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人
形
目
線
で
ジ
オ
ラ
マ
を
見
る

現
在
開
催
中
の
特
別
展
「
豊
島
大
博
覧
会
」
で
は
、
ジ
オ
ラ
マ
作
家
山や

ま

本も
と

高た
か

樹き

氏
制
作
の
ジ
オ
ラ
マ
三
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
写
真
１
は
、
そ

の
う
ち
の
一
点
、
昭
和
四
〇
年
代
前
半
を
想
定
し
た
「
池
袋
駅
東
口
周
辺

ジ
オ
ラ
マ
」
の
全
体
像
で
す
。
正
面
に
あ
る
八
階
建
て
の
建
物
は
西
武
百

貨
店
、
本
来
な
ら
ば
そ
の
右
隣
に
東
京
丸ま

る

物ぶ
つ

百
貨
店
（
現
在
の
パ
ル
コ
）

が
所
在
し
ま
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
本
氏
か
ら
は
、ご
自
身
が
制
作
し
た
ジ
オ
ラ
マ
を
見
学
す
る
際
に
は
、

ジ
オ
ラ
マ
内
の
人
形
目
線
で
眺な

が

め
る
と
リ
ア
ル
さ
が
倍
増
す
る
と
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、今
回
の
ジ
オ
ラ
マ
展
示
で
は
、

見
学
者
が
そ
れ
ほ
ど
屈か

が

み
こ
ま
な
く
て
も
覗の

ぞ

け
る
よ
う
に
、
三
点
と
も
通

常
よ
り
高
い
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
展
示
台
を
制
作
し
、
そ
の

上
に
ジ
オ
ラ
マ
を
配
置
し
展
示
し
て
い
ま
す
。

写
真
２
は
一
九
六
三
年
に
西
武
百
貨
店
の
階か

い
じ
ょ
う上
か
ら
撮
影
し
た
池
袋
駅

東
口
の
様
子
で
す
。
当
時
池
袋
駅
東
口
を
走
っ
て
い
た
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
や

路
面
電
車
の
都
電
の
存
在
が
目
を
惹ひ

き
ま
す
が
、
写
真
右
側
に
写
る
「
明

治
キ
ャ
ラ
メ
ル
」、「
池
袋
明
治
屋
」、「
一
貫
堂
時
計
店
」
の
看
板
等
も
魅

力
的
な
被
写
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
横
断
歩
道
の
デ
ザ
イ
ン
も
現
在
と
は

異
な
り
シ
ン
プ
ル
で
す
。
山
本
氏
が
こ
の
写
真
が
池
袋
駅
東
口
周
辺
ジ
オ

ラ
マ
制
作
時
に
最
も
参
考
に
な
っ
た
と
振
り
返
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の

池
袋
駅
東
口
を
語
る
際
の
エ
キ
ス
が
込
め
ら
れ
た
一
枚
で
す
。

写
真
２
の
構
図
を
踏
ま
え
て
、
人
形
目
線
で
撮
影
し
た
ジ
オ
ラ
マ
の
明

治
屋
付
近
（
現
在
の
池
袋
駅
東
口
交
番
付
近
）
が
写
真
３
で
す
。
ジ
オ
ラ

マ
全
体
を
撮
影
し
た
写
真
１
と
比
較
す
る
と
、
リ
ア
ル
さ
が
際
立
っ
て
い

ま
す
ね
。先
に
掲
げ
た
看
板
類
を
は
じ
め
と
す
る
建
物
や
乗
り
物
も
含
め
、

ジ
オ
ラ
マ
に
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
山
本
氏
に
よ
る
地

道
な
検
証
に
よ
る
も
の
で
す
。
カ
ラ
ー
写
真
が
少
な
い
時
代
の
ジ
オ
ラ
マ

制
作
の
難
し
さ
が
わ
か
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土　

秋
山
伸
一
）

写真１（上）　　　池袋駅東口周辺ジオラマ（昭和40年代前半想定）

写真２（左上）　1963年の池袋駅東口（松井一彦氏撮影）

写真3（左下）　人形目線で撮影した「池袋明治屋」・「一貫堂時計店」付近（池袋駅東口）
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区
制
九
〇
周
年
特
別
展
の
開
催
に
あ
た
り
、

