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文
学
作
品
に
は
、
実
在
の
場
所
が

登
場
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
た

ち
学
芸
員
は
「
地
域
ゆ
か
り
の
文
学
」

と
し
て
、
区
内
が
舞
台
と
な
っ
た
作

品
も
、
調
査
、
収
集
し
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
す
る
作
家
・　

坂
妻
夫
（
一
九
三
三
―
二
〇
〇
九
）
は
、
生

ま
れ
育
っ
た
神
田
の
家
が
戦
災
で
焼
か
れ
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年

に
豊
島
区
・
大
塚
に
暮
ら
し
始
め
ま
す
。
以
後
亡
く
な
る
ま
で
約
六
〇
年

以
上
、
区
内
で
生
活
し
ま
し
た
。
家
業
の
紋も
ん

章し
ょ
う

上う
わ

絵え

師し

の
仕
事
の
か
た

わ
ら
作
品
を
執
筆
し
、『
乱
れ
か
ら
く
り
』（
一
九
七
八
）
で
第
三
一
回
日

本
推
理
作
家
協
会
賞
、『
蔭
桔
梗
』（
一
九
九
〇
）
で
は
第
一
〇
三
回
直
木

賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

自
伝
的
長
編
小
説
『
春
の
と
な
り
』（
二
〇
〇
六
）
は
、
一
九
五
二
年

頃
の
神
田
を
舞
台
に
、自
身
の
体
験
と
戦
後
の
風
景
を
描
い
た
作
品
で
す
。

物
語
の
最
後
で
は
、
池
袋
や
大
塚
の
あ
た
り
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
特
に

印
象
的
な
の
は
、
一
九
五
四
年
一
月
二
〇
日
に
丸
ノ
内
線
池
袋
―
御
茶
ノ

水
間
が
開
通
し
た
日
の
場
面
で
す
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
新
し
い
地
下
鉄
が
開
業
し
た
。

開
業
当
日
、朝
か
ら
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
祝
い
の
花
火
の
音
に
、

秀
夫
は
家
の
中
に
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
な
く
な
り
、
昼
過
ぎ
に
家
を

出
た
。

山
手
線
の
池
袋
駅
に
降
り
る
と
、
地
下
鉄
見
物
の
人
で
押
す
な
押

す
な
の
混
雑
で
あ
る
。

好
天
に
も
恵
ま
れ
て
、
空
か
ら
は
花
火
に
仕
込
ま
れ
て
い
た
落
下

傘
が
舞
い
降
り
て
く
る
。
駅
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
は
祝
い
の
字
が
書

か
れ
た
幕
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

丸
ノ
内
線
は
、
東
京
で
は
銀
座
線
に
次
い
で
二
番
目
に
開
通
し
た
戦
後

初
の
地
下
鉄
で
し
た
。
開
通
当
日
は
、『
新
地
下
鉄
誕
生
』
と
い
う
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
が
制
作
さ
れ
、
池
袋
で
は
作
品
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
花
火

や
ア
ド
バ
ル
ー
ン
を
あ
げ
て
祝
っ
た
と
い
い
ま
す
。
戦
後
の
復
興
へ
と
向

か
う
雰
囲
気
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

坂
は
帯
文
（
裏
）
で
、『
春
の
と
な
り
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
作
品

創
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

か
つ
て
日
本
に
は
／
長
い
冬
の
時
代
が
あ
っ
た
。

昭
和
十
六
年
に
は
じ
ま
っ
た
／
太
平
洋
戦
争
は
、
／
二
〇
年
に
敗

戦
、
／
そ
し
て
し
ば
ら
く
は
／
敗
戦
後
の
混
乱
期
と
な
っ
た
。

昭
和
二
七
年
、
講
和
条
約
が
発
効
し
、
／
日
本
の
独
立
が
回
復
し

て
、／
よ
う
や
く
冬
の
終
わ
り
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
は
じ
め
た
。（
中

略
）
あ
の
、
春
の
と
な
り
の
時
代
、
／
春
の
胎
動
を
ぜ
ひ
書
い
て
お

き
た
い
。

今
で
な
い
と
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
春
を
感
じ
、
待
ち
遠
し
く
思
う
気
持

ち
は
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
に
作
家
の
言
葉
は
、
私
た
ち

が
経
験
し
て
い
な
い
時
代
の
空
気
や
雰
囲
気
を
伝
え
、
体
感
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。

