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二
〇
二
二
年
二
月
一
日
か
ら
小お

熊ぐ
ま

秀ひ
で

雄お

展
が

始
ま
り
ま
す
。
主
担
当
に
聞
い
て
み
ま
す
。

―
小
熊
秀
雄
と
は
、
ど
の
よ
う
な
作
家
な
の

で
す
か
。

一
九
〇
一
年
に
北
海
道
で
生
ま
れ
、
一
九
四

〇
年
に
豊
島
区
で
没
し
た
詩
人
で
、「
池
袋
モ

ン
パ
ル
ナ
ス
」
の
呼
称
を
つ
け
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
自
身
で
は
詩
人
と
い
っ
て
い
ま
す
け
れ

ど
、
詩
だ
け
で
は
な
く
、
童
話
、
文
芸
や
美
術

批
評
、漫
画
原
案
な
ど
で
も
活
躍
し
た
人
で
す
。

一
九
三
〇
年
代
に
池
袋
に
来
て
か
ら
は
、
絵
画

制
作
も
多
く
手
掛
け
て
い
ま
す
。

―
小
熊
が
絵
を
描
き
始
め
た
の
は
な
ぜ
で
す

か
。上

京
前
、
北
海
道
で
も
絵
画
制
作
を
し
て
い

て
、
描
く
こ
と
に
興
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

一
九
三
〇
年
代
に
池
袋
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
周
り
の
画
家
た
ち
に
影
響
を
受
け
て
本

格
的
に
描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
画
家

の
寺て
ら

田だ

政ま
さ

明あ
き

と
近
し
い
関
係
に
あ
り
、
小
熊

は
絵
の
具
を
借
り
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

一
九
三
〇
年
代
の
初
め
か
ら
言
論
弾
圧
が
厳
し

く
な
り
小
熊
が
得
意
と
し
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
詩
の
制
作
発
表
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い

た
の
で
、
違
っ
た
表
現
手
段
を
試
み
、
そ
の
中

に
画
業
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
ふ
し
も
あ
り
ま
す
。
日
々
の
糧か

て

を
得
る

た
め
に
絵
を
売
る
な
ど
も
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
一
九
三
七
年
に
は
池
袋
の
喫
茶
店
で
個
展

を
ひ
ら
い
て
お
り
、
画
業
に
も
積
極
的
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

―
所
蔵
品
に
よ
る
小
熊
秀
雄
展
は
一
一
年

ぶ
り
と
な
り
ま
す
。
な
ぜ
開
催
に
至
っ
た
の
で

す
か
。

二
〇
二
一
年
が
小
熊
秀
雄
の
生
誕
一
二
〇
周

年
に
当
た
る
年
な
の
で
、
こ
の
年
を
記
念
し
て

開
催
す
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
。
一
一
年
前
に

展
示
（
註
）
し
た
あ
と
新
収
蔵
作
品
も
増
え
て
、

そ
れ
を
初
め
て
お
披
露
目
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
小
熊
秀
雄
の
絵
画
作
品
は
豊
島
区
の
美
術

分
野
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
と
な
っ
て
い
ま

す
。―

本
展
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
な
ん
で
す
か
。

詩
人
小
熊
秀
雄
の
側
面
と
い
う
よ
り
も
、
小

熊
秀
雄
の
画
業
に
大
き
く
焦
点
を
当
て
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
小
熊
の
絵
は
ナ
イ
ー
ブ
で
繊

細
、
や
さ
し
げ
な
、
は
か
な
げ
な
印
象
が
あ
り

ま
す
。
世
間
に
よ
く
知
ら
れ
る
語
気
の
強
い
、
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社
会
に
対
抗
す
る
よ
う
な
詩
と
は
相
反
す
る
作