文
学
・
マ
ン
ガ
分
野
で
は
、
前
回
の
一
四
三
号

か
ら
一
四
五
号
ま
で
、
各
章
の
見
所
や
展
示
資

料
に
つ
い
て
の
解
説
を
連
載
し
ま
す
。

今
回
は
、
第
二
章
「
豊
島
区
の
誕
生
と
人
々

の
く
ら
し　

と
し
ま
く
の
は
じ
ま
り
」
の
「
と

し
ま
文
学
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
コ
ー
ナ
ー
か
ら
、

区
内
に
居
住
し
た
作
家
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

豊
島
区
は
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に

発
生
し
た
関
東
大
震
災
を
機き

に
一
気
に
都
市
化

が
進
む
ま
で
、
牧
場
や
畑
が
広
が
る
静
か
な
農

村
地
域
で
し
た
。
急
速
に
発
展
し
て
い
く
都
市

部
の
騒
音
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
作
家

た
ち
が
こ
の
地
域
へ
と
移
住
し
て
き
ま
す
。
探

偵
小
説
家
・
江え

戸ど

川が
わ

乱ら
ん

歩ぽ

も
そ
の
ひ
と
り
で
し

た
。芝

区
車
町
の
家
は

（
中
略
）
京
浜
国
道
と
東

海
道
線
か
ら
す
ぐ
の
場
所
に
あ
っ
た
の
で
、
（
中

略
）
汽
車
と
電
車
と
自
動
車
の
騒
音
が
、
だ
ん

だ
ん
耐
え
難
く
な
っ
て
来
た
。
汽
車
は
と
き
た

ま
だ
け
れ
ど
も
、
電
車
と
自
動
車
は
ひ
っ
き
り

な
し
に
走
っ
て
い
る
の
で
、
殊
に
自
動
車
の
ク

ラ
ク
シ
ョ
ン
の
音
が
、
神
経
衰
弱
に
な
る
ほ
ど
、

身
に
こ
た
え
た
。
一
年
ほ
ど
は
何
と
か
辛
抱
し

た
が
、
も
う
我
慢
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
二
た

月
ば
か
り
借
家
を
物
色
し
た
あ
と
で
、
池
袋
三

丁
目
の
今
の
住
居
を
見
つ
け
て
、
七
月
に
引
越

し
を
し
た
。

乱
歩
の
池
袋
へ
の
引
越
し
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
が
、
実
は
乱
歩
が
越
し

て
く
る
以
前
か
ら
、
多
く
の
作
家
が
こ
の
地
域

に
居
住
し
て
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
劇
作
家
・
詩
人
と
し
て
知
ら
れ

る
秋あ
き

田た

雨う
じ
ゃ
く雀

は
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
か

ら
四
〇
年
近
く
、雑
司
が
谷
に
居
住
し
ま
し
た
。

そ
の
四
年
後
、
詩
人
・
三み

き

ろ
木
露
風ふ

う

も
雑
司
が
谷

へ
越
し
て
き
ま
す
。
二
〇
歳
で
出
版
し
た
代
表

作
『
廃
園
』
は
、
当
時
寄
宿
し
た
「
六ろ
く
ご
う
し
ゃ

合
舎
」

の
庭
園
か
ら
名
付
け
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、

児
童
雑
誌
『
び
わ
の
実
学
校
』
主
宰
の
坪つ
ぼ

田た

譲じ
ょ
う
じ治
や
、『
銭
形
平
次
捕と
り
も
の
ひ
か
え

物
控
』
で
知
ら
れ
る

野の

村む
ら

胡こ

堂ど
う

も
雑
司
が
谷
に
暮
ら
し
ま
し
た
。

大
正
期
に
巣
鴨
に
八
年
ほ
ど
居
住
し
た
歌
人

の
若わ

か
や
ま
ぼ
く
す
い

山
牧
水
は
、
当
時
の
風
景
を
次
の
よ
う
に

詠う
た

っ
て
い
ま
す
。

麦
ば
た
の　

垂
り
穂
の
う
へ
に　

か
げ
見
え
て　

電
車
過
ぎ
ゆ
く
池
袋
村

広
大
な
麦
畑
の
中
、
実
っ
た
穂
の
上
に
影
を

落
と
し
な
が
ら
電
車
が
走
っ
て
ゆ
く
、
の
ど
か

な
農
村
風
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

先
に
取
り
上
げ
た
坪
田
だ
け
で
な
く
、
豊
島

区
に
は
児
童
文
学
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
も
多

く
暮
ら
し
ま
し
た
。
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
で
知
ら

れ
る
児
童
文
学
者
の
鈴す
ず

木き

三み

重え

吉き
ち

や
、『
赤
い

鳥
』
に
多
く
の
作
品
を
掲
載
し
た
小お

川が
わ

未み

明め
い

は

目
白
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。三
重
吉
は
そ
の
後
、

南
長
崎
に
居
を
移
し
ま
す
。

ま
た
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
の

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
は
、
三
人
の
人

物
が
越
し
て
き
ま
す
。『
一
千
一
秒
物
語
』『
少

年
愛
の
美
学
』
な
ど
の
著
作
で
知
ら
れ
る
稲い
な

垣が
き

足た
る

穂ほ

は
、西
巣
鴨
に
七
年
近
く
暮
ら
し
ま
し
た
。

ま
だ
駆
け
出
し
の
作
家
で
あ
っ
た
足
穂
は
、「
池

内
ダ
ン
シ
ン
グ
パ
ビ
リ
オ
ン
」
と
い
う
ダ
ン
ス

ホ
ー
ル
で
、
用よ
う

心じ
ん

棒ぼ
う

を
務
め
る
代
わ
り
に
寄
宿

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
西
池
袋
に

は
、
柳や
な
ぎ
わ
ら
び
ゃ
く
れ
ん

原
白
蓮
が
宮み
や
ざ
き
り
ゅ
う
す
け

崎
龍
介
と
の
新
た
な
生
活

を
始
め
る
た
め
、
越
し
て
き
ま
し
た
。
一
二
月

に
は
、
こ
の
年
に
雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
を
創
刊

し
た
菊き

く

池ち

寛か
ん

が
雑
司
が
谷
に
越
し
て
き
ま
す
。

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
に
社
屋
を
移
転
す

る
ま
で
、
雑
司
が
谷
の
自
宅
で
雑
誌
の
編
集
作

業
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
も
『
桃
太
郎
侍
』
で
知
ら
れ
る
山や
ま