な
か
な
か
落
ち
着
か
な
い
今
の
時
代
が
、
冬
に
逆
戻
り
す
る
の
で
は
な

く
、「
春
の
と
な
り
」
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

【
参
考
文
献
】『
文
藝
別
冊　
　

坂
妻
夫
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
年
／『
写

真
で
見
る
豊
島
区
５
０
年
の
あ
ゆ
み
』
豊
島
区
、
一
九
八
二
年
／『
東
京
メ
ト
ロ

建
設
と
開
業
の
歴
史
』
実
業
之
日
本
社
、
二
〇
一
四
年

（
文
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文
学
・
マ
ン
ガ
分
野
で
は
、
調
査
研
究
の
一

環
と
し
て
、
ゆ
か
り
の
作
家
本
人
や
そ
の
ご
家

族
、
関
係
の
深
か
っ
た
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
行
い
、
映
像
資
料
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

展
示
な
ど
で
す
ぐ
に
ご
紹
介
で
き
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
な
か
な
か
上
映
の
機
会
が
な
い
こ
と
も

あ
る
た
め
、
映
像
資
料
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

一
部
を
抜
粋
し
、
掲
載
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ご
家
族
や
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら

は
、
作
品
や
業
績
だ
け
で
は
な
く
、
作
家
本
人

の
人
と
な
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
ん
な
、
作
家
の
知
ら
れ
ざ
る
一
面
を
紹
介
す

る
試
み
と
し
て
「
文
学
・
マ
ン
ガ
分
野　

ゆ
か

り
作
家
の
横
顔
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
企
画
し

ま
し
た
。

第
一
回
目
は
、
マ
ン
ガ
家
・
佐
川
美
代
太
郎

（
一
九
二
三－

二
〇
〇
九
）の
ご
長
女
・
小
林
美

菜
子
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

佐
川
は
新
聞
の
投
稿
漫
画
欄
で
デ
ビ
ュ
ー
し
、

そ
の
後
中
国
の
歴
史
や
思
想
、
仏
教
な
ど
を
題

材
と
し
た
作
品
を
多
く
残
し
ま
し
た
。
マ
ン
ガ

の
み
な
ら
ず
、
絵
本
や
大
型
の
屏
風
絵
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
戦
し
続
け
ま
し
た
。

―
茨
城
県
出
身
の
佐
川
が
、
豊
島
区
に
越
し
て

き
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

父
（
佐
川
）
の
お
じ
が
、
池
袋
駅
の
西
口
に

大
き
な
桑
畑
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
の
管

理
人
を
頼
ま
れ
て
実
弟
と
二
人
で
豊
島
区
に
住

む
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す

―
そ
の
後
、雑
司
が
谷
に
移
ら
れ
ま
す
が
、い
つ

ご
ろ
か
ら
お
住
ま
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
昭

和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
後
半
か
、
二
五
年
の

は
じ
め
と
聞
い
て
い
ま
す
。
大
学
を
出
て
就
職

を
し
て
、
新
聞
の
投
稿
漫
画
欄
へ
投
稿
も
し
て

い
ま
し
た
。
千
葉
県
松
戸
市
に
住
ん
で
い
た
の

で
す
が
、
新
聞
記
者
の
方
か
ら
東
京
に
出
て
く

る
よ
う
強
く
勧
め
ら
れ
て
、
母
（
佐
川
の
妻
）

の
実
家
が
い
く
つ
か
家
作
を
持
っ
て
い
た
の

で
、
そ
こ
に
住
み
始
め
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

―
小
林
さ
ん
に
と
っ
て
、
印
象
に
の
こ
っ
て
い

る
作
品
は
あ
り
ま
す
か
。

屏
風
の
《
菩ぼ

提だ
い

楽ら
く

》
で
す
。
菩
提
と
は
、
悟

り
を
開
い
た
境
地
と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す

が
、
そ
の
境
地
を
大
き
な
裸
婦
四
枚
で
表
し
、

あ
と
は
蓮
の
花
だ
け
。ど
う
し
て
裸
婦
な
の
か
、

な
ぜ
蓮
の
花
な
の
か
。
聞
い
て
も
答
え
て
く
れ

な
い
の
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
聞
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
想
像
で
す
が
身
を
飾
る
必
要
が

