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区
制
九
〇
周
年
特
別
展
「
豊
島
大
博
覧
会
」
で
は
、
展
示
室
の
各
所

に
作
家
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。
文
学
分

野
と
美
術
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
文
章
か
ら
、
そ
の
時
代
の
豊
島

区
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る
箇
所
を
選
び
、
壁
に
装
飾
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
展
覧
会
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
、
入
り
口
付
近
に

は
福
沢
諭
吉
の
言
葉
を
引
用
し
ま
し
た
。

博
物
館

　
世
界
ノ
一
切
ノ
物
ヲ
集
メ
テ
見
セ
物
二
ス
ル
所
ヲ
云
フ

博
覧
会

　
世
界
ノ
一
切
ノ
物
ヲ
持
寄
リ
各
國
諸
人
二
示
シ
ミ
セ
シ
ム

ル
會
也

（
福
沢
諭
吉
『
増
補 

西
洋
事
情
』
巻
之
一
、
林
芳
兵
衛
、
一
八
六
八
年
）

私
た
ち
は
こ
れ
を
「
切
り
文
字
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ほ
か
の
博
物

館
や
美
術
館
で
も
こ
の
展
示
の
仕
方
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
文
字
ず
つ
切
っ
た
シ
ー
ル
状

の
文
字
を
壁
に
貼
っ
て
い
ま
す
。
本
展
示
の
す
べ
て
の
文
字
数
を
足
し

合
わ
せ
る
と
膨
大
な
数
に
な
り
ま
す
。

①
～
⑧
の
画
像
は
、
文
学
分
野
で
選
ん
だ
文
章
で
す
。
こ
れ
ら
を
四

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
振
り
分
け
、
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

切
り
文
字
は
上
の
方
に
あ
る
も
の
も
多
く
、
少
々
首
が
お
辛
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
ぜ
ひ
、
文
章
と
そ

の
周
辺
に
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
と
を
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
し

た
ら
幸
い
で
す
。［
Ｎ
］（
２
頁
へ
つ
づ
く
）
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■
昔
の
風
景　

①
②

現
在
の
豊
島
区
は
、
高
い
建
物
が
ひ
し
め
き

合
い
、
多
く
の
人
々
が
行
き
交
う
賑に
ぎ

や
か
な
街

で
す
が
、
か
つ
て
は
ま
っ
た
く
違
う
姿
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。
歌
人
の
若わ
か
や
ま
ぼ
く
す
い

山
牧
水
は
、
麦
畑
が

広
が
る
牧
歌
的
な
風
景
の
中
、
影
を
落
と
し
な

が
ら
電
車
が
走
っ
て
ゆ
く
「
池
袋
村
」
の
風
景

を
歌
に
詠よ

み
ま
し
た
。

池
袋
駅
が
で
き
た
の
は
一
九
〇
三
（
明
治

三
六
）
年
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
こ
の
辺
り

は
畑
や
牧
場
が
広
が
る
農
村
地
域
で
し
た
。

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
の
関
東
大
震
災
を

機
に
多
く
の
人
々
が
流
入
し
、
都
市
化
が
一
気

に
進
む
ま
で
は
、
こ
の
歌
の
よ
う
な
の
ど
か
な

風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

大
正
期
か
ら
空
襲
で
自
宅
が
焼
失
し
て
し
ま

う
ま
で
、
三
〇
年
近
く
巣
鴨
に
暮
ら
し
た
童
画

家
の
武た
け

井い

武た
け

雄お

は
、
当
時
の
池
袋
駅
の
こ
と
を

「
み
す
ぼ
ら
し
」
く
、
隣
の
大
塚
や
目
白
と
比

べ
る
と
「
ま
る
で
田
舎
駅
だ
っ
た
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
牧
水
の
歌
や
武
井
の
文
章
に
登
場
す

る
池
袋
は
、
現
在
の
姿
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け

離
れ
て
い
て
、
想
像
す
る
の
も
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
展
示
で
は
、
当
時
の
池
袋