手て

樹き

一い
ち

郎ろ
う

が
要
町
に
、
乱
歩
と
並
ぶ
人
気
作
家
で

あ
っ
た
探
偵
小
説
家
の
大お
お

下し
た

宇う

陀だ

児る

は
、
乱
歩

と
時
を
同
じ
く
し
て
池
袋
駅
を
挟
ん
だ
東
側
の

雑
司
が
谷
に
居
を
構
え
ま
し
た
。
ま
た
、
名
画

座
と
し
て
知
ら
れ
る
「
文
芸
坐
」
の
前
身
「
人

世
坐
」
を
創
設
し
た
小
説
家
の
三み

角す
み

寛か
ん

、
推
理

作
家
の
泡あ
わ

坂さ
か

妻つ
ま

夫お

、
飛あ

す
か
た
か
し

鳥
高
も
続
々
と
豊
島
区

へ
と
転
居
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
区
に
越
し
て
き
た
順
に
、

著
書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
区
ゆ
か
り
の
全
て

の
作
家
の
著
書
を
展
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン

ル
の
作
家
が
集つ
ど

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

詩
歌
や
児
童
文
学
、
時
代
小
説
に
探
偵
小
説
な

ど
、
棚
に
並
ん
だ
書
籍
の
表
紙
か
ら
、
地
域
の

文
化
の
歴
史
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

【
引
用
】『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
二
八
巻　

探
偵

小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社
文
庫
、
二
〇
一
五

年
／
若
山
牧
水
『
さ
び
し
き
樹
木
』
南
光
書
院
、

一
九
一
八
年

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

佐
伯
百
々
子
）

特
別
展
文
学
コ
ラ
ム
② 

と
し
ま
文
学
ク
ロ
ニ
ク
ル

枹泡
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本
稿
で
は
、
現
在
開
催
中
の
区
制
九
〇
周
年

特
別
展
「
第
二
章　

戦
中
・
戦
後
の
区
民
の
暮

ら
し
」
で
展
示
し
て
い
る
資
料
か
ら
抜
粋
し
て

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
区

民
の
皆
様
か
ら
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
紙
面

の
都
合
上
、
前
後
編
に
分
け
て
お
届
け
い
た
し

ま
す
。　

戦
時
下
の
く
ら
し

「
戦
時
下
の
く
ら
し
」
展
示
で
は
、
灯と

う

火か

管か
ん

制せ
い

用
の
電
球
や
空く

う
し
ゅ
う襲

時
の
対
応
を
ま
と
め
た

『
防
空
絵
と
き
』
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
の
展
示
で
ご
紹
介
す
る
資
料
は
「
隣