な
い
、
と
い
う
こ
と
か
な
、
と
。
蓮
は
仏
教
を

象
徴
す
る
花
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
か
ら
、
裸
婦

と
蓮
で
、
心
の
安あ
ん

寧ね
い

を
あ
ら
わ
し
た
か
っ
た
の

か
な
と
思
い
ま
し
た
。
想
像
だ
け
で
、
実
際
の

と
こ
ろ
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
れ
を
白

と
黒
で
表
し
て
、
ま
だ
若
か
っ
た
私
は
、
衝
撃

を
受
け
ま
し
た
。

後
年
、
私
が
と
て
も
良
い
と
言
っ
た
せ
い
か

《
菩
提
楽
》
に
色
を
付
け
た
の
で
す
が
、
そ
れ

を
私
は
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
の
で
（
父
は
）

怒
っ
て
い
ま
し
た
。

―
小
林
さ
ん
か
ら
見
て
、
佐
川
美
代
太
郎
と
は

ど
ん
な
人
物
で
し
た
か
。

父
と
し
て
は
面
倒
で
厄
介
な
人
で
し
た
。
勘

が
鋭
く
て
、
嘘
が
通
じ
な
い
。
か
と
思
う
と
、

ま
あ
ど
う
で
も
い
い
や
、
み
た
い
な
投
げ
や
り

な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
一
つ
の
物
差
し
で
は
測

れ
な
い
人
で
し
た
。
マ
ン
ガ
家
と
し
て
は
魅
力

的
な
人
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
が
気

に
な
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
ま
で
手
を
緩
め
ず

追
及
す
る
、
そ
こ
に
美
意
識
も
批
評
精
神
も

ユ
ー
モ
ア
も
詰
ま
っ
て
い
る
。
自
分
の
感
じ
た

こ
と
を
ど
ん
な
絵
に
す
る
か
、
そ
の
過
程
が
一

番
き
つ
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
時
は
厳
し
か
っ

た
で
す
ね
。
ど
ん
な
絵
に
す
る
か
決
ま
っ
た
後

は
、
ほ
ん
と
う
に
楽
し
そ
う
で
し
た
。
上
機
嫌

で
一い
っ
き気

呵か

成せ
い

に
作
り
上
げ
ま
し
た
。

※
佐
川
美
代
太
郎
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、『
か
た
り
べ
』

一
二
〇
号
（
二
〇
一
六
年
七
月
八
日
発
行
）、
作
品
に

つ
い
て
は
一
三
八
号
（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
五
日
発
行
）

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

佐
伯
百
々
子
）

文
学
・
マ
ン
ガ
分
野　

　

ゆ
か
り
作
家
の
横
顔　

第
一
回

　

マ
ン
ガ
家
・
佐さ

川が
わ

美み

代よ

太た

郎ろ
う

《菩提楽》制作中の佐川　写真提供：小林美菜子氏

色付けされた《菩提楽》　写真提供：小林美菜子氏
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池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
、
豊
島
区
で
活
動
を
す

る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
耳
に
な
じ
ん
だ
こ
の
言

葉
も
、
区
内
か
ら
外
に
出
れ
ば
ほ
と
ん
ど
通
用

し
な
い
こ
と
は
、
二
〇
二
一
年
度
の
「
池
袋
モ

ン
パ
ル
ナ
ス
展
―
画
家
た
ち
の
交
差
点
」
で
よ

く
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
茨
城
県
筑ち
く

西せ
い

市

（
し
も
だ
て
美
術
館
）、
愛
知
県
瀬
戸
市
（
瀬
戸

市
美
術
館
）、
山
形
県
酒
田
市
（
酒
田
市
美
術

館
）を
巡
回
し
た
展
覧
会
で
す［
右
図
・
ち
ら
し
］。

こ
の
三
館
の
館
員
の
皆
さ
ん
は
、
池
袋
モ
ン
パ

ル
ナ
ス
、
を
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。池

袋
駅
の
西
側
を
中
心
に
、
主
に
一
九
三
〇

年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
多
く
の
芸
術
家

た
ち
が
集
い
制
作
し
芸
術
論
を
闘
わ
せ
交
流
し
た

空
間
と
雰
囲
気
を
、
詩
人
で
画
家
の
小お

熊ぐ
ま

秀ひ
で
お雄

が
パ
リ
の
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
、
池

袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
こ
に
は

ア
ト
リ
エ
付
き
借
家
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
集
ま
っ
た
も
の
を
ア
ト
リ
エ
村
と
言
い

