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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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二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
日
か
ら
郷
土
資
料
館

で
は
「
都
電
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
収
蔵
資
料
展

を
行
い
ま
す
。

か
つ
て
、
東
京
中
心
部
の
網
目
の
よ
う
に
広

が
る
路
線
を
運
行
し
て
い
た
都
電
は
、
自
動

車
や
地
下
鉄
な
ど
の
発
達
に
伴
い
、
姿
を
消

し
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
三
ノ
輪
橋-

早
稲
田
間
を
運
行
す
る
都
電
荒
川
線（
愛
称
・

東
京
さ
く
ら
ト
ラ
ム
）
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
収
蔵
資
料
展
で
は
、
昭
和
か
ら
平

成
に
か
け
て
都
電
の
姿
を
写
真
に
収
め
続
け
た

写
真
家
・
松
井
一
彦
氏
撮
影
・
提
供
の
写
真

を
中
心
に
、
都
電
と
都
電
を
利
用
す
る
人
々

の
姿
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、
荒
川
線
を
紹

介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
昭
和
か
ら
現
在
に
か

け
て
撮
影
さ
れ
た
都
電
の
写
真
や
、
車
両
を

管
理
す
る
荒
川
電
車
営
業
所
（
荒
川
車
庫
）

内
の
写
真
、
都
電
関
連
グ
ッ
ズ
な
ど
を
展
示
し

ま
す
。
会
期
中
に
関
連
イ
ベ
ン
ト
も
実
施
し
ま

す
。
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。�

（
郷
土　

水
吉�

雄
人
）

会
　
　
期
：
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
二
〇
二
一
年
一
月
一
〇
日
（
日
）

開
館
時
間
：
午
前
九
時
～
午
後
四
時
三
〇
分

入
館
料
：
無
料

休
館
日
：
月
曜
日
、
第
三
日
曜
日
、
祝
日
、

一
一
月
二
四
日
、
一
二
月
二
八
日
～
一
月
四
日

サンシャイン 60 建設中（1977 年　松井一彦氏撮影）
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明
治
か
ら
令
和
を
駆
け
抜
け
る
地
域
の
足

郷
土
資
料
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
方
々

の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
都
電
に
関
す
る
資
料
を

寄
贈
し
て
い
た
だ
き
、
所
蔵
し
て
お
り
ま
す
。

当
時
使
わ
れ
て
い
た
定
期
券
や
配
布
さ
れ
た
携

帯
用
路
線
図
、
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
等
の
資
料

も
多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
写
真
家

の
松
井
一
彦
氏
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
、
ご
提
供

い
た
だ
い
た
、
都
電
が
運
行
し
て
い
た
姿
を
収

め
た
六
七
一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。

豊
島
区
を
は
じ
め
、
当
時
の
街
並
み
と
都
電

を
写
し
た
そ
の
写
真
群
は
、
資
料
と
し
て
の
価

値
が
高
い
も
の
で
す
が
、
今
日
ま
で
来
館
者
の

皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
た
の
は
そ
の
一
部

に
留
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
収
蔵
資
料
展
で
は
、
三
つ
の
コ
ー