駅
の
様
子
を
描
い
た
絵
画
作
品
や
、
写
真
資
料

な
ど
も
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
現
在
の

風
景
と
比
較
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。［
Ｓ
］

■
戦
争　

③
④
⑤

日
中
戦
争
が
始
ま
り
戦
争
の
時
代
へ
と
突
入

す
る
と
、
そ
の
影
響
は
作
家
た
ち
の
間
に
も
広

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
豊
島
区
が
誕
生
し
て
す

ぐ
の
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
か
ら
三
〇
年
以

上
暮
ら
し
た
探
偵
小
説
家
の
江え

戸ど

川が
わ

乱ら
ん

歩ぽ

と
大お
お

下し
た

宇う

陀だ

児る

は
、
そ
れ
ぞ
れ
池
袋
丸
山
町
会
副
会

長
、
雑
司
ヶ
谷
五
丁
目
町
会
長
に
任
命
さ
れ
ま

し
た
。

防
空
指
導
員
で
も
あ
っ
た
乱
歩
は
、
町
会
員

に
箪た
ん
す笥

な
ど
で
作
っ
た
爆
風
を
よ
け
る
た
め
の

囲
い
の
見
本
を
作
っ
て
見
せ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
じ
も
の
が
、
戦
中
・
戦
後
の
区
民
の

く
ら
し
コ
ー
ナ
ー
の
「
防
空
絵
と
き
」
の
映
像

の
中
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
四
九
年
に
池
袋
へ
引
っ
越
し
て
き
た
推

理
小
説
家
の
飛
鳥
高
の
家
は
、
な
ん
と
偶
然
に

も
江
戸
川
乱
歩
邸
の
隣
で
し
た
。⑤
の
文
章
は
、

飛
鳥
が
引
っ
越
し
て
来
た
日
を
回
想
し
て
書
い

た
も
の
で
す
。
そ
の
頃
は
ま
だ
、「
犯
罪
の
場
」

で
雑
誌
『
宝
石
』
の
懸
賞
小
説
に
入
選
し
た
き

り
、
あ
ま
り
作
品
を
発
表
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。〝
隣
人
〟
と
な
っ
た
乱
歩
の
「
も
っ
と
書

く
よ
う
に
」
と
い
う
激
励
も
あ
り
、
本
業
の
か

た
わ
ら
、
本
格
的
に
作
家
と
し
て
の
道
も
歩
み

始
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。［
Ｎ
］

■
演
劇
・
映
画　

⑥
⑦

池
袋
の
劇
場
と
い
え
ば
、
ど
こ
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
か
。
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
に
完
成

し
た
東
京
芸
術
劇
場
や
、二
〇
一
九
（
令
和
元
）

年
に
新
た
に
誕
生
し
た
区
立
芸
術
文
化
劇
場
が

有
名
で
し
ょ
う
か
。

文
芸
坐
の
社
長
も
務
め
た
三み

浦う
ら

大だ
い

四し

郎ろ
う

の
⑥

の
文
章
は
、「
東
口
に
は
、
私
の
劇
場
を
は
じ

め
、
シ
ア
タ
ー
・
グ
リ
ー
ン
、
パ
モ
ス
青
芸
館
、

Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｔ
ア
ト
リ
エ
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
・
ホ
ー
ル
、

西
武
百
貨
店
ス
タ
ジ
オ
２
０
０
が
あ
り
、
西
口

に
は
池
袋
小
劇
場
が
あ
る
。
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
劇

場
も
あ
る
」と
い
う
文
章
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

す
で
に
閉
館
し
て
し
ま
っ
た
劇
場
も
多
い
で
す

が
、
現
在
も
区
内
の
劇
場
を
舞
台
に
「
池
袋
演

劇
祭
」
が
開
か
れ
る
な
ど
、「
意
外
に
豊
か
で

根
が
深
い
」
池
袋
の
「
演
劇
的
土
壌
」
は
今
も

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
戦
後
す
ぐ
の
最
大
の
娯
楽
と
い
え
ば
、

映
画
で
し
た
。
戦
前
に
大
塚
・
巣
鴨
を
中
心
に

あ
っ
た
映
画
館
は
空
襲
で
焼
失
し
、
戦
後
そ
の

中
心
は
池
袋
駅
周
辺
へ
と
移
り
ま
し
た
。
②
の

武
井
武
雄
の
文
章
と
⑦
を
比
べ
る
と
、
一
九
五

五
年
頃
に
は
、
池
袋
の
賑
わ
い
が
大
塚
や
目
白

を
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

当
時
の
映
画
館
は
、
娯
楽
が
少
な
か
っ
た
頃

の
、
楽
し
み
が
詰
ま
っ
た
場
所
で
も
あ
り
ま
し

た
。［
Ｎ
］

■
現
在
の
風
景　

⑧

池
袋
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
、
二
四
〇

メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
を
誇
る
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
60