ま
す
。
そ
こ
に
暮
ら
し
た
の
は
、
多
く
が
芸
術

を
志
す
地
方
出
身
の
学
生
た
ち
で
し
た
。

こ
の
展
覧
会
は
、
一
般
財
団
法
人
地
域
創
造

の
令
和
二
・
三
年
度
市
町
村
立
美
術
館
活
性
化

事
業　
第
二
一
回
共
同
巡
回
展
で
し
た
。文
字
通

り
、
市
町
村
立
美
術
館
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と

い
う
こ
の
展
覧
会
は
、
ま
ず
地
域
創
造
が
展
覧

会
の
大
枠
を
定
め
、
そ
の
展
覧
会
を
実
施
し
た

い
と
し
た
美
術
館
の
中
か
ら
開
催
館
を
決
定
、

二
年
の
う
ち
に
準
備
を
整
え
展
覧
会
を
開
催
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
に
豊
島
区
は
、
板

橋
区
立
美
術
館
と
と
も
に
所
蔵
品
を
貸
し
出
し
、

一
緒
に
展
覧
会
を
作
り
上
げ
て
い
く
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
立
場
で
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
カ
タ
ロ
グ
の
作
成
に
参
加
、
寄
稿

し
た
ほ
か
、
展
示
の
立
ち
合
い
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ト
ー
ク
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

同
展
は
、
板
橋
区
立
美
術
館
と
豊
島
区
の
所

蔵
作
品
あ
わ
せ
て
八
六
点
に
映
像
作
品
三
点
、

そ
れ
に
加
え
て
開
催
館
そ
れ
ぞ
れ
の
池
袋
モ
ン

パ
ル
ナ
ス
に
関
連
す
る
所
蔵
作
品
が
展
示
さ
れ

る
と
い
う
構
成
で
す
。森
田
茂
（
し
も
だ
て
美
）、

北
川
民た
み

次じ

（
瀬
戸
市
美
）、
斎
藤
長ち

ょ
う

三ぞ
う

・
今
井

繁し
げ

三さ
ぶ

郎ろ
う（
酒
田
市
美
）［
下
図
・
右
］ら
の
作
品
が

加
わ
っ
た
と
て
も
刺
激
的
な
展
示
と
な
り
ま
し

た
。
開
催
館
に
と
っ
て
、そ
れ
ら
は
地
元
の
人
々

に
長
く
親
し
ま
れ
て
き
た
身
近
な
作
家
に
よ
る

作
品
で
す
。
そ
の
作
品
が
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス

の
文
脈
で
展
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
元
の
人
々

に
と
っ
て
は
逆
に
新
鮮
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
私

た
ち
に
と
っ
て
の
今
回
展
の
収
穫
は
、
展
示
す

る
機
会
が
あ
ま
り
多
く
な
い
豊
島
区
の
作
品
を
、

た
く
さ
ん
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
け
た
こ
と
が

ひ
と
つ
。
も
う
ひ
と
つ
は
各
地
域
で
親
し
ま
れ

て
い
る
作
品
が
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
文
脈
の

中
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス

が
よ
り
豊
か
な
ひ
ろ
が
り
を
持
て
る
と
わ
か
っ

た
こ
と
で
す
。
所
蔵
作
品
だ
け
を
展
示
し
て
い

て
は
、
体
感
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ひ
ろ
が
り

で
し
た
。

展
覧
会
が
分
担
し
な
が
ら
組
み
上
げ
ら
れ
て

い
く
際
に
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
作
家

の
生
き
た
当
時
と
現
在
の
住
所
表
記
で
、
地
図

上
で
は
ど
こ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

郷
土
資
料
館
の
助
け
を
得
な
が
ら
、
長
崎
地
域

の
表
記
と
場
所
に
つ
い
て
は
何
カ
所
も
確
認
し

ま
し
た
。
こ
う
し
た
作
業
は
、
自
分
た
ち
に
こ

れ
ま
で
不
足
し
て
い
た
部
分
を
再
認
識
す
る
機

会
に
も
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
本
展
で
作
成
さ

れ
た
長
崎
ア
ト
リ
エ
村
模
型
の
一
部
を
バ
ナ
ー

に
し
た
も
の
は
、
同
展
終
了
後
に
譲
り
受
け
、

当
時
の
ア
ト
リ
エ
村
の
中
に
入
っ
て
み
た
か
の

よ
う
な
写
真
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
早
速
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
［
左
図
・
左
］。