ナ
ー
に
分
け
て
、
明
治
か
ら
現
在
ま
で
の
路
面

電
車
に
つ
い
て
紹
介
を
し
て
い
き
ま
す
。

「
Ⅰ 

王
電
・
市
電
の
時
代
」
で
は
、
荒
川

線
の
前
身
と
な
る
王
子
電
気
軌
道
と
東
京
市
電

に
つ
い
て
戦
前
の
記
念
誌
等
の
資
料
か
ら
ご
紹

介
し
ま
す
。

「
Ⅱ 

都
電
の
走
る
ま
ち
」
で
は
、
松
井
氏

撮
影
・
提
供
の
写
真
を
中
心
に
、豊
島
区
を
走
っ

た
都
電
の
姿
と
、
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
定

期
券
や
路
線
図
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
展
示
し
ま

す
。
ま
た
、豊
島
区
の
み
な
ら
ず
、東
京
タ
ワ
ー

な
ど
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
と
も
に
撮
影
さ
れ
た

都
電
や
ご
く
短
い
期
間
で
運
行
が
終
了
し
た
ト

ロ
リ
ー
バ
ス
に
つ
い
て
も
展
示
し
ま
す
。

「
Ⅲ 

そ
し
て
荒
川
線
へ
」
で
は
、
都
電
荒

川
線
の
誕
生
と
近
年
の
荒
川
線
に
つ
い
て
、
写

真
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
資
料
を
中
心
に
展

示
し
ま
す
。
運
行
し
て
い
る
荒
川
線
の
写
真
は

も
ち
ろ
ん
、
車
両
の
整
備
を
行
う
荒
川
電
車
営

業
所
（
荒
川
車
庫
）
内
の
写
真
も
展
示
い
た
し

ま
す
。

実
際
に
都
電
を
使
っ
て
い
た
時
の
記
憶
を
思

い
出
し
な
が
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

（
郷
土　

水
吉�

雄
人
）

池袋駅東口（1967 年 松井一彦氏撮影）

都電雑司ヶ谷付近（1977 年 松井一彦氏撮影）

関連イベント
●収蔵資料展記念講演会「としまの交通史」
講師：豊島区教育委員会庶務課文化財係　伊藤�暢直�学芸員
2020 年 12 月 19 日（土）　午後 2時～午後 3時 30 分
としま産業振興プラザ 6階　第 3会議室
定員 30 名　事前申込制
詳細は「広報としま」、区ホームページにてお知らせします。

●はんこペタペタ！パスケース用カードを作ろう！
2020 年 10 月 25 日（日）　午後 2時～午後 3時 30 分
としま産業振興プラザ 7階　エレベーターホール
申込不要。当日開催時間内随時受付。

●展示みどころ解説
2020 年 11 月 28 日（土）、12 月 26 日（土）　
各回午後 2時から 40 分程度。
申込不要。当日郷土資料館展示室にお越しください。

●庁舎まるごとミュージアム
2020 年 10 月 1日（木）～ 2021 年 1 月 10 日（日）
豊島区役所本庁舎�3 階通路　パネル展示

豊
島
区
を
走
る
都
電

入
館
料
無
料



3

豊
島
区
庁
舎
三
階
壁
面
の
「
庁
舎
ま
る
ご
と

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
豊
島
区
ゆ
か
り
の
マ
ン
ガ
家
・
作
家

に
つ
い
て
パ
ネ
ル
五
枚
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

一
〇
月
一
日
か
ら
翌
年
二
月
一
日
ま
で
は
、
マ

ン
ガ
家
・
佐
川
美
代
太
郎
の
生
涯
と
作
品
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。＊

＊
＊

中
国
の
歴
史
を
題
材
に
し
た
マ
ン
ガ
作
品

は
、
令
和
の
時
代
で
も
大
変
人
気
が
あ
り
ま
す

が
、
み
な
さ
ん
は
ど
の
作
品
を
イ
メ
ー
ジ
し

ま
す
か
。
最
近
の
作
品
で
は
映
像
化
も
さ
れ

て
い
る
『
キ
ン
グ
ダ
ム
』（『
週
刊
ヤ
ン
グ
ジ
ャ

ン
プ
』
二
〇
〇
六
年
九
月
よ
り
連
載
）や
、
豊

島
区
ゆ
か
り
の
マ
ン
ガ
家

の
作
品
で
は
、
横
山
光
輝

の
『
三
国
志
』（『
希
望
の

友
』
一
九
七
二
年
一
月
～

一
九
七
八
年
七
月
ま
で
連

載
）
な
ど
が
思
い
出
さ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

豊
島
区
ゆ
か
り
の
マ
ン

ガ
家
・
佐
川
美
代
太
郎
も

中
国
の
歴
史
や
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
舞
台
に
し
た
作

品
を
描
い
て
い
ま
す
。
代
表
作
の
三
作
品
『
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

」
は
、
ほ
か
の
ど
の
マ
ン
ガ
家
の
作
品
と
も

違
う
、
独
特
な
画
風
が
印
象
的
で
す
。

佐
川
は
、『
読
売
新
聞
』
の
投
稿
漫
画
欄
「
読

売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
」
へ
の
作
品
の
掲
載

が
き
っ
か
け
と
な
り
、
マ
ン
ガ
家
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
独
学
で
作
品

を
描
い
て
い
ま
し
た
が
、
最
初
に
手
掛
け
た
新

聞
マ
ン
ガ
の
連
載
が
終
了
す
る
と
、
絵
の
勉
強

を
す
る
た
め
、
絵
画
研
究
所
に
通
い
は
じ
め
ま

す
。
デ
ッ
サ
ン
を
中
心
に
、
絵
の
基
本
を
一
か

ら
学
ん
だ
よ
う
で
す
。
後
年
、
佐
川
は
京
都
精

華
大
学
で
マ
ン
ガ
を
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
学
生
た
ち
に
は
い
つ
も
デ
ッ
サ
ン
の
大
切