は
、
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
に
完
成
し
ま

し
た
。
こ
の
場
所
に
は
か
つ
て
、
戦
後
米
軍
が

接
収
し
、
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
と
し
て
機
能
し
た
東

京
拘
置
所
（
巣
鴨
刑
務
所
）
が
あ
り
ま
し
た
。

一
九
七
三
年
に
着
工
し
た
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ

テ
ィ
は
、
五
年
に
渡
り
工
事
が
続
け
ら
れ
ま
し

た
。
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
い
く
ビ
ル
の
様
子

は
、
区
内
各
所
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

い
ま
す
。
長
く
大
塚
に
暮
ら
し
た
推
理
小
説
家

の
泡あ
わ

坂さ
か

妻つ
ま

夫お

も
、
こ
の
ビ
ル
が
建
っ
て
い
く
様

を
毎
日
自
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
見
て
い
ま
し

た
。近

代
的
な
長
方
形
の
ビ
ル
は
、
と
も
す
れ
ば

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
一
部
と
し
て
、

あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
少

な
い
モ
チ
ー
フ
で
す
が
、
泡
坂
の
文
章
の
な
か

で
は
「
人
工
美
の
極
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

戦
後
を
重
く
引
き
ず
っ
た
場
所
か
ら
、
都
心
の

空
に
高
く
そ
び
え
る
近
代
的
な
ビ
ル
へ
と
変へ
ん
ぼ
う貌

を
と
げ
た
こ
の
場
所
そ
の
も
の
が
、
戦
後
復
興

と
い
う
明
る
い
未
来
を
象
徴
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。［
Ｓ
］

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

西
方
ゆ
り
恵
［
Ｎ
］・

佐
伯
百
々
子
［
Ｓ
］）

枹泡

文
学
か
ら
読
む
と
し
ま
９
０
年

文
学
か
ら
読
む
と
し
ま
９
０
年

つづきつづき

枹泡

あ
す
か
た
か
し
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一
四
四
号
に
引
き
続
き
、
第
三
章
の
「
豊
島