「
党
派
を
越
へ
て
斯か

く
の
ご
と
く
集
る
」
と

小
熊
秀
雄
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
池
袋
モ
ン
パ
ル

ナ
ス
が
さ
ら
な
る
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。

（
美
術　

小
林 

未
央
子
）

展
覧
会
デ
ー
タ
：
三
館
あ
わ
せ
て
開
催
期
間
は
一
三
五

日
（
う
ち
、
緊
急
事
態
宣
言
で
し
も
だ
て
美
術
館
は

三
四
日
間
閉
館
）。
総
入
場
者
数
は
四
三
九
六
人
。

右：池袋モンパルナスと開催館ゆかりの画家は４章

の部分で、酒田市美会場の斎藤長三作品です。

左：『池袋モンパルナス展―画家たちの交差点』

カタログを持ち、バナーを使ってアトリエ村にい

るように撮影。

 
近
々
レ
ポ
ー
ト

　

池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
巡
回
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■
博
物
館
施
設
の
温
湿
度
計

豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
の
展
示
室
で
は
、
部

屋
の
隅
に
写
真
①
の
よ
う
な
機
器
を
置
い
て
い

ま
す
。
博
物
館
施
設
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の

で
す
が
、
こ
れ
は
設
置
さ
れ
た
場
所
の
温
湿
度

を
記
録
す
る
測
器
で
す
。

仕
組
み
は
単
純
で
、
電
池
で
円
柱
部
を
ゆ
っ

く
り
と
回
転
稼
動
さ
せ
な
が
ら
、
円
柱
部
に
巻

き
つ
け
た
記
録
紙
に
、
そ
の
時
点
の
温
度
や
湿

度
を
指
し
示
す
ペ
ン
の
先
を
接
触
さ
せ
て
お
く

こ
と
で
、
変
移
を
記
録
し
ま
す
。
自
動
的
に
記

録
を
し
て
い
く
こ
と
か
ら
自
記
記
録
計
な
ど
と

呼
ば
れ
ま
す
。
資
料
を
保
管
す
る
展
示
室
な
ど

で
は
温
湿
度
の
変
化
を
記
録
し
、
資
料
に
負
担

が
な
い
か
を
確
認
し
ま
す
。
温
湿
度
変
化
の
記

録
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
資
料
に
何
ら
か
の

変
化
が
発
生
し
た
際
の
原
因
特
定
に
役
立
つ
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

■
測
器
の
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル

温
湿
度
計
に
は
、
大
き
く
分
け
て
ア
ナ
ロ
グ

方
式
と
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

上
記
の
よ
う
に
温
湿
度
の
変
化
を
記
録
紙
に

記
録
す
る
の
は
ア
ナ
ロ
グ
方
式
で
す
。
定
期
的

に
記
録
紙
を
取
り
か
え
、
計
測
が
済
ん
だ
記
録

紙
を
フ
ァ
イ
ル
に
綴
じ
て
い
く
こ
と
で
記
録
を

蓄
積
し
ま
す
。
溜
ま
っ
た
記
録
紙
が
か
さ
張

り
、
機
器
自
体
が
大
き
い
た
め
に
設
置
場
所
を

選
ぶ
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
記
録
紙
に
直
接
記

録
を
つ
け
て
い
る
た
め
信
頼
で
き
る
な
ど
と
い

わ
れ
、
博
物
館
や
倉
庫
な
ど
で
長
ら
く
使
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
方
式
の
特
徴
は
、
測
器
に
故
障
や

異
変
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
に
問
題
箇
所
が
分
か

り
に
く
く
、
記
録
の
取
出
し
や
表
示
・
編
集
に

は
対
応
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
必
要
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
比
較
的
長
い
期
間
の
継
続

計
測
が
可
能（
定
期
的
な
記
録
紙
交
換
が
不
要
）、

計
測
結
果
の
自
動
的
な
集
計
・
編
集
が
可
能
、

概
し
て
小
型
で
あ
る
た
め
よ
り
資
料
に
近
い
位

置
で
の
環
境
観
測
が
可
能
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。
当
館
で
も
、
定
期
的
に
記
録
紙

交
換
が
で
き
な
い
収
蔵
施
設
の
温
湿
度
観
測
に

は
デ
ジ
タ
ル
式
の
測
器
を
使
用
し
ま
す
。

気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ

環
境
で
も
こ
の
方
式
の
違
い
に
よ
っ
て
、
異
な

る
計
測
結
果
が
表
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
例
え
ば
ア
ナ
ロ
グ
方
式
で
計
測
し
た