さ
を
説
い
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

絵
の
勉
強
と
並
行
し
て
、一
九
六
五
年
か
ら
、

佐
川
は
東
洋
大
学
大
学
院
の
聴
講
生
と
し
て
、

中
国
哲
学
を
学
び
は
じ
め
ま
す
。
大
学
時
代
に

学
ん
だ
老
荘
思
想
に
惹
か
れ
て
い
た
た
め
、
改

め
て
勉
強
し
よ
う
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
二
年

後
に
同
大
学
を
修
了
す
る
と
、
そ
の
翌
年
の

一
九
六
八
年
に
は
「
汗
血
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」

を
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
「
望
郷
の
舞
」、「
冒

頓
単
于
」
を
次
々
と
発
表
し
ま
す
。
こ
の
三
作

品
は
、
そ
れ
ま
で
に
登
場
し
た
マ
ン
ガ
作
品
と

は
違
っ
た
、
類
を
見
な
い
緻
密
で
力
強
い
線
に

よ
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ペ
ン
で
描
い
た

細
い
線
を
、
向
き
を
変
え
な
が
ら
多
数
重
ね
る

こ
と
に
よ
り
、
銅
版
画
の
よ
う
な
風
合
い
が
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
時
期
の
ほ
か
の
作
家
の

作
品
で
は
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
手
法
で
、
す

べ
て
の
頁
を
こ
の
手
法
で
描
い
て
い
ま
す
。

「
冒
頓
単
于
」
は
、『
漫
画
読
本
』
一
九
六
九

年
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
舞
台
は
紀
元

前
二
〇
〇
年
頃
の
モ
ン
ゴ
ル
で
、「
冒
頓
単
于
」

と
は
主
人
公
で
あ
り
、
実
在
し
た
君
主
の
名
前

で
す
。「
冒
頓
」
が
名
で
、「
単
于
」
は
位
を
表

す
言
葉
で
、
君
主
や
王
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。
前
漢
皇
帝
・
劉
邦
（
高
祖
）
と
の
戦
い
を

描
い
た
作
品
で
、図
1
の
扉
絵
で
は
、馬
に
乗
っ

た
冒
頓
単
于
が
剣
を
手
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
平
原

を
睥へ
い

睨げ
い

す
る
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
吹
き
出

し
で
登
場
人
物
に
セ
リ
フ
を
語
ら
せ
る
の
で
は

な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
地
の
文
に
、
括
弧

書
き
で
人
物
の
言
葉
を
挿
入
す
る
構
成
も
特
徴

的
で
す
。
佐
川
の
独
特
な
画
風
は
、
マ
ン
ガ
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
一
枚
絵
の
よ
う
な
雰
囲
気

を
醸か
も

し
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
で
、
佐
川

の
画
風
は
確
立
さ
れ
た
か
に
見
え
ま
す
が
、
そ

の
後
も
画
風
の
変
化
は
続
き
ま
す
。
六
〇
歳
を

過
ぎ
た
頃
か
ら
は
、
仏
教
を
題
材
と
し
た
大
型

絵
画
や
絵
本
を
手
が
け
、
深
み
の
あ
る
優
し
い

色
合
い
と
穏
や
か
な
画
風
へ
と
変
化
し
て
い
き

ま
し
た
。

長
女
の
小
林
美
菜
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
佐
川

は
、
な
に
か
疑
問
が
わ
い
た
ら
、
徹
底
的
に
調

べ
な
い
と
気
が
済
ま
ず
、「
途
中
で
や
め
る
と

い
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
恥
ず
か
し
い
こ
と
か
」

と
よ
く
言
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
中
国
哲
学

か
ら
始
ま
り
、
仏
教
へ
と
探
求
心
の
ま
ま
に
学

び
、
自
身
の
作
品
に
そ
の
学
び
を
反
映
し
て

い
っ
た
様
子
か
ら
は
、
佐
川
の
人
生
哲
学
が
垣

間
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

◆�

「
か
た
り
べ
」
一
二
〇
号
（
二
〇
一
六
年
七
月
八

日
発
行
）
で
は
、
佐
川
の
人
物
紹
介
記
事
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。
そ
ち
ら
も
あ
わ
せ
て
ご
覧
く