組
の
湯
飲
み
茶
わ
ん
」
で
す
。
側
面
に
は
『
隣

組
』（
岡
本
一
平
作
詞
・
飯
田
信
夫
作
曲
）
の

歌
詞
と
絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

一
九
三
七（
昭
和
一
二
）年
七
月
に
始
ま
っ
た

日
中
戦
争
を
皮
切
り
に
、
日
本
は
国
民
へ
の
統

制
を
強
め
て
い
き
ま
す
。
隣
組
は
国
家
総
動
員

の
下
部
組
織
と
し
て
一
九
四
〇（
昭
和
一
五
）年

九
月
、
内
務
省
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

配
給
切
符
の
割
当
や
空
襲
時
の
消
火
活
動
だ
け

で
な
く
、
住
民
の
相
互
監
視
の
役
割
も
担
っ
て

い
ま
し
た
。
隣
組
の
活
動
を
周
知
す
る
た
め
、

同
名
の
歌
も
誕
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
歌
詞
は

「
と
ん
と
ん
と
ん
か
ら
り
っ
と
隣
組
～
♪
」
か

ら
始
ま
り
、
隣
組
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
恩
恵

が
あ
る
の
か
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

終
戦
後
に
隣
組
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、『
隣

組
』の
歌
は
そ
の
曲
調
の
親
し
み
や
す
さ
か
ら
、

多
く
の
替
え
歌
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
代
表
的

な
の
は
『
ド
リ
フ
の
大
爆
笑
』（
一
九
七
七
～

一
九
九
八
年
放
送
）の
テ
ー
マ
で
す
。「
ド
、ド
、

ド
リ
フ
の
大
爆
笑
～
♪
」
の
フ
レ
ー
ズ
で
思
い

出
す
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
広
島
の
呉く
れ

を
舞
台
に
戦
時
下
の
一
人

の
女
性
を
描
い
た
長
編
ア
ニ
メ
作
品
『
こ
の
世

界
の
片
隅
に
』（
二
〇
一
六
年
公
開
）で
は
、
原

曲
の
カ
バ
ー
が
劇
中
歌
と
し
て
流
れ
ま
し
た
。

空
襲
が
あ
っ
た
日

一
九
四
四（
昭
和
一
九
）年
八
月
、
連
合
国
軍

に
よ
り
グ
ア
ム
・
サ
イ
パ
ン
島
が
占
領
さ
れ
る

と
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
爆ば
く

撃げ
き

機き

Ｂ
29
の
爆
撃
可

能
範
囲
が
ほ
ぼ
日
本
本
土
全
域
を
カ
バ
ー
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
当
初
は
軍ぐ
ん
じ
ゅ需

工
場
を

狙
っ
た
「
精
密
爆
撃
」
が
主
で
し
た
が
、
日
本

の
早
期
降
伏
を
目
的
と
し
、
東
京
な
ど
の
大
都

市
や
地
方
の
市
街
地
へ
の
「
無
差
別
爆
撃
」
が

拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

一
九
四
五（
昭
和
二
〇
）年
四
月
一
三
日
に

は
、
豊
島
区
を
含
む
東
京
北
西
部
が
Ｂ
29
に
よ

る
焼し
ょ
う
い
だ
ん

夷
弾
爆
撃
を
受
け
ま
し
た
（
城じ

ょ
う
ほ
く北

大
空

襲
）。
豊
島
区
で
は
死
者
七
七
八
名
、
全
焼
家

屋
三
四
，〇
〇
〇
戸
、
被
災
者
一
六
一
，六
六
一

名
（
当
時
の
区
人
口
の
七
割
）
も
の
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

「
空
襲
が
あ
っ
た
日
」
の
展
示
で
は
、
Ｍ
69

焼
夷
弾
の
筒
や
空
襲
に
よ
る
火
災
で
溶
け
た
日

用
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
の
展
示
で
ご
紹
介
す
る
資
料
は
「
伝で
ん

単た
ん

」
で
す
。
伝
単
は
敵
国
の
兵
士
・
民
間
人
に

対
し
、
士
気
低
下
や
投
降
を
促
す
目
的
で
作
成

さ
れ
た
ビ
ラ
の
こ
と
で
、
上
空
か
ら
航
空
機
な

ど
に
よ
っ
て
撒ま

か
れ
ま
し
た
。

伝
単
を
拾
っ
た
場
合
は
憲
兵
や
警
察
に
届
け

出
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
違
反
し
た
者
は

罰
則
を
課
さ
れ
ま
し
た
。
戦
時
中
、
回
収
の
対

象
だ
っ
た
伝
単
で
す
が
、
今こ
ん
に
ち日
ま
で
処
分
さ
れ

ず
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で

す
。
厳
し
い
情
報
統
制
下
に
あ
っ
た
当
時
の

人
々
は
、
空
か
ら
降
る
伝
単
を
見
て
何
を
感
じ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

後
編
で
は
「
焼
け
跡
か
ら
の
出
発
」
と
「
池

袋
ヤ
ミ
市
」
の
展
示
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。
※
一
四
五
号
へ
続
く（

郷
土　

清
水
健
太
）

区
制
90
周
年
特
別
展　

豊
島
大
博
覧
会　
「
第
2
章　

戦
中
・
戦
後
の
区
民
の
く
ら
し
」
展
示
紹
介　

前
編 
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豊
島
区
制
九
〇
周
年
特
別
展
の
開
催
に
あ

た
っ
て
、
今
号
一
四
四
号
と
次
号
一
四
五
号
の

二
回
に
わ
た
っ
て
、
第
三
章
の
「
豊
島
区
を
走

る
都
電
」
で
展
示
し
て
い
る
資
料
な
ど
を
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

＊
系け

い
と
う
ば
ん

統
板
い
ろ
い
ろ
＊

都
電
の
前
面
部
に
は
、
系
統
表
示
板
と
い
う

数
字
が
入
っ
た
板
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

系
統
と
は
都
電
の
運
行
系
統
の
こ
と
で
、
最
盛

期
に
は
四
〇
を
超
え
る
系
統
が
あ
り
ま
し
た
。

系
統
板
と
ひ
と
こ
と
で
言
っ
て
も
、
形
状
や
寸

法
、
材
質
な
ど
、
い
く
つ
か
種
類
が
あ
り
ま
す
。

特
別
展
で
は
、
金
属
製
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

二
種
類
の
系
統
板
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
金
属

製
の
系
統
板
は
、
大
型
で
前
面
部
の
右
側
に
固

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
属
製
の
系
統
板
の
中
で

も
、
系
統
の
み
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
系
統

の
下
に
企
業
な
ど
の
広
告
が
入
っ
た
も
の
の
二

種
類
あ
り
、
今
回
の
特
別
展
で
は
ど
ち
ら
も
展

示
し
て
い
ま
す
。
広
告
が
入
っ
た
金
属
製
の
系

統
板
は
、
写
真
に
も
残
っ
て
い
る
た
め
、
目
に

し
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
下

部
写
真
の
よ
う
に
雑
誌
や
百
貨
店
、
ミ
シ
ン
、

酒
造
メ
ー
カ
ー
な
ど
、
様
々
な
企
業
や
団
体
が

広
告
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
金
属
製
の
系
統
板

に
続
い
て
登
場
し
た
の
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

系
統
板
で
す
。
こ
ち
ら
は
系
統
表
示
と
広
告
が

別
々
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
替
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
金
属
製
の
系
統