品
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
絵
と
詩
に
共
通
す
る

テ
ー
マ
と
し
て
街
の
描
写
が
あ
り
ま
す
。
詩
で

表
さ
れ
る
街
は
、
小
熊
の
悲
喜
こ
も
ご
も
の
心

情
を
重
ね
ら
れ
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
ま

す
。
一
方
、小
熊
の
絵
の
街
の
描
写
は
、カ
フ
ェ

や
街
路
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
る
建
物
、
市
中

に
生
き
る
人
々
が
画
題
と
し
て
出
て
き
ま
す
。

隅
々
を
歩
き
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
に
目
配
せ
を
し

描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
の
ス

ケ
ッ
チ
や
水
彩
画
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
小

熊
の
し
ご
と
に
お
い
て
詩
作
に
画
業
が
加
わ
っ

た
と
き
、
そ
れ
が
フ
ラ
ヌ
ー
ル
（
遊ゆ
う

歩ほ

者し
ゃ

）
の

視
線
に
似
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
展
示
を
考
え
て
み
よ
う
と

思
い
ま
し
た
。

―
フ
ラ
ヌ
ー
ル
・
遊
歩
者
に
つ
い
て
説
明
し

て
く
だ
さ
い
。

フ
ラ
ヌ
ー
ル
と
は
直
訳
で
は
街
を
そ
ぞ
ろ

歩
く
人
と
い
う
意
味
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
詞

（flâneur

）
で
す
。
一
九
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
・

パ
リ
を
中
心
に
現
れ
た
紳
士
像
で
、
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
の
文
壇
や
絵
画
の
中
に
多
く
登
場
し
ま

す
。
ぶ
ら
ぶ
ら
と
あ
て
も
な
く
街
を
歩
き
な
が

ら
群
衆
や
街
並
み
を
観
察
し
た
り
、
カ
フ
ェ
に

長
時
間
滞
在
し
て
み
た
り
、
基
本
的
に
は
街
の

中
で
も
ひ
と
り
も
の
思
い
に
ふ
け
る
、
そ
う
し

た
振
る
舞
い
を
見
せ
る
男
性
は
フ
ラ
ヌ
ー
ル
と

さ
れ
ま
し
た
。ご
参
考
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の『
パ

リ
の
憂ゆ
う

鬱う
つ

』、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

と
い
っ
た
本
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は
萩は
ぎ

原わ
ら

朔さ
く

太た

郎ろ
う

な
ど
日
本
の
文
学
者
た
ち
に

も
影
響
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

フ
ラ
ヌ
ー
ル
の
背
景
を
ご
存
知
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
日
本
語
で
は
遊
び
歩
く
者
（
人
物
）、

と
書
き
ま
す
か
ら
、
な
に
や
ら
楽
し
気
な
様
相

も
伝
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
会
場
に
は
動
線
を
明
示
せ
ず
、
あ
ま
り
制

約
を
つ
け
て
い
な
い
よ
う
で
す
、
そ
れ
で
も
こ

の
よ
う
に
並
べ
た
わ
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

展
示
の
構
成
と
し
て
は
、
小
熊
が
エ
ッ
セ
イ

で
語
っ
て
い
た
、
日
常
的
な
街
歩
き
を
な
ぞ
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
入
口
付
近
に
配
し
た
、

小
熊
の
住
ま
い
の
あ
る
池
袋
の
西
側
の
長
崎
ア

ト
リ
エ
村
あ
た
り
を
ス
タ
ー
ト
し
て
、
立
教
大

学
を
通
っ
て
、
池
袋
や
街
中
、
繁
華
街
を
め
ぐ

る
イ
メ
ー
ジ
で
構
成
し
て
い
ま
す
。
池
袋
ま
で

着
い
た
そ
の
あ
と
は
、
自
由
に
街
を
歩
い
て
い

た
だ
く
イ
メ
ー
ジ
で
作
っ
て
い
る
の
で
、
固
定

の
動
線
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
カ
フ
ェ
の

ゾ
ー
ン
、
川
岸
ゾ
ー
ン
な
ど
ま
と
ま
っ
た
テ
ー

マ
で
展
示
し
て
は
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ヌ
ー
ル

小
熊
の
気
持
ち
に
な
っ
て
自
由
に
足
の
向
く
ま

ま
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

会
場
配
布
の
リ
ス
ト
で
、
作
品
の
情
報
は
ま

と
め
て
ご
提
示
し
て
い
ま
す
。
テ
ー
マ
ご
と
に

並
べ
て
い
ま
す
の
で
、
作
品
名
を
参
照
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
リ
ス
ト
を
見
な
が