だ
さ
い
。

�

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

佐
伯�

百
々
子
）

図 1.「冒頓単于」扉絵原稿（小林美菜子氏所蔵）

図 2. 「冒頓単于」原稿 
 （小林美菜子氏所蔵）

ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
紹
介
！

佐さ

川が
わ

美み

代よ

太た

郎ろ
う

～「
冒ぼ

く

頓と
つ

単ぜ
ん

于う

」の
緻ち

密み
つ

な
線
画
～
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■
「
イ
ベ
ン
ト
開
催
」
の
目
的

郷
土
資
料
館
の
よ
う
な
歴
史
系
地
域
博
物
館

へ
の
来
館
者
は
、
高
年
層
の
占
め
る
割
合
が
大

き
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
様
々
な
年
齢

層
に
展
示
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
当
館
を
通
じ
た
博
物
館
で

の
学
習
に
年
齢
の
制
限
は
な
く
、
博
物
館
施
設

を
さ
ら
に
幅
広
く
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
で

す
。そ

こ
で
、当
館
で
は
令
和
二
年
八
月
一
日（
土

曜
日
）
を
「
キ
ッ
ズ
デ
ー
」
と
称
し
、
併
せ
て

子
ど
も
に
向
け
て
二
種
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
キ
ッ
ズ
デ
ー
は
、
年
齢

を
問
わ
ず
に
当
館
を
利
用
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
特
に
子
ど
も
や
保
護
者
が
そ
の
き
っ
か
け

を
つ
く
る
日
で
す
。

こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
は
、区
民
ひ
ろ
ば
や「
広

報
と
し
ま
」
特
集
版
・「
す
く
す
く
ふ
く
ろ
う

ナ
ビ
」
に
事
前
告
知
し
、
子
育
て
支
援
の
一
助

と
な
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

■
イ
ベ
ン
ト
①
「
お
や
こ
で
ま
な
ぶ
郷
土
資
料

館
」（
午
前
一
〇
時
半
か
ら
一
五
分
間
程
度
）

小
さ
い
子
ど
も
を
連
れ
て
い
る
と
な
か
な
か

博
物
館
施
設
に
行
き
づ
ら
い
と
い
っ
た
声
に
お

応
え
し
、未
就
学
児
と
そ
の
保
護
者
に
向
け
て
、

一
五
分
程
度
の
解
説
を
行
な
い
ま
し
た
。
展
示

解
説
を
し
な
が
ら
、
見
学
を
す
る
際
に
気
を
つ

け
て
ほ
し
い
ポ
イ
ン
ト
や
子
ど
も
の
目
線
か
ら

ど
の
よ
う
に
展
示
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
か

と
い
っ
た
こ
と
を
お
伝
え
す
る
内
容
で
し
た
。

■
イ
ベ
ン
ト
②
「
郷
土
資
料
館
の
子
ど
も
学

芸
員
」（
午
後
二
時
か
ら
四
時
）

学
芸
員
が
普
段
何
を
念
頭
に
置
い
て
ど
の
よ

う
に
作
業
を
し
て
い
る
の
か
を
解
説
し
、
体
験

し
て
も
ら
う
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
実
物
資
料
を

用
い
た
体
験
講
座
の
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
の
対
象

と
し
た
の
は
小
学
五
年
生
か
ら
中
学
生
で
、
事

前
予
約
制
と
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
学
芸
員
に
よ
る
一
通
り
の
解
説

を
聞
き
終
え
た
後
、
展
示
室
・
収
蔵
庫
の
一
部

や
調
査
・
研
究
の
現
場
（
作
業
室
）
を
見
学
し
、

次
い
で
調
査
作
業
と
展
示
作
業
を
体
験
し
ま
し

た
。
そ
の
際
に
用
い
た
資
料
は
、「
か
た
り
べ
」

一
三
六
号
「
巾
着
を
に
ぎ
る
熊
手
の
酉
の
市
」

で
紹
介
し
た
熊
手
で
す
。
作
業
体
験
で
は
、
こ

の
資
料
に
ま
つ
わ
る
情
報
を
、
キ
ッ
ズ
デ
ー
イ

ベ
ン
ト
の
た
め
に
用
意
し
た
調
査
カ
ー
ド
に
記

入
し
、
資
料
と
と
も
に
展
示
ケ
ー
ス
に
入
れ
、

資
料
名
称
を
伝
え
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
添
え
る

作
業
を
行
な
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
・
調
査
カ
ー
ド
・
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
は
、
収
蔵
資
料
展
「
豊
島
区
を
走
る
都
電
」