板
と
同
じ
よ
う
に
、
前
面
部
右
側
に
固
定
さ
れ

ま
し
た
が
、
前
面
部
中
央
に
固
定
で
き
る
車
両

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
車
両
は
系
統
板
を
固
定

す
る
部
分
の
裏
側
に
電
灯
が
仕
込
ま
れ
て
お

り
、
行あ

ん
ど
ん燈

の
よ
う
に
系
統
板
と
広
告
を
光
ら
せ

て
夜
間
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

都
電
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
残
さ
れ
た
都
電
荒

川
線
で
も
、
予
算
的
な
面
か
ら
平
成
に
入
る
ま

で
新
型
車
両
の
導
入
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、

都
電
各
系
統
で
使
用
し
て
い
た
車
両
を
運
用
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
系
統
板
と
同
規
格

の
荒
川
線
と
印
字
さ
れ
た
表
示
板
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

＊
方ほ

う
こ
う
ま
く

向
幕
＊

方
向
幕
は
都
電
の
行
先
を
示
す
も
の
で
す
。

現
在
の
バ
ス
や
電
車
で
は
、
電
光
掲
示
板
の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
当
時
は
布
製
の
も
の

を
機
械
で
巻
き
取
っ
て
い
ま
し
た
。
展
示
し
て

い
る
も
の
は
折
り
た
た
ん
で
い
ま
す
が
、
す
べ

て
広
げ
る
と
、二
二
三
㎝
の
長
さ
が
あ
り
ま
す
。

＊
側そ

く
め
ん
ば
ん

面
板
＊

側
面
板
は
、
都
電
の
行
先
や
停
車
す
る
停
留

場
を
示
す
も
の
で
す
。
名
前
の
通
り
、
車
体
の

側
面
に
取
り
付
け
ま
す
。
現
在
で
は
方
向
幕
と

同
じ
よ
う
に
、
電
光
掲
示
板
に
切
り
替
わ
っ
て

い
ま
す
が
、
当
時
は
金
属
製
の
板
に
印
字
し
、

車
両
が
走
行
す
る
系
統
が
変
わ
る
た
び
に
付
け

替
え
て
い
ま
し
た
。
展
示
し
て
い
る
二
種
類
の

一
七
系
統
側
面
板
は
、
一
九
六
八（
昭
和
四
三
）

年
に
一
七
系
統
の
数す

寄き

屋や

橋ば
し

～
文
京
区
役
所
前

間
が
廃
止
と
な
る
前
と
後
の
も
の
に
な
り
ま

す
。

＊
乗
務
員
の
持
ち
物
＊

郷
土
資
料
館
で
は
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い

た
、
運
転
手
や
車し

ゃ
し
ょ
う掌

の
持
ち
物
も
所
蔵
し
て
い

ま
す
。
制
服
類
の
一
部
と
し
て
今
回
は
制
帽
と

腕わ
ん
し
ょ
う章
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
交
通
局

の
職
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で

す
。『
電で

ん
し
ゃ車

乗じ
ょ
う
む
い
ん

務
員
心こ

こ
ろ
え得

』
は
、
東
京
都
交
通

局
が
乗
務
員
向
け
に
発
行
し
た
も
の
で
す
。
電

車
の
運
行
に
関
す
る
規
則
や
緊
急
時
の
対
応
、

接
客
の
マ
ナ
ー
や
身
だ
し
な
み
に
つ
い
て
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
別
の
資
料
で
は
、
職

員
が
案
内
用
に
個
人
で
用
意
し
た
終
電
の
時
刻

表
や
タ
ク
シ
ー
の
料
金
表
を
挟
ん
で
い
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。※

一
四
五
号
へ
続
く

 （
郷
土　

水
吉
雄
人
）

グリーン大通りを走る都電17系統　1967年撮影　松井一彦氏提供

展示中の系統版(16系統、金属)

窪木庄作氏寄贈

展示中の系統版(16系統、樹脂)

窪木庄作氏寄贈
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江
戸
時
代
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
江
戸
名
所