ら
、
作
品
の
内
容
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
追
え
る

よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

―
出
品
作
品
の
中
か
ら
一
点
、
紹
介
し
て
く

だ
さ
い
。

《
小こ
み
ち路

》、
で
す
ね
。
今
回
の
展
示
テ
ー
マ
に

お
け
る
街
を
歩
く
小
熊
の
視
線
を
良
く
表
し
て

い
る
作
品
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
家
が
並
ぶ
狭

い
小
径
を
進
み
な
が
ら
周
り
の
風
景
、
行
き
か

う
人
々
の
姿
が
視
界
に
映
る
構
図
で
す
。　

―
ぴ
っ
た
り
の
文
章
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

『
小
熊
秀
雄
全
集
』
の
四
巻
に
収
録
さ
れ
て

い
る
エ
ッ
セ
イ
が
あ
り
ま
す
。「
画
家
・
詩
人
・

娘
達
」
と
い
う
未
発
表
原
稿
で
す
。
小
熊
が
な

ぜ
街
を
描
く
の
か
、そ
の
理
由
を
綴
っ
て
お
り
、

展
示
の
あ
る
種
の
核
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
で
し
ょ
う
。
展
覧
会
場
で
も
な
ん
ら
か
ご

覧
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

註
：
小
熊
秀
雄
展
①
は
二
〇
〇
九
年
三
月
、
②
が
二
〇
一
〇

年
三
月
に
、
と
も
に
熊
谷
守
一
美
術
館
三
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

開
催
。

●
関
連
事
業
：

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
：
二
月
二
六
日
（
土
）

　

午
後
一
時
三
〇
分
～
（
二
〇
分
程
度
）　

は
ん
こ
ペ
タ
ペ
タ
：

　

二
月
一
三
日
（
日
）
午
後
二
時
～
四
時
、

　

三
月
一
三
日
（
日
）
午
前
一
〇
時
～
一
二
時　

い
ず
れ
も
事
前
申
し
込
み
不
要
。
当
日
、
郷

土
資
料
館
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
向
け
鑑
賞
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
配
布
し

ま
す
。

（
美
術　

堀
口　
麗
、 

小
林
未
央
子
（
聞
き

手
）、
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
四
日
現
在
）

《負けるなカルメン》1930年代　インク、紙　豊島区蔵　＊新収蔵作品

《小路》1930年代　インク、紙　豊島区蔵
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『
か
た
り
べ
』
１
３
８
号
で
ご
紹
介
し
た
山

高
登
の
版
画
作
品
に
は
、
都
電
荒
川
線
の
「
都

電
雑
司
ヶ
谷
」
停
留
場
付
近
の
踏
切
か
ら
、
新

宿
方
面
を
描
い
た
《
雑
司
ヶ
谷
秋
灯
》
と
い
う

作
品
が
あ
り
ま
す
。

山
高
は
、
こ
の
作
品
が
制
作
さ
れ
た
一
九
七

五
年
頃
に
は
、
新
宿
に
は
「
ま
だ
超
高
層
ビ
ル

が
３
棟
ほ
ど
し
か
建
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い

い
、「
ビ
ル
を
強
調
し
た
せ
い
か
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
風
景
の
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
書
い
て
い