の
展
示
準
備
の
た
め
に
休
室
す
る
九
月
一
九
日

ま
で
、常
設
展
示
室
の
一
角
に
展
示
し
ま
し
た
。

■
参
加
者
の
様
子

当
館
は
、
急
い
で
見
学
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

一
〇
分
程
で
一
巡
で
き
る
小
規
模
な
施
設
な
の

で
、「
お
や
こ
で
ま
な
ぶ
郷
土
資
料
館
」
に
定

刻
よ
り
早
く
到
着
し
、
所
在
無
げ
に
し
て
い
る

親
子
の
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
定
刻

前
に
別
途
同
じ
内
容
の
解
説
を
行
な
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
ご
好
評
い
た
だ
け
た
よ
う
で
す
。

「
郷
土
資
料
館
の
子
ど
も
学
芸
員
」
で
は
、

参
加
す
る
子
ど
も
の
姿
を
動
画
に
と
っ
て
い
た

保
護
者
か
ら
も
質
問
や
補
足
情
報
が
あ
が
り
、

一
緒
に
な
っ
て
体
験
講
座
へ
参
加
し
て
い
た
だ

け
た
よ
う
で
し
た
。

な
お
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
細
心

の
注
意
を
払
い
、
当
日
は
密
集
し
な
い
参
加
人

数
で
開
催
し
、
全
参
加
者
の
検
温
・
消
毒
等
も

徹
底
し
ま
し
た
。

■
事
業
の
反
省

キ
ッ
ズ
デ
ー
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
は
当
館
で
は

初
め
て
の
試
み
で
し
た
。
終
了
後
に
は
反
省
会

を
行
な
い
、
体
験
の
内
容
や
時
間
配
分
、
解
説

の
た
め
の
よ
り
平
易
な
言
葉
選
び
等
に
課
題
が

残
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

学
芸
員
に
と
っ
て
、
来
館
者
の
反
応
に
接
す

る
こ
と
は
、
情
報
発
信
や
展
示
設
計
の
改
善
等

を
検
討
す
る
と
き
の
糧
と
な
る
貴
重
な
体
験
で

す
。
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
の
来
館
者
を
ど
の
よ

う
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
学
芸
員
が
考

え
学
ぶ
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
。

�

（
郷
土　

井
坂�

綾
／
鄧�

君
龍
）

▲「おやこでまなぶ郷土資料館」の様子

▲「郷土資料館の子ども学芸員」の様子

「
キ
ッ
ズ
デ
ー
」事
業
実
施
報
告



5

当
館
で
は
、
豊
島
区
地
域
を
描
い
た
浮
世
絵

版
画
の
う
ち
、
人
気
の
高
い
八
点
を
絵
葉
書
に

し
て
販
売
し
て
い
ま
す
（
一
枚
百
円
）。
本
誌

一
三
〇
号
で
は
高
田
・
雑
司
が
谷
地
域
の
四
点

を
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
巣
鴨
・
染
井
地

域
の
四
点
を
紹
介
し
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
末
期
に
か
け
て
、
中
山

道
の
巣
鴨
や
染
井
通
り
周
辺
（
現
駒
込
三
～
七

丁
目
付
近
）
に
は
植
木
屋
が
軒
を
連
ね
、
一
大

園
芸
セ
ン
タ
ー
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。

彼
ら
は
大
名
や
武
家
の
庭
園
管
理
の
ほ
か
、

自
身
の
庭
で
様
々
な
植
物
を
育
て
て
販
売
す
る

と
と
も
に
、
葉
や
花
の
変
異
を
愛め

で
る「
奇き

品ひ
ん

」

ブ
ー
ム
や
、
趣
向
を
凝こ

ら
し
た
作
り
菊
を
演
出

し
て
「
菊
見
」
ブ
ー
ム
を
起
こ
す
な
ど
、
様
々

な
仕し

掛か

け
で
多
く
の
花
見
客
を
集
め
る
園
芸
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
も
あ
り
ま
し
た
。

植
木
屋
た
ち
の
活
躍
に
よ
り
、
染
井
・
巣
鴨

は
江
戸
市
中
か
ら
日
帰
り
で
行
け
る
花
見
の
名

所
と
し
て
知
ら
れ
、
引ひ

き

札ふ
だ

（
チ
ラ
シ
）
や
案
内

図
、
番
付
、
双す

ご

六ろ
く

の
ほ
か
、
浮
世
絵
に
も
数
多

く
描
か
れ
た
の
で
す
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
浮
世
絵
は
菊
見
を
描
い