図
会
』
は
、
江
戸
市
域
と
そ
の
近
郊
の
名
所
を

案
内
す
る
地
誌
で
す
。

そ
こ
で
は
高
田
總そ
う
ち
ん
じ
ゅ

鎭
守
氷
川
神
社
（
豊
島
区

高
田
二
丁
目
二－

一
八
）
に
つ
い
て
、「
甚は

な
は
だ
し
つ
ぼ
く

質
朴

に
し
て
古こ

雅が

な
り
」
と
紹
介
し
、
さ
ら
に
「
此こ

の

御み
た
ら
し

手
洗
の
川
よ
り
夷え

び

子す

大だ
い

黒こ
く

砂す
な

と
唱
ふ
る
も
の

を
産
す
。
此
砂
ハ
水
中
に
住す
め
る
虫
の
化け

す
る
由よ
し

、

近お
う

江み

古こ

繁は
ん

先
生
の
雲う

ん

根こ
ん

志し

に
い
へ
り
」
と
の
割わ

り

中ち
ゅ
う（

注
釈
）
を
つ
け
て
い
ま
す
。
高
田
總
鎭
守

氷
川
神
社
へ
の
参
拝
者
が
手
や
口
を
清
め
る
川

の
中
か
ら
は
「
夷
子
大
黒
砂
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
取
れ
、
そ
れ
は
『
雲
根
志
』
と
い
う
書
物

に
よ
る
と
虫
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で

す
。
一
体
ど
の
よ
う
な
虫
で
し
ょ
う
か
。

『
雲
根
志
』
は
、
石
に
関
す
る
博
物
誌
で
す
。

こ
の
後
編
三
集
（
一
七
七
九
年
）「
夷え
び
す

大
黒
砂
」

の
項
で
は
、
砂
を
集
め
て
エ
ビ
ス
や
大
黒
や
寿

老
人
な
ど
に
似
た

人
形
を
つ
く
る
虫

が
い
る
こ
と
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。
長

さ
は
七
、八
分
（
二

㎝
前
後
）
で
、
本
当

の
こ
と
か
ど
う
か

分
か
ら
な
い
も
の
の
春
は
人
形
の
中
に
い
る
虫

が
夏
に
は
蛍
に
な
る
と
し
、
た
だ
し
こ
の
人
形

が
虫
の
巣
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
各
所
の
小
川
で
見
ら
れ
、「
南
都
神

谷
川
」（
奈
良
）
で
は
夷
虫
、
京
都
賀
茂
川
で

は
岩
虫
、
薩
摩
（
鹿
児
島
）
で
は
ヂ
イ
ガ
セ
ナ

カ
と
呼
ば
れ
、
他
に
も
生
息
地
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

蛍
の
幼
虫
は
蛹さ
な
ぎ

に
な
る
と
き
土
を
集
め
て
土つ

ち

繭ま
ゆ

を
つ
く
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
川
岸
に
上
が
っ
て

土
中
で
行
な
う
の
で
、
蛍
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

区
域
周
辺
の
こ
と
な
ら
『
新
編
若
葉
の
梢こ
ず
え

』

（
一
九
五
八
年
）
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
江
戸
時

代
に
雑
司
が
谷
の
住
人
で
あ
っ
た
金
子
直
徳
が

編
集
し
た
地
誌
を
底
本
と
し
、
後
年
に
海
老
澤

了
之
介
ら
が
追
補
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
す
。

先
の
高
田
總
鎭
守
氷
川
神
社
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
「
氷
川
大
明
神
」
の
項
に
は
虫
に
関
す
る