場
合
、
写
真
②
の
よ
う
に
湿
度
だ
け
激
し
く
揺

れ
動
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
空
調
で
温
度
の
み

を
一
定
に
設
定
す
る
と
、
空
調
の
稼
働
に
合
わ

せ
て
湿
度
が
上
下
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
変
化
を
記

録
す
る
ア
ナ
ロ
グ
方
式
に
対
し
て
、
デ
ジ
タ
ル

方
式
の
測
器
は
予
め
設
定
し
た
時
間
間
隔
ご
と

の
数
値
だ
け
を
記
録
す
る
た
め
、
設
定
に
よ
っ

て
は
細
か
な
上
下
変
化
が
記
録
に
表
現
さ
れ
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

■
資
料
環
境
の
管
理

当
館
の
場
合
、
な
か
な
か
理
想
通
り
に
は
い

き
ま
せ
ん
が
、
資
料
を
保
管
す
る
環
境
で
は
温

度
を
二
〇
℃
、
湿
度
を
五
〇
％
で
安
定
さ
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
温
度
は
高
す
ぎ

て
も
低
す
ぎ
て
も
、
資
料
の
劣
化
を
早
め
る
原

因
に
な
り
や
す
く
、
湿
度
が
低
い
と
資
料
が
乾

い
て
ひ
び
割
れ
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
湿

度
が
高
い
と
カ
ビ
が
発
生
し
て
資
料
を
損
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
し
、
求
め
ら
れ
る
環
境

設
定
は
資
料
の
性
質
や
状
態
に
合
わ
せ
る
べ
き

で
、
一
概
に
は
い
え
ま
せ
ん
。

温
湿
度
の
ほ
か
、
展
示
中
の
文も
ん

書じ
ょ

や
絵
画
作

品
な
ど
は
資
料
が
ど
れ
だ
け
光
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
か
を
計
測
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
総
合
的
有
害
生
物
管
理（Integrated Pest 

M
anagem

ent

）の
考
え
方

資
料
を
虫
や
菌
に
よ
る
被
害
か
ら
守
る
た
め

に
は
、
定
期
的
な
燻く
ん

蒸じ
ょ
うを

行
な
う
方
法
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
世
界
的
な
傾
向
と
し
て
、

日
常
的
に
環
境
監
視
し
、「
総
合
的
に
有
害
生

物
を
管
理
す
る
」
こ
と
で
被
害
を
抑
制
す
る
考

え
方
が
取
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
し
た
環
境
管
理
を
怠
り
、
資
料
に
何

ら
か
の
被
害
が
生
じ
て
か
ら
修
復
す
る
場
合
、

完
全
に
元
通
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
一
般
に

そ
の
費
用
も
高
額
に
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

資
料
を
損
な
う
原
因
は
様
々
あ
り
、
そ
れ
へ

の
対
策
も
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
環
境
が
与

え
る
影
響
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多

く
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
の
対
策
が
裏
目
に
出
る

こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
そ
れ
で
も
点
検
機
会
を

持
つ
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
問
題
の
早
期
発
見

が
資
料
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

（
郷
土　

鄧　
君
龍
）

資
料
を
守
る
環
境
管
理
　
―
温
湿
度
の
観
測
―

▲写真①　自記記録計

▲写真②　記録紙（青い線が湿度
　　　　　を示している）
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豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
で
は
、
例
年
区
内
の

小
学
三
年
生
が
一
二
月
頃
か
ら
二
月
頃
に
か
け

て
学
ぶ
「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」
の
授
業

に
合
わ
せ
て
、
郷
土
資
料
館
を
見
学
し
、
実
際

に
昔
の
道
具
を
見
た
り
、
体
験
し
て
も
ら
え
る

よ
う
な
学
校
連
携
事
業
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
や
飯
能
市
の
収
蔵
庫
へ
の
資
料
移
転
作
業
に