た
も
の
で
す
。
江
戸
に
お
け
る
菊
見
の
流
行

は
、
文
化
九
～
一
三
年
（
一
八
一
二
～
一
六
）、

弘
化
年
間
（
一
八
四
四
～
四
七
）、
文
久
年
間

（
一
八
六
一
～
六
三
）
の
三
回
あ
っ
た
と
さ
れ
、

手
法
も
「
花か

壇だ
ん

づ
く
り
」
か
ら
鳥

ち
ょ
う

獣じ
ゅ
うや

風
景
、

縁え
ん

起ぎ

物
な
ど
を
菊
花
で
表
現
す
る「
形
づ
く
り
」

へ
と
変
化
し
ま
し
た
。
②
～
④
は
第
二
次
、
①

は
第
三
次
ブ
ー
ム
に
版
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。

①
は
染
井
、
②
は
巣
鴨
の
植
木
屋
の
庭
を
俯ふ

瞰か
ん

し
た
構
図
で
、
広
い
池
に
植
木
や
庭
石
を
配

し
た
庭
園
を
巡
り
な
が
ら
、
菊
花
壇
を
楽
し
む

人
々
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
②
に
注
目
す
る
と
、
母
親
が
手
に
持

つ
玩が

ん

具ぐ

を
子
ど
も
が
欲
し
が
る
姿
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
神
田
祭
の
山だ

車し

の
ミ
ニ
チ
ュ

ア
と
思
わ
れ
ま
す
。
江
戸
三
大
祭
の
一
つ
と
さ

れ
る
神
田
明
神
の
祭
礼
は
、
か
つ
て
旧
暦
の
九

月
一
五
日
（
新
暦
の
一
〇
月
下
旬
）
に
行
わ
れ
、

ち
ょ
う
ど
菊
の
見
頃
で
し
た
。
祭
見
物
や
寺
社

参
詣
を
か
ね
て
菊
見
を
楽
し
む
人
々
も
多
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

③
④
は
、小
菊
を
用
い
た
造
り
菊
（
菊
細
工
）

を
描
い
た
も
の
で
す
。
③
は
巣
鴨
の
斎さ

い

田だ

弥
三

郎
の
作
で
、讃さ

ん

に「
去
年
冨
士
山
に
て
御
高
評
を

受
た
れ
ば
目
先
を
か
へ
て
当
年
も
又
々
冨
士
の

作
り
菊
、
御
ひ
い
き
目
よ
り
三
国
一
と
御
評
判

〱
」と
あ
り
、白
富
士
を
背
景
に
三
羽
の
鶴
を

配
し
た
遠
近
感
の
あ
る
景
色
は
好
評
を
博
し
、

以
降
、富
士
山
は
毎
年
の
恒
例
と
な
り
ま
し
た
。

④
は
染
井
の
植
木
屋
金
五
郎
の
作
で
「
ぞ
う

の
大
サ
壱い

ち

丈
じ
ょ
う

余
い
ろ
き
く
見
事
の
出
来
」（「
造

花
一
覧
園
百
菊
」）
と
あ
り
、
高
さ
三
・
三
ｍ
余

の
巨
大
な
白
象
の
迫
力
に
驚
く
女
性
た
ち
の
姿

が
印
象
的
で
す
。

第
三
次
ブ
ー
ム
以
降
、
菊
細
工
の
中
心
は
染

井
・
巣
鴨
か
ら
殿で

ん

中ち
ゅ
う、
妙み
ょ
う
ぎ義
坂
、
千せ
ん

駄だ

木ぎ

、
藪や
ぶ

下し
た

へ
と
広
が
り
、
明
治
時
代
に
は
団だ

ん

子ご

坂
（
現

文
京
区
）
の
菊
人
形
が
歌か

舞ぶ

伎き

を
題
材
と
し
て

人
気
を
集
め
、
興こ

う

行
ぎ
ょ
う

化
し
て
成
功
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
巣
鴨
地
蔵
通
り
を
は
じ
め
各
地
で

菊
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
今
年
は
絵
葉

書
を
手
に
約
一
七
〇
年
前
の
染
井
・
巣
鴨
の
菊

見
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
参
考
】『
菊
人
形
今
昔
―
団
子
坂
に
花
開
い
た
秋
の
風
物