ま
す
。
新
宿
に
は
、
一
九
七
一
年
に
京
王
プ
ラ

ザ
ホ
テ
ル
（
四
七
階
）、
一
九
七
四
年
に
新
宿

住
友
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
（
五
二
階
）、
新
宿
三
井

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
（
五
五
階
）
が
建
設
さ
れ
て
い

る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
三
つ
の
超
高
層
ビ
ル

が
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
高
は
東
京
中
の
ま
ち
を
歩
い
て
気
に
入
っ

た
風
景
を
写
真
に
撮
り
、
下
絵
を
描
い
て
か
ら

版
木
に
彫
っ
て
、
摺す

っ
て
い
ま
し
た
。

絵
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
所
か

ら
写
真
を
撮
影
し
て
み
る
と
、
い
か
に
ビ
ル
や

線
路
の
起
伏
、
周
り
の
家
々
が
強
調
さ
れ
て
い

る
か
が
わ
か
り
ま
す
。

「
普
通
写
生
を
し
て
い
る
時
私
は
電
線
な
ど

殆
ど
書
き
入
れ
た
こ
と
は
な
い
。
私
は
電
柱
や

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等
不
必
要
と
思
え
ば
ど
ん
ど
ん

取
り
除
い
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
も
の
を
取
り
除

い
て
も
絵
か
ら
そ
の
路ろ

次じ

の
個
性
や
風
土
感
は

失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。」

い
つ
の
間
に
か
、
暗
く
な
る
の
が
早
く
な
っ

た
と
気
づ
く
秋
の
夕
暮
れ
時
、
都
電
が
走
る
線

路
の
脇
に
は
今
も
家
々
が
立
ち
並
び
、
日
暮
れ

と
と
も
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
灯
り
が
点
く
様
子

が
印
象
的
で
し
た
。
山
高
の
版
画
に
は
、
そ
の

土
地
の
「
風
土
感
」
と
と
も
に
人
々
の
暮
ら
し

の
気
配
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

※
引
用
は
す
べ
て
、
山
高
登
『
東
京
昭

和
百
景　

山
高
登　

木
版
画
集
』（
シ
ー

ズ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、
二
〇
一
四
年
）

よ
り（

文
学
・
マ
ン
ガ　

西
方
ゆ
り
恵
）

文学・マンガ分野　収蔵資料あれこれ―版画×池袋・雑司が谷編―

会　　期：２０２２年２月１日（火）～３月１３日（日）

会　　場：豊島区立郷土資料館　常設展示室内

開館時間：９時～１６時３０分　　入館無料

休　館　日：月曜、第三日曜、祝日（２月７、１１、１４、２０、２１、２３、２８日、３月７日）

※【ご来場に際してのお願い】新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、マスク着用、手指の消毒、検温などのご協力をお願い

しています。社会状況等により、休館や事業を中止・変更する場合がありますので、事前に郷土資料館ホームページをご確認ください。

今回ご紹介した作品に加え、山高登の区内を描いた版画作品や版木、区ゆかりの児童文学者・
坪
つぼ

田
た

譲
じょう

治
じ

が主宰した雑誌『びわの実学校』の表紙原画なども展示いたします。

ほ
と
ん

文
学
・
マ
ン
ガ
資
料
紹
介

山や
ま

高た
か

登
の
ぼ
る

《
雑
司
ヶ
谷
秋
灯
》
～
版
木
に
刻
む
都
電
の
風
景
（２
）
～

山高登《雑司ヶ谷秋灯》　1975年

木版、紙　　 35×20cm

豊島区立郷土資料館所蔵

2021年10月著者撮影
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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
一
九
六
三
年
一
一
月
（
高
木