よ
る
休
館
の
た
め
、
二
年
程
度
小
学
校
の
団
体

見
学
の
受
け
入
れ
が
困
難
な
状
況
で
し
た
。
ま

た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
団
体
見
学
で
は
、
感

染
防
止
の
観
点
か
ら
昔
の
道
具
に
直
接
触
れ
て

も
ら
う
こ
と
が
難
し
く
、
パ
ネ
ル
や
ス
ラ
イ
ド

を
作
成
し
、
豊
島
区
の
歴
史
に
つ
い
て
の
解
説

を
行
い
ま
し
た
。
小
学
三
年
生
で
は
歴
史
の
授

業
が
ま
だ
な
い
た
め
、
団
体
見
学
全
体
を
通
し

て
、
歴
史
や
資
料
に
興
味
を
持
ち
、
考
え
て
も

ら
う
と
い
う
テ
ー
マ
で
解
説
を
行
い
ま
し
た
。

二
月
に
行
っ
た
区
立
朋ほ
う

有ゆ
う

小
学
校
の
見
学
で

は
、
と
し
ま
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
七
階
の
郷
土
資

料
館
の
ほ
か
六
階
の
第
三
会
議
室
で
は
、
常
設

展
示
室
と
展
示
に
は
な
い
昔
の
写
真
を
つ
か
っ

た
ス
ラ
イ
ド
で
郷
土
の
歴
史
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
し
た
。
ま
た
、
企
画
展
示
室
で
行
っ
て
い
た

美
術
分
野
の
『
生
誕
一
二
〇
周
年　

小
熊
秀
雄　

遊
歩
者
の
ス
ケ
ッ
チ
』
の
展
示
で
は
、
作
品
を

鑑
賞
し
て
、
好
き
な
色
や
描
か
れ
て
い
る
人
物

は
何
を
し
て
い
る
か
な
ど
を
絵
を
観
察
し
考
え

て
も
ら
い
、
意
見
を
他
の
子
ど
も
と
共
有
す
る

対
話
型
鑑
賞
を
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま

た
、
解
説
の
冒
頭
で
は
美
術
館
で
作
品
を
見
る

際
の
マ
ナ
ー
な
ど
も
併
せ
て
説
明
し
ま
し
た
。

筆
者
は
六
階
の
ス
ラ
イ
ド
解
説
を
担
当
し
、

小
学
校
付
近
の
昔
の
写
真
と
現
在
の
写
真
を

比
較
し
、
今
と
昔
と
ど
こ
が
違
う
か
な
ど
、

学
校
近
辺
の
昔
の
よ
う
す
か
ら
歴
史
そ
の
も
の

に
対
し
て
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
重
視

し
ま
し
た
。
現
在
の
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
60
は
、
明

治
時
代
末
期
に
は
大
根
畑
に
囲
ま
れ
た
刑
務
所

（
巣
鴨
監
獄
）の
跡
地
に
建
っ
て
い
る
こ
と
や
、

約
六
〇
年
前
は
都
電
や
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
が
車
と

同
じ
道
路
を
走
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
現
在
の

光
景
と
は
異
な
る
風
景
を
紹
介
し
、
驚
き
の
声

が
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
大
塚
駅
前

や
池
袋
東
口
な
ど
、
現
在
も
ま
だ
面
影
が
あ
る

写
真
を
紹
介
し
て
、
ど
こ
が
同
じ
で
ど
こ
が

違
っ
て
い
る
か
み
な
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
い
ま

し
た
。
解
説
を
し
て
い
て
気
が
つ
い
た
の
が
、

「
池
袋
の
象
徴
的
な
建
物
は
？
」
と
い
う
筆
者

の
質
問
に
対
し
て
、
子
供
た
ち
か
ら
「
区
役
所
」

と
い
う
回
答
が
多
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
以
前

は
「
池
袋
と
い
え
ば
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
60
」
と
い

う
回
答
が
多
く
、
町
の
発
展
と
共
に
子
ど
も
た

ち
の
池
袋
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
も
移
り
変
わ
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

今
回
の
団
体
見
学
を
終
え
て
、
子
ど
も
た
ち

の
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
う
力

に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
解
説
で
は
積
極
的
に

発
言
を
す
る
一
方
で
、
解
説
し
た
内
容
を
学
校

が
用
意
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
び
っ
し
り
と
メ

モ
を
取
っ
て
い
る
子
ど
も
も
お
り
、
見
学
を
楽

し
ん
で
も
ら
え
た
と
感
じ
ま
し
た
。
今
後
も
公

立
学
校
と
の
連
携
を
強
め
、
団
体
見
学
な
ど
の

学
校
連
携
事
業
の
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。

五
月
か
ら
始
ま
る
豊
島
区
制
施
行
九
〇
周
年

企
画
展
で
も
、
子
ど
も
た
ち
に
興
味
を
持
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
企
画
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
（
郷
土　

水
吉 

雄
人
）　

今と昔の写真を熱心に見比べていた(2022年2月18日撮影)