詩
―
』
文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
、
二
〇
〇
二
年
。『
花
開

く
江
戸
の
園
芸
』東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、二
〇
一
三
年
。

�

（
郷
土　

横
山�

恵
美
）

連
載 

「
絵
は
が
き
は
語
る
」（
14
）　
番
外
編
！
染
井
・
巣
鴨
の
植
木
屋
と
菊
見
ブ
ー
ム

①
江
戸
名
勝
図
会
　
染
井
　

　
二
代
歌
川
広
重
　
元
治
元（
一
八
六
四
）年

②
東
都
花
く
ら
べ
　
巣
鴨
の
き
く
　
一
鵬
斎（
歌
川
）芳
藤

　
弘
化
四（
一
八
四
七
）年
～
嘉
永
五（
一
八
五
二
）年

③
流
行
菊
の
花
揃
　
巣
鴨
植
木
屋
弥
三
郎

　
胡
蝶
園（
二
代
歌
川
国
盛
）　
弘
化
二（
一
八
四
五
）年④流行菊花揃　染井植木屋金五郎　

　一猛斎（歌川）芳虎　天保15（1844）年
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資
料
寄
贈
受
入
れ
の

　
　
　
　
一
時
休
止
の
お
し
ら
せ

収
蔵
資
料
移
転
及
び
準
備
作
業
の
た
め

資
料
寄
贈
の
受
け
入
れ
を
二
〇
二
一
年

夏
頃
ま
で
、
一
時
休
止
い
た
し
ま
す
。

6

大
き
な
二
輪
の
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
、
瓦
屋
根
、
地

上
の
事
物
が
ま
と
う
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
。
こ
れ
ら
の
赤

い
ト
ー
ン
が
鮮
烈
で
す
。
佐
田
勝
（
さ
た　

か
つ
、

ま
さ
る�

一
九
一
四
-一
九
九
三
）
の
《
ハ
イ
ビ
ス
カ

ス
の
咲
く
沖
縄
》（
図
１
）
は
、
防
風
や
日
陰
の

役
目
を
持
つ
石
垣
と
フ
ク
ギ
で
覆
わ
れ
た
屋
敷
囲

い
の
中
に
あ
り
、
琉
球
赤
瓦
の
屋
根
だ
け
を
の
ぞ

か
せ
る
伝
統
的
な
沖
縄
の
住
ま
い
を
表
し
て
い
ま

す
。
画
面
は
く
っ
き
り
と
形
を
作
る
白
雲
の
浮
か

ぶ
青
空
と
黄
色
い
地
面
の
上
下
に
二
分
さ
れ
、
手

前
に
生
え
る
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
越
し
に
遠
景
を
眺
め
る

構
図
と
な
っ
て
い
ま
す
。
画
面
に
集
う
全
て
の
色

彩
が
大
胆
で
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
で
す
。

佐
田
は
例
え
ば
北
海
道
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
と

い
っ
た
辺
境
の
風
景
の
題
材
を
好
ん
で
い
た
よ
う

で
、
特
に
沖
縄
諸
島
に
は
何
度
も
足
を
運
ん
で
い

ま
し
た
。
彼
の
沖
縄
行
き
は
、
自
由
に
旅
行
が
可

能
と
な
る
一
九
七
二
年
沖
縄
返
還
の
少
な
く
と
も

六
年
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

画
中
を
大
き
く
分
割
し
た
構
図
、
輪
郭
線
を

と
り
、
平
塗
り
で
よ
り
主
張
を
強
め
る
平
面
性

と
抑よ
く

揚よ
う

に
富
ん
だ
色
彩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
佐
田
の

画
風
と
い
え
ま
す
が
、
こ
の
特
徴
故
に
作
家
の
風

景
画
は
空
間
の
広
が
り
を
再
現
す
る
よ
り
、
個
々

の
モ
チ
ー
フ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
向
き
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
効
果
を
心
得
て
、
佐
田
は
風
土