進
一
氏
撮
影
）
と
現
在
（
二
〇
二
一
年
一
二
月

撮
影
）
の
池
袋
西
口
駅
前
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
。

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
の
終
戦
か

ら
数
年
間
、
大
都
市
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
周
辺
等

を
中
心
に
、
一
般
の
商
店
と
と
も
に
、
長
屋
式

の
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
、
地
面
に
ゴ
ザ
を
敷
い
て
ヤ

ミ
価
格
で
商
売
を
行
う
い
わ
ゆ
る
「
ヤ
ミ
市
」

が
存
在
し
ま
し
た
。
極
度
の
生
活
必
需
品
不
足

の
な
か
、「
ヤ
ミ
市
」
で
入
手
し
た
物
資
に
よ

り
な
ん
と
か
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
都
市

生
活
者
が
、
少
な
か
ら
ず
い
た
は
ず
で
す
。

池
袋
駅
の
周
辺
に
展
開
し
て
い
た
「
ヤ
ミ

市
」
は
、
東
口
は
一
九
五
二
年
頃
に
は
撤
去
さ

れ
、
並
行
し
て
駅
舎
お
よ
び
駅
前
整
備
が
進
み

ま
す
。
一
方
の
西
口
は
東
口
に
遅
れ
る
こ
と
約

一
〇
年
、
一
九
六
二
年
末
頃
ま
で
に
撤
去
。
現

在
に
引
き
継
ぐ
池
袋
駅
西
口
周
辺
の
原
型
が
固

ま
り
ま
し
た
。
上
の
写
真
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ

ろ
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。
現
状
と
比
べ
て

建
物
の
高
さ
が
低
く
、
ま
た
タ
ク
シ
ー
車
両
の

ク
ラ
シ
ッ
ク
性
が
目
を
惹
き
ま
す
。

さ
て
、
池
袋
駅
周
辺
地
域
の
変
貌
や
賑
わ
い

を
考
え
る
際
、
駅
の
東
口
側
と
西
口
側
両
方
に

「
民み
ん
し
ゅ
う
え
き

衆
駅
」と
し
て
建
て
ら
れ
た
駅
ビ
ル
が
あ
り
、

そ
の
駅
ビ
ル
を
拠
点
に
し
て
人
の
流
れ
が
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
ま
す
。

「
民
衆
駅
」
と
は
、
か
つ
て
の
国
鉄
駅
が
民

間
資
本
を
取
り
入
れ
て
建
て
た
駅
ビ
ル
の
こ
と

を
指
し
ま
す
。
こ
の
民
衆
駅
構
想
承
認
の
第
一

号
が
愛
知
県
豊
橋
駅
で
、
第
二
号
が
池
袋
駅
西

口
、
第
一
七
号
が
池
袋
駅
東
口
で
し
た
。
す
な

わ
ち
、
一
九
五
〇
年
に
完
成
し
た
西
口
駅
ビ
ル

で
あ
る
東
横
百
貨
店
（
現
在
東
武
百
貨
店
の
一

部
）、
一
九
五
七
年
に
完
成
し
た
東
口
駅
ビ
ル

で
あ
る
東
京
丸ま
る

物ぶ
つ

百
貨
店（
現
在
池
袋
パ
ル
コ
）

が
、
こ
の
「
民
衆
駅
」
に
該
当
し
ま
す
。

時
代
は
く
だ
り
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年

一
一
月
、
豊
島
区
に
よ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ン

グ
」
の
整
備
と
と
も
に
池
袋
西
口
公
園
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
。
そ
の
後
、
二
〇
二
一

年
八
月
、
長
い
間
池
袋
駅
周
辺
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
池
袋
マ
ル
イ
が
閉
店

す
る
な
ど
、
池
袋
駅
西
口
の
姿
が
変
わ
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。
こ
の
先
し
ば
ら
く
は
、
西
口
周
辺