記
述
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
上
高
田
氷
川
神

社
（
中
野
区
上
高
田
四
丁
目
四
二－

一
）
の
前

に
湧
い
て
い
る
泉
か
ら
、寛
政
一
〇
（
一
七
九
八
）

年
九
月
に
砂
で
固
ま
っ
た
人
形
が
多
く
出
た
と

い
い
ま
す
。
人
々
は
こ
れ
を
大
黒
天
の
像
だ
と

い
っ
て
拾
っ
て
帰
り
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
穴

が
あ
っ
て
虫
の
巣
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
俗

に
「
大
黒
虫
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
本
当

の
名
は
分
か
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。『
新
編

若
葉
の
梢
』
は
こ
の
虫
の
詳
細
を
、
江
戸
近
辺

の
紀
行
文
で
あ
る
『
嘉か
り
ょ
う
き
こ
う

陵
紀
行
』
の
文
化
一
三

（
一
八
一
六
）
年
の
記
録
か
ら
引
用
し
て
い
ま

す
。そ

の
内
容
は
、
図
１
を
示
し
な
が
ら
「
此
處

ゟ
細
き
尾
の
尖
出
龜
の
尾
を
出
し
た
る
が
如

し
」「
頭
巾
ノ
如
ク
袋
ノ
如
ク
槌つ
ち

ノ
如
ク
米
苞

ノ
如
ク
成
モ
ノ
皆
小
石
也
、
其
胸
ト
背
ト
モ
云

ベ
キ
處
ハ
砂
ノ
凝
結
シ
タ
ル
也
」「
大
黑
天
の

形
し
た
る
も
の
、
頭
巾
の
邊
に
て
石
に
粘
す
」

と
い
い
、
砂
や
小
石
を
ま
と
っ
て
い
て
そ
こ
か

ら
細
い
亀
の
尾
が
出
て
い
る
よ
う
だ
と
し
て
い

ま
す
。

生
態
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

水
を
去
て
久
し
け
れ
ば
、
自
ら
石
を
は
な

れ
落
、
内
に
在
蟲
死
す
れ
ば
成
べ
し
、
其

蟲
の
形
如
レ
此
、
稍
長
す
れ
ば
其
窼
を
脱

す
と
見
ゆ
、
大
な
る
は
窼
な
し
、
大
さ
右

の
如
く
な
る
は
、
窼
な
く
し
て
水
底
に
小

石
の
間
に
潜
り
居
る
、
形
蟬
に
似
た
り
、

は
ね
廻
る
事
な
し
、
捕
へ
て
も
動
か
ず
、

死
た
る
が
如
し

つ
ま
り
、
水
か
ら
上
げ
て
し
ば
ら
く
す
る
と

石
を
離
れ
落
ち
、
中
の
虫
が
死
ね
ば
図
１
と
な

り
ま
す
。
そ
の
虫
の
形
は
図
２
の
よ
う
な
も
の

で
、
大
き
く
な
る
と
図
３
の
よ
う
に
な
り
、
巣

を
持
た
ず
に
水
底
の
小
石
に
潜
っ
て
い
る
と
い

い
ま
す
。
形
は
セ
ミ
に
似
て
い
ま
す
が
、
は
ね

ま
わ
ら
ず
、
捕
ま
え
て
も
死
ん
だ
よ
う
に
動
か

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

続
け
て
、
こ
の
虫
は
夏
に
探
し
て
も
捕
ま
え

ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
そ
れ
は
冬
虫
夏

草
（
冬
の
間
は
昆
虫
に
寄
生
し
夏
に
そ
の
虫
か

ら
生
え
る
キ
ノ
コ
）
の
類
で
あ
る
か
ら
、
寒
い

時
期
に
は
多
い
が
夏
に
な
れ
ば
い
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
と
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
き
く
な
る
と
巣
は
持
た
ず
、長
さ
二
寸（
約

六
㎝
）ほ
ど
に
も
な
る
虫
で
、「
南
郊
廣
尾
の
原
」

（
渋
谷
区
広
尾
）
に
流
れ
る
清
水
や
、「
野
州
桐

生
」（
群
馬
県
桐
生
市
）に
も
い
る
と
い
い
ま
す
。

大
き
さ
や
生
態
に
つ
い
て
は
史
料
に
よ
り
記

述
内
容
が
異
な
り
ま
す
が
、
こ
の
虫
は
水
の
底

に
い
て
、
小
石
や
砂
を
集
め
て
営
巣
し
、
一
時

そ
の
巣
の
中
で
過
ご
す
と
い
う
こ
と
は
共
通
し

て
い
る
よ
う
で
す
。　

※
一
四
五
号
へ
続
く

（
郷
土　

鄧
君
龍
）

図
１
～
３
：
村
尾
正
靖
、『
嘉
陵
紀
行
』（
一
九
一
六
、

『
江
戸
叢
書
』
巻
の
壱
、
江
戸
叢
書
刊
行
会
所
収
）、

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り

転
載

図１「氷川社御手洗大黑蟲の図」

図２

図３

怪
虫〝
大
黒
虫
〟の
正
体
を
追
う　
〈
前
編
〉
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前
回
、
本
誌
一
四
三
号
で
は
展
示
全
体
の
見

ど
こ
ろ
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
今
回
は

一
か
所
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
深
掘
り
と
い
う

の
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

第
三
章
の
映
画
の
ま
ち
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

戦
後
の
美
術
作
品
が
、
豊
島
区
内
で
繰
り
広
げ

ら
れ
た
文
化
活
動
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
人
世

坐
や
文
芸
坐
の
資
料
と
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
壁
面
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
構
成

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
こ
こ
で
は
、
共
通
点

が
あ
る
作
品
を
並
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
例

え
ば
、
ま
る
い
も
の
、
金
属
質
の
も
の
、
得え

体た
い

の
し
れ
な
い
も
の
、
物
体
…
。
な
ん
の
こ
と
？

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
存

外
、
共
通
項
を
繋
げ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
よ
く
使

わ
れ
る
展
示
手
法
で
す
。

目
線
の
高
さ
に
は
中
村
宏《
島
・
B
》①
を
展

示
し
ま
し
た
。中
村
作
品
の
ま
る
み
を
帯
び
つ

つ
も
堅
い
質
感
表
現
は
金
属
を
思
わ
せ
る
一
方

で
、有
機
的
な
骨
格
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

一
九
五
六（
昭
和
三
一
）年
に
制
作
さ
れ
た《
島
》

は
、太
平
洋
戦
争
末
期
の
沖
縄
戦
の
悲
劇
を
題

材
に
し
た
も
の
で
し
た
＊
。《
島
・
B
》も
同
系
統
の

作
品
で
す
。そ
の
右
下
に
は
中
村
が
銅
で
装
丁
し

た
書
籍『
地
を
匍は

う
飛
行
機
と
飛
行
す
る
蒸
気

機
関
車 

機
械
学
宣
言
』②（
稲い
な
が
き垣

足た
る
ほ穂

著
、仮
面

社
、一
九
七
〇
年
）。こ
こ
に
は
、表
紙
に
浮
き
上
が

っ
た
曲
線
と
金
属
質
、そ
し
て
も
ち
ろ
ん
同
じ
作

者
と
い
う
共
通
項
が
あ
り
ま
す
。

《
島
・
B
》
の
上
方
に
あ
る
の
は
山
下
菊
二

《
そ
こ
あ
さ
り
》
③
（
一
九
五
五
年
）
で
す
。

二
作
品
と
も
に
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
、
得
体
が
し
れ
な
い
、
と
い
う
点

