ
が
協
力
し
て
、
区
民
と
と
も
に
新

し
い
文
化
価
値
を
創
造
す
る
施
設
を
目
指

し
、
準
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

本
紙
上
に
お
い
て
も
三
分
野
連
携
の
も

と
、
な
か
な
か
公
開
の
機
会
の
な
い
資
料

の
紹
介
や
最
新
の
新
館
準
備
情
報
な
ど
、

日
々
の
調
査
・
研
究
の
一
端
を
お
伝
え
し

て
い
き
ま
す
。�
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2014年度豊島区立郷土資料館・ミュージアム開設準備グループ事業予定
（2014年4年～2015年3月）

展示

夏の収蔵資料展《戦争を考える夏2014》
内容：�1945（昭和20）年4月13日空襲を中心とした戦災資料のほか、新たに寄贈

された町会、防空演習、建物疎開、出征兵士に関する資料・写真を紹介
 5月15日㈭～ 8月31日㈰

秋の収蔵資料展  9月 5日㈮～12月 7日㈰
企画展「生誕80周年記念�横山光輝～昭和から平成へ�マンガの鉄人が駆け抜けた
軌跡～」展
内容：�1960（昭和35）年に千早に居を構えて以来、45年間にわたって豊島区に居

住したマンガ家、横山光輝の生誕80周年を記念した企画展を開催
会場：東京芸術劇場5階ギャラリー2

10月 1日㈬～10月18日㈯
（ただし、6日は休館）

冬の収蔵資料展 12月12日㈮～ 3月31日㈫

講座・講演・
見学会など

郷土資料館展示みどころ解説
内容：郷土資料館の学芸スタッフが月がわりで登場し、わかりやすく展示を解説

4月26日・5月24日・6月28日・7月26日
8月23日・9月27日・10月25日
いずれも毎月第4土曜日の14時から40分
程度で解説、11月以降も同様に実施予定

第9回新池袋モンパルナス
西口まちかど回遊美術館関連事業　講義と音楽試聴
「池袋のまちを音楽から楽しむ方法」
講師：武石みどり�氏（東京音楽大学教授）
会場：豊島区立勤労福祉会館4階研修室2

 5月17日㈯

第9回新池袋モンパルナス
西口まちかど回遊美術館関連事業　講演会
「風景のなかの彫刻～裸体像 in 豊島区」
講師：木下直之�氏（東京大学大学院教授 /文化資源学）
会場：豊島区民センター4階第3・4会議室

 5月18日㈰

第9回新池袋モンパルナス
西口まちかど回遊美術館関連事業　講義と見学ツアー
「池袋のまちを建築から楽しむ方法」
講師：磯達雄�氏（フリックスタジオ共同主宰、武蔵野美術大学非常勤講師）
会場：豊島区立勤労福祉会館4階研修室2

 5月24日㈯

企画展「生誕80周年記念�横山光輝～昭和から平成へ�マンガの鉄人が駆け抜けた
軌跡～」展関連事業　トークショー
（仮）横山光輝作品にみるマンガ観
講師：みなもと太郎�氏（マンガ家）
会場：豊島区立勤労福祉会館6階大会議室

10月 5日㈰

3分野連携事業 開催時期検討中

刊行物

豊島区立郷土資料館・ミュージアム開設準備だより「かたりべ」112号～115号 年4回発行、2000部、無料頒布
6月・9月・12月・3月刊行予定

研究紀要「生活と文化」第24号
付・2013年度年報  3月刊行予定

企画展「生誕80周年記念�横山光輝～昭和から平成へ�マンガの鉄人が駆け抜けた
軌跡～」展図録 10月刊行予定

臨時休館

展示替えに伴う休館①  5月13日㈫～ 5月14日㈬
展示替えに伴う休館②  9月 2日㈫～ 9月 4日㈭
展示替えに伴う休館③ 12月 9日㈫～12月11日㈭
年末年始の休館 12月28日㈰～ 1月 4日㈰

※都合により事業内容や日程を変更する場合があります。
※事業の詳細は、『広報としま』または当館のホームページで随時お知らせいたします。
※�当館の収蔵展示室は、平成25年4月より新館移転準備作業室として使用しております。そのため、現在の展示スペースは、エレベーターホール部分と常設
展示室部分のみとなっておりますので、ご了承願います。