の
景
観
変
化
と
ま
ち
づ
く
り
動
向
か
ら
目
が
離

せ
ま
せ
ん
。

（
郷
土　

秋
山
伸
一
） 1962（昭和37）年ごろの池袋駅西口（駅側から撮影したもの）

火の見櫓（消防署）右側の空き地部分が後年池袋マルイとなる

第
　
回
　
池
袋
駅
西
口
の
変
貌
と
ま
ち
づ
く
り

37

＊



5

今
年
は
、北
豊
島
郡
の
旧
四
町
が
統
合
し
て
、

豊
島
区
が
誕
生
し
て
九
〇
年
を
迎
え
ま
す
［
昭

和
七（
一
九
三
二
）年
一
〇
月
一
日
区
制
施
行
］。

そ
の
一
つ
、
高
田
町
が
高
田
町
政
の
業
績
と

解
体
当
時
の
町
の
姿
を
後
世
に
遺の
こ

す
た
め
、
昭

和
七
年
九
月
に
作
成
し
た
写
真
帖ち
ょ
うが

あ
り
ま

す
（
鏑
木
孝
久
氏
寄
贈
。
本
誌
104
号
参
照
）。

区
南
部
に
位
置
す
る
高
田
町
は
、
大
正
期
以

降
、
鉄
道
網
の
整
備
と
第
一
次
世
界
大
戦
を
契

機
と
し
た
神
田
川
沿
岸
の
工
場
の
進
出
及
び
住

宅
の
増
加
に
よ
り
、
人
口
が
急
増
し
、
保
健
衛

生
上
の
問
題
か
ら
河
川
改
修
と
下
水
道
の
整
備

が
急
務
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
鉄

道
に
比
べ
て
、
町
を
南
北
に
縦
断
す
る
幹
線
道

路（
環
状
線
）を
は
じ
め
、
町
内
の
道
路
整
備
が

遅
れ
て
お
り
、懸
案
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

本
写
真
帖
に
は
、
写
真
家
南
谷
晴
恍
の
撮
影

に
よ
る
計
八
〇
枚
の
鮮
明
な
写
真
が
納
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
、
海え

老び

澤さ
わ

了り
ょ
う

之の

介す
け

町
長
が
約
三
年
間
の
町
政
時
代
に
重
点
政
策
と

し
て
取
り
組
ん
だ
河
川
改
修
、
下
水
道
工
事
、

小
学
校
の
整
備
、
防
火
機
関
の
強
化
、
根ね

津づ

山や
ま

開
発
に
関
す
る
写
真
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
九
〇
年
前
の
高
田
町
の
変へ
ん