ヤミ市模型を熱心に見る児童たち(2022年2月18日撮影)

芸術作品に触れる貴重な機会(2022年2月18日撮影)

小
学
校
の
団
体
見
学
か
ら
み
え
た
も
の



資料寄贈受入れの
一時休止のおしらせ

資料移転及び展示作業のため

資料寄贈の受け入れを

２０２２年５月頃まで、

一時休止いたします。

かたりべ
No.142

・
2022年3月25日

・
豊島区立郷土資料館

・
東京都豊島区西池袋2-37-4
としま産業振興プラザ7階

・
電話 03-3980-2351

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

bunka/shiryokan/index.html

S D G s 未来都市としま

豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

6

編

集

後

記

「
か
た
り
べ
」
一
四
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
年
は
例
年
に
な
く
寒
い
日
が
続
き
ま
し
た
が
、

よ
う
や
く
春
の
日
差
し
が
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
季
節

と
な
り
ま
し
た
。
昨
秋
か
ら
の
飯
能
倉
庫
の
郷
土
資

料
移
転
作
業
は
二
月
初
め
に
無
事
終
了
し
ま
し
た
。

ま
た
、
美
術
所
蔵
作
品
展
「
生
誕
一
二
〇
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

―
」展
も
好
評
の
う
ち
に
終
了
し
ま
し
た
。

来
年
度
は
豊
島
区
制
施
行
九
〇
周
年
を
記
念
し

た
展
示
と
事
業
が
目
白
押
し
で
す
。
郷
土
、
美
術
、

文
学
・
マ
ン
ガ
の
三
分
野
が
連
携
し
て
、
豊
島
区
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
堂
に
紹
介
す
る
、楽
し
い
、ユ
ニ
ー
ク
な

展
示
と
な
る
よ
う
、
職
員
一
同
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。（
郷
土　

横
山
恵
美
）

郷土資料館　２０２２（令和４）年度　豊島区制施行９０周年記念事業予定

会　場 会　期 事　業

郷土資料館 2022年5月5日（木）

　　～8月28日（日）

企画展 「昭和の暮らしと遊び～昔の遊びを体験してみ

よう～」 （仮称）

和室２部屋で昭和の暮らしを再現するとともに、 家電製品や昔の

遊びに関する資料を展示します。 メンコやコマ回しなどの体験や

紙芝居の上演などもあります。

2022年10月1日（土）

～2023年3月26日（日）

特別展 「大豊島区展～過去から学び、今日を生き、未来

に希望～」 （仮称）

明治・大正から昭和・平成・令和へと大きな変貌をとげた豊島区

のあゆみを、郷土、美術、文学・マンガのコレクションや新作のジ

オラマなどで振り返るとともに、 区制１００周年に向けて豊島区を

展望します。

雑司が谷

旧宣教師館

2022年10月1日（土）

～2023年3月26日（日）

連動企画 「としま黎明期～豊島区90年を育てた児童

文化 『赤い鳥』～」 （仮称）

１９１８年創刊の 『赤い鳥』 は、 童話 ・ 童謡 ・ 童画の児童文化

運動の先駆けとなり、 その精神は今も受け継がれています。 区

ゆかりの文化人のパネルや 「おばあちゃんのおはなし会」 の

映像とともに紹介します。

鈴木信太郎

記念館

2022年10月1日（土）

～2023年3月26日（日）

連動企画 「鈴木家の暮らし×としま90年」 （仮称）

書斎や茶の間で使われていた家具や調度品などで鈴木家の

昭和の暮らしを再現します。 座敷棟では、 信太郎の長男成
しげ

文
ぶみ

氏

の日記をもとに 「としまカルタ」 を作成して、 平成の区民の暮ら

しの情景を振り返ります。

(仮称)昭和歴史

文化記念館

2022年11月1日（火）

～2023年3月26日（日）

特別企画展 「タイムトリップ　豊島区の90年」 （仮称）

昭和２０年代に建設された戦後マーケット 「味楽百貨店」 を活用

した文化施設のオープンに合わせて、 昔の写真やジオラマ、 風

景画などを展示します。

※展示替えにともなう休館のお知らせ　　2022年3月14日（月）～5月4日（水）、8月29日（月）～9月30日（金）

※各会場により開館時間や休館日が異なります。また、新型コロナウイルス感染状況等により事業を変更・中止する

場合があります。詳細は区ホームページ等にてお知らせいたします。