で
も
共
通
す
る
の
で
す
が
、《
そ
こ
あ
さ
り
》
に

つ
い
て

は
、
制

作
年
と

描
か
れ

た
水
と

思
わ
れ

る
液
体

を
考
慮

す
る
と
、

一
九
五
二
年
に
日
本
共
産
党
に
よ
る
山さ

ん
そ
ん村

工こ
う
さ
く作

隊た
い

（
東
京
・
奥
多
摩
）
に
参
加
し
た
山
下
が
、

着
工
さ
れ
た
小お

ご
う
ち

河
内
ダ
ム
に
つ
い
て
思
う
と
こ

ろ
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
と
れ
ま
す
。

戦
争
が
終
わ
っ
て
一
〇
年
を
経
て
も
な
お
、
思

い
描
い
て
い
た
戦
後
が
訪
れ
な
い
こ
と
に
対
す

る
作
家
た
ち
の
問
い
か
け
で
す
。

そ
れ
ら
の
手
前
に
あ
る
建た

て
は
た
か
く
ぞ
う

畠
覚
造

«CHIM
NEY BOTTLES

》④（
一
九
七
〇
年
）＊
＊

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。チ
ム
ニ
ー
と
は
煙
突
の
意
。

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
ス
テ
ン
レ
ス
ス
チ
ー
ル
か
ら

な
る
本
作
も
、
金
属
で
ま
る
み
を
帯
び
て
も
い

ま
す
。
最
上
段
の
井
上
長
三
郎
《
ビ
ン
》
⑤
も

《CHIM
NEY BOTTLES

》
も
モ
チ
ー
フ
は
モ

ノ
で
す
。
中
村
装
丁
の
書
籍
は
そ
れ
そ
の
も
の

が
物オ

ブ
ジ
ェ体

で
す
。
何
の
関
連
も
な
い
よ
う
に
見
え

て
、
推
理
を
広
げ
て
み
る
と
新
た
な
発
見
が
あ

る
は
ず
で
す
。

会
場
で
は
時
折
、
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
と
聞
こ
え

て
き
ま
す
。
第
二
章
で
上
映
し
て
い
る
入い

り

江え

比ひ

呂ろ

の
ア
ト
リ
エ
映
像
か
ら
で
す
。《
島
・
B
》

と
《
そ
こ
あ
さ
り
》
は
彫
刻
家
・
入
江
の
旧
蔵

品
で
し
た
。も
う
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

ア
ト
リ
エ
の
記
録
か
ら
は
、
庭
の
ウ
グ
イ
ス
の

鳴
き
声
が
今
も
あ
ざ
や
か
に
響
き
ま
す
。　
　

（
美
術　

小
林
未
央
子
）

＊
山
田
諭
「
一
九
五
〇
年
代　
『
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
絵

画
』
の
展
開
」『
中
村
宏 

図
画
事
件
一
九
五
三

－

二
〇
〇
七
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
東
京
都
現
代
美
術
館
・

名
古
屋
市
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年
。
浜
松
市
美
術
館

蔵
《
島
》
へ
の
記
述
。　
　

＊
＊
映
画
「
人
間
の
証
明
」（
一
九
七
七
年
）
に
は
、
こ

の
作
品
が
映
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
作
品
を
展
示
し
た

こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
情
報
も
い
た
だ
き
ま
す
。

写
真
撮
影
：
大
谷
一
郎

①

③

⑤

②

④

特別展「豊島大博覧会」
会期延長のお知らせ

５月２８日（日）まで開催中！
開館時間：午前９時～午後６時

休館日：月曜日、第３日曜日、

　　　　３/２１(火)、４/２９(土)、

　　　　５/９(火)、５/１０(水)、５/１１(木) 
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編

集

後

記

「
か
た
り
べ
」
一
四
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

昨
年
末
に
特
別
展
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
16
頁
カ

ラ
ー
）
を
作
成
し
ま
し
た
。
見
学
者
で
希
望
す
る

方
に
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。
１
月
半
ば
か
ら
小
学
校
３
年
生
の
郷
土
学

習
の
見
学
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
年
度
は
小
学
校

４
年
生
を
中
心
に
観
光
バ
ス
に
よ
る
見
学
ツ
ア
ー
の

企
画
も
あ
り
、
連
日
子
ど
も
た
ち
で
賑
わ
っ
て
い
ま

す
。
特
別
展
が
豊
島
区
の
歴
史
や
文
化
を
体
感
す

る
機
会
と
な
れ
ば
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

（
郷
土　

横
山
恵
美
）