貌ぼ
う

が

よ
く
わ
か
る
三
大
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。

■
神
田
川
の
改
修
工
事

昭
和
五
年
一
二
月
に
起
工
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

■
鶴つ

る

巻ま
き

川が
わ

（
弦
巻
川
）
の
暗あ
ん

渠き
ょ

工
事

昭
和
六
年
六
月
に
下
水
道
工
事
が
着
手
さ
れ
た
。

■
根
津
山
の
開
発

昭
和
七
年
下
水
道
工
事
と
共
に
開
発
が
始
ま
っ
た
。

高
田
町
で
は
、
昭
和
七
年
八
月
の
東
京
市
併

合
特
別
委
員
会
で
、
こ
れ
ら
の
三
事
業
を
記
念

し
て
、
①
神
田
川
改
修
記
念
石
、
②
下
水
道
築ち

く

造ぞ
う

記
念
石
、
③
根
津
山
開
発
記
念
石
の
建
設
を

議
決
し
ま
し
た
。
②
は
現
在
、「
鶴
巻
川
暗あ
ん

渠き
ょ

記
念
碑
」
と
し
て
、
大
鳥
神
社
境
内
に
遺の

こ

さ
れ

て
い
ま
す
が
、
①
と
③
の
所
在
は
不
明
で
す
。

※
研
究
紀
要
『
生
活
と
文
化
』
第
22
号
参
照
。

（
郷
土　

横
山
恵
美
）

改修工事が完成した神田川　上流側から豊橋を望む。

左岸に武蔵屋染工場と干し場がみえる。

暗渠後の鶴巻道路　右が大鳥神社、奥が宝城寺と清立

院。中央を王子電車軌道が横断する。

改修前の神田川と面影橋　改修工事は、これより下流

に架かる豊橋の上流から着工された。

暗渠前の鶴巻川　宝城寺と清立院を望む。川には生活

排水が流れ落ち、時折洪水被害もあった。

根津山道路を視察する根津嘉一郎と町理事者。

池袋駅東側に広がる根津山（22,200坪の林野）

を縦断して字
あざ

水久保に通じる道路と、林野の周

囲を通る道路が完成した。
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編

集

後

記

「
か
た
り
べ
」
１
４
１
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

当
館
で
は
、
昨
年
９
月
27
日
～
１
月
31
日
ま
で
、

飯
能
倉
庫
へ
の
資
料
移
転
の
た
め
休
館
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
が
、

２
月
１
日
の
再
開
に
あ
わ
せ
て
、
美
術
所
蔵
作
品
展

「
生
誕
１
２
０
周
年
小
熊
秀
雄
―
遊
歩
者
の
ス
ケ
ッ

チ
」
と
、「
文
学
・
マ
ン
ガ
分
野
収
蔵
資
料
あ
れ
こ
れ

―
版
画
×
池
袋
・
雑
司
が
谷
編
―
」
を
同
時
開
催
い

た
し
ま
す
。
区
ゆ
か
り
の
二
人
の
作
家
が
描
い
た
作
品

を
一
堂
に
紹
介
し
た
見
ご
た
え
の
あ
る
展
示
で
す
。

ま
た
今
年
は
、
昭
和
７（
１
９
３
２
）年
10
月
１
日

に
豊
島
区
が
誕
生
し
て
90
年
を
迎
え
ま
す
。
当
館
で

は
、
区
制
90
周
年
を
記
念
し
た
特
別
展
や
イ
ベ
ン
ト

を
企
画
中
で
す
。
こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
郷
土　

横
山
恵
美
）

旧
第
十
中
学
校
・
旧
高
松
第
一
保
育
園
等

で
の
生
活
資
料
の
棚
卸
作
業
（『
か
た
り
べ
』

一
三
九
号「
移
転
準
備
中　

飯
能
市
へ
新
倉
庫
」

に
て
報
告
）
が
完
了
し
て
以
降
、
資
料
リ
ス
ト

の
見
直
し
等
を
行
な
い
な
が
ら
、
梱
包
作
業
に

取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
〇
月
か
ら
は

梱
包
し
た
資
料
の
運
搬
を
開
始
し
、
新
し
く
建

設
し
た
倉
庫
へ
資
料
を
移
し
始
め
て
い
ま
す
。

こ
の
移
転
事
業
を
ど
の
よ
う
に
行
な
っ
て
い

る
か
、
具
体
的
に
紹
介
し
ま
す
。

棚
の
配
置
設
計

新
し
い
倉
庫
で
効
率
的
に
資
料
を
収
納
で
き

る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
棚
の
配
置
を
設
計
し
ま

す
。
今
回
の
移
転
で
は
、
資
料
を
散
逸
さ
せ
な

い
工
夫
と
し
て
で
き
る
だ
け
元
の
収
蔵
状
態
を

新
倉
庫
で
再
現
す
る
方
針
に
決
め
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
原
則
と
し
て
収
蔵
場
所
（
部
屋＞