に
特
有
の
モ
チ
ー
フ
を
選
択
し
て
い
ま
す
。《
浜は
ま

木ゆ

綿う

咲
く
沖
縄
》（
図
２
）
は
一
輪
の
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス

と
画
面
下
半
分
を
覆
う
白
い
浜
木
綿
の
向
こ
う

側
に
、沖
縄
の
島
々
に
伝
わ
る
漁
業
用
の
木
舟「
サ

バ
ニ
」
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
生
い
茂
る
浜

木
綿
、
山
吹
色
の
地
表
に
置
か
れ
黒
く
短
い
影

を
伸
ば
す
焦
げ
茶
色
の
小
舟
か
ら
、
水
面
が
な

く
と
も
こ
こ
が
海
辺
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。長

崎
県
に
生
ま
れ
、
台
湾
や
北
海
道
な
ど
を

転
々
と
し
、中
学
校
か
ら
東
京
に
住
む
よ
う
に
な
っ

た
佐
田
は
、
東
京
美
術
学
校
（
現
：
東
京
藝

術
大
学
）
油
畫
科
在
学
中
か
ら
豊
島
区
に
ア
ト
リ

エ
を
借
り
て
い
ま
し
た
。
場
所
は
長
崎
と
千
早
町

の
お
そ
ら
く
二
か
所
で
す
。
在
学
中
の
一
九
三
六

年
頃
に
は
長
崎
に
、
次
い
で
三
九
年
頃
に
は
豊
島

区
千
早
町
二
-
三
六
に
い
た
こ
と
が
山
下
菊
二
宛

の
書
簡
か
ら
推
測
さ
れ
ま
す
＊
。
交
流
は
多
く
、

美
術
文
化
協
会
の
結
成
に
参
加
し
、
靉あ
い

光み
つ

や
松

本
竣
介
な
ど
近
隣
に
住
む
ア
ト
リ
エ
村
の
多
く
の

住
人
た
ち
の
知
己
を
得
た
よ
う
で
す
。
油
彩
の
み

な
ら
ず
ガ
ラ
ス
絵
も
得
意
と
し
て
お
り
、
一
九
五
一

年
に
は
ガ
ラ
ス
絵
協
会
を
設
立
し
普
及
に
努
め
ま

し
た
。

�

（
美
術　

堀
口�

麗
）

＊
東
京
文
化
財
研
究
所
所
蔵　

山
下
菊
二
資
料

【
主
要
参
考
文
献
】

『
日
本
美
術
』
第
五
二
号　

日
本
美
術
社　

一
九
六
八
年

『
ア
ト
リ
エ
』
五
月
号　

ア
ト
リ
エ
出
版
社　

一
九
六
八
年

『
三
彩
』
一
九
七
八
年
六
月
号
三
七
一　

三
彩
社　

一
九
七
八
年

『
美
術
グ
ラ
フ
』
七
月
号　

時
の
美
術
社　

一
九
七
九
年

『
民
家
を
知
る
旅　

日
本
の
民
家
見
ど
こ
ろ
案
内
』
彰
国
社　

二
〇
二
〇
年

編
集
後
記

「
か
た
り
べ
」
一
三
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

長
い
梅
雨
が
明
け
た
途
端
、
八
月
か
ら
連
日
猛

暑
が
続
き
ま
し
た
。
当
館
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
防
止
策
を
講
じ
つ
つ
、
八
月
一
日
に

「
お
や
こ
で
ま
な
ぶ
郷
土
資
料
館
」
と
体
験
講
座

「
郷
土
資
料
館
の
子
ど
も
学
芸
員
」、
八
月
八
日
に

「
は
ん
こ
ペ
タ
ペ
タ
！
う
ち
わ
作
り
」
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
い
ず
れ
も
好
評
で
し
た
。

一
〇
月
か
ら
は
収
蔵
資
料
展
「
豊
島
区
を
走
る

都
電
」
が
始
ま
り
ま
す
。
現
在
の
都
電
荒
川
線
に

い
た
る
路
面
電
車
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
と
も

に
、
松
井
一
彦
氏
撮
影
の
貴
重
な
都
電
の
写
真
を

通
し
て
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
の
都
電
沿
線
の
景

観
の
移
り
変
わ
り
を
た
ど
る
の
も
、
見
ど
こ
ろ
の

一
つ
で
す
。

ま
た
一
〇
月
～
一
一
月
に
は
「
豊
島
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
講
座
」（
全
四
回
）
を
開
催
し
ま
す
。
郷
土
、

美
術
、
文
学
・
マ
ン
ガ
の
三
分
野
の
学
芸
員
が
講

師
と
な
り
、
日
頃
の
調
査
研
究
の
成
果
や
所
蔵
作

品
資
料
の
魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。（
郷
土�

横
山
恵
美
）

（図1）佐田勝《ハイビスカスの咲く沖縄》制作年不明
油彩・カンヴァス　豊島区蔵

（図２）佐田勝《浜木綿咲く沖縄》制作年不明
油彩・カンヴァス　豊島区蔵
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