棚＞

棚
板
）
ご
と
に
資
料
を
平
行
移
動
さ
せ
ま
す
。

ま
ず
は
運
搬
対
象
の
資
料
が
収
ま
っ
て
い
る
各

棚
板
の
面
積
と
高
さ
、
そ
れ
か
ら
ス
ノ
コ
の
上

に
載
せ
て
い
る
資
料
の
大
き
さ
を
測
り
、
行
先

の
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
に
落
と
し
込
ん
で
い
き
ま

す
。
棚
の
配
置
は
、
資
料
を
持
っ
た
職
員
が
安

全
に
行
き
来
で
き
、
掃
除
が
で
き
る
よ
う
に
ス

ペ
ー
ス
を
確
保
し
ま
す
。
ま
た
、
空
調
や
除
湿

器
の
風
を
遮
ら
ず
に
、
空
気
が
収
蔵
室
全
体
を

循
環
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。
湿
っ
た
空
気
が
停

滞
す
る
こ
と
に
よ
る
カ
ビ
の
発
生
を
防
ぐ
た
め

で
す
。ほ
か
に
も
、設
備
の
故
障
や
災
害
が
あ
っ

て
も
資
料
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ド
レ

ン
（
排
水
）
管
が
資
料
の
上
を
通
ら
な
い
設
計

に
す
る
な
ど
、
使
い
勝
手
を
考
え
る
と
同
時
に

最
大
限
の
リ
ス
ク
回
避
を
し
ま
す
。

梱
包
の
デ
ザ
イ
ン

資
料
の
強
度
や
大
き
さ
は
千
差
万
別
で
、
梱

包
の
方
法
は
個
々
に
検
討
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

棚
へ
の
収
納
な
ど
を
含
む
運
搬
業
務
は
専
門
業

者
に
委
託
し
て
い
ま
す
が
、
対
象
が
い
ず
れ
も

〝
取
扱
注
意
〟
の
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大

型
資
料
や
重
量
物
資
料
を
除
く
大
部
分
の
梱
包

作
業
は
こ
れ
ま
で
棚
卸
作
業
を
行
な
っ
て
き
た

調
査
員
と
学
芸
ス
タ
ッ
フ
と
で
行
な
い
ま
し
た
。

梱
包
に
は
、
ラ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
見
栄
え
を
よ

く
す
る
た
め
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で

の
目
的
は
運
搬
時
の
衝
撃
に
備
え
る
こ
と
が
中

心
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
開
梱
ま
で
に
期
間
を

要
す
る
こ
と
か
ら
湿
気
が
こ
も
ら
な
い
よ
う

に
、
あ
る
程
度
保
存
環
境
も
意
識
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
梱
包
し
た
資
料
は
一

目
で
は
内
容
物
の
状
態
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
た
め
、
運
搬
時
や
開
梱
時
に
お
け
る
資

料
の
扱
い
方
を
伝
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
複
数
人
で
作
業
す
る
上
で
は
特
に
重
要

で
す
。
注
意
書
き
や
あ
ら
か
じ
め
扱
い
方
に
関

す
る
決
め
ご
と
を
す
る
ほ
か
、取
手
を
つ
く
る
、

脆ぜ
い

弱じ
ゃ
く

な
部
分
に
触
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、

内
容
物
が
見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
梱
包

上
の
工
夫
に
よ
っ
て
も
伝
達
し
ま
す
。

運
搬
と
そ
の
後

運
搬
は
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
よ
っ
て
行
な
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
行
き
先
は
、
引
越
し
ラ
ベ

ル
に
記
入
す
る
こ
と
で
指
定
し
ま
し
た
。
新
倉

庫
で
資
料
を
収
納
す
る
際
に
は
、
棚
板
（
約

一
五
〇
〇
枚
）の
高
さ
調
整
を
行
な
い
な
が
ら
、

梱
包
資
材
に
資
料
の
一
部
が
紛
れ
て
い
な
い
か

と
い
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
ま
す
。

運
搬
終
了
後
は
、
開
梱
し
て
資
料
に
瑕か

疵し

が

な
い
か
を
確
認
し
、
収
蔵
場
所
の
記
録
を
更
新

す
る
作
業
な
ど
が
控
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土　

鄧　
君
龍
）

梱包済みの資料（一部）

　〔2021年11月24日撮影〕

移
転
作
業
中 　
配
置
設
計
・
梱
包
・
運
搬