区
を
走
る
都
電
」
の
展
示
内
容
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。＊

池
袋
駅
＊

世
界
的
な
乗
降
者
数
を
誇
る
池
袋
駅
も
、
日

本
鉄
道
の
駅
と
し
て
設
置
さ
れ
た
一
九
〇
三
（
明

治
三
六
）
年
当
時
は
、
二
本
の
ホ
ー
ム
を
持
つ

小
さ
な
駅
で
し
た
。
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
に

現
在
の
東
武
東
上
線
と
な
る
東と

う
じ
ょ
う
て
つ
ど
う

上
鉄
道
、
一
九

一
五（
大
正
四
）年
に
現
在
の
西
武
池
袋
線
と
な

る
武む

さ
し蔵

野の

鉄て
つ
ど
う道

が
接
続
さ
れ
、
駅
の
大
型
化
が

進
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
九
四
五（
昭
和
二
〇
）

年
の
城じ

ょ
う
ほ
く
だ
い
く
う
し
ゅ
う

北
大
空
襲
で
駅
舎
が
被
害
を
受
け
、
再

建
さ
れ
た
あ
と
も
、
地
下
鉄
の
接
続
や
東
西
に

百
貨
店
が
建
設
さ
れ
る
な
ど
、
周
辺
の
発
展
も

相
ま
っ
て
、
池
袋
駅
は
世
界
有
数
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

駅
へ
と
成
長
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
都
電
一
七
系
統
＊

都
電
一
七
系
統
は
、「
池
袋
駅
前
」～「
数す

き

や
寄
屋

橋ば
し

」
間
を
運
行
し
て
い
た
、
池
袋
駅
前
を
通
常

ダ
イ
ヤ
で
発
着
し
た
唯
一
の
系
統
で
す
。「
池
袋

駅
前
」
停
留
場
は
、
池
袋
駅
東
口
前
の
グ
リ
ー

ン
大
通
り
入
り
口
付
近
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
し

た
。「
池
袋
駅
前
」
を
出
発
し
た
一
七
系
統
は
、

「
伝で

ん

通づ
う

院い
ん

」、「
後こ

う
ら
く
え
ん

楽
園
」、「
神じ

ん

保ぼ
う

町ち
ょ
う

」、「
日に

本ほ
ん

銀ぎ
ん

行こ
う

前ま
え

」
な
ど
を
経
て
、「
数
寄
屋
橋
」
へ

向
か
い
ま
し
た
。
池
袋
駅
に
乗
り
入
れ
て
い
る

他
社
の
路
線
や
停
留
場
の
場
所
な
ど
を
考
え
る

と
、
非
常
に
需
要
の
高
い
系
統
で
あ
っ
た
こ
と

が
想
像
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
東
京
都
市
部
に

お
け
る
道
路
事
情
の
悪
化
に
よ
る
輸
送
能
力
の

低
下
と
路
線
バ
ス
、
地
下
鉄
の
整
備
な
ど
か
ら
、

都
電
の
利
用
者
は
年
々
減
少
し
、
都
電
は
東
京

都
交
通
局
の
赤
字
事
業
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
各
系
統
の
整
備
が
進

み
、
一
七
系
統
も
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
に

「
数
寄
屋
橋
」
～
「
文
京
区
役
所
」
区
間
が
短

縮
さ
れ
、
そ
の
翌
年
に
一
七
系
統
が
廃
止
と
な
り
、

池
袋
駅
前
か
ら
都
電
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
現
在
で
は
、
都
営
バ
ス
と
東
京
メ
ト
ロ

有
楽
町
線
、
丸
の
内
線
が
一
七
系
統
の
停
留
場

が
あ
っ
た
地
域
を
走
っ
て
い
ま
す
。

＊
都
営
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
＊

都
営
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
、
一
九
五
二
（
昭
和

二
七
）
年
五
月
に
開
業
を
迎
え
、
一
〇
一
系
統
か

ら
一
〇
四
系
統
の
四
つ
の
系
統
が
運
行
し
て
い
ま

し
た
。
都
電
よ
り
設
置
の
コ
ス
ト
が
低
く
、
路

線
バ
ス
の
よ
う
に
排
気
ガ
ス
を
出
さ
な
い
こ
と
か

ら
、
当
時
は
都
電
の
後
継
と
な
り
得
る
次
世
代

の
交
通
機
関
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
バ

ス
と
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
法
律
上
の
名
称

は
『
無む

軌き

条じ
ょ
う

電で
ん
し
ゃ車
』
と
い
い
ま
す
。
四
つ
あ
る

系
統
の
う
ち
、
三
つ
の
系
統
が
池
袋
駅
前
を
始

発
と
す
る
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
に
と
っ
て
、
池
袋
は
重

要
な
地
点
で
し
た
。
元
々
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し

て
す
で
に
機
能
し
て
い
た
東
口
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
、

ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
運
用
す
る
た
め
に
大
き
く
作

り
変
え
ま
し
た
。
第
三
章
で
展
示
し
て
い
る
「
池

袋
駅
東
口
周
辺
ジ
オ
ラ
マ
」
で
も
、
ト
ロ
リ
ー
バ

ス
が
転
回
す
る
た
め
の
ル
ー
プ
線
と
呼
ば
れ
た

架
線
設
備
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
九
五
七

（
昭
和
三
二
）
年
の
工
事
を
も
っ
て
、
総
距
離

約
五
〇
キ
ロ
の
環
状
路
線
が
完
成
し
ま
し
た
が
、

交
通
渋
滞
が
続
き
、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
都
電
と

同
様
に
輸
送
能
力
が
著
し
く
低
下
し
ま
し
た
。

一
九
六
八（
昭
和
四
三
）年
ま
で
に
都
営
ト
ロ
リ
ー

バ
ス
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
、
わ
ず
か
一
六
年
で
歴

史
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。  （
郷
土　

水
吉
雄
人
）

池袋駅前停留場　1962年撮影　高木進一氏提供

池袋駅東口　1962年撮影　高木進一氏提供
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池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
を
知
る
ひ
と
つ
の
窓
口

と
し
て
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
実
際
の
作
品
鑑

賞
だ
け
で
な
く
、
毛
色
を
変
え
て
小
説
を
選
ん

で
み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
池
袋
モ
ン
パ

ル
ナ
ス
を
題
材
に
書
か
れ
た
小
説
は
多
く
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
詩
人
の
小
熊
秀
雄
を
モ
デ
ル
に

し
、
小
熊
の
怒
り
を
買
っ
た
と
言
わ
れ
る
堀
田

昇
一
の
『
自
由
ヶ
丘
パ
ル
テ
ノ
ン
』（
一
九
四

八
年
）、
た
く
さ
ん
の
実
在
す
る
人
物
が
名
を

連
ね
る
伝
記
的
小
説
と
し
て
宇
佐
美
承
の
『
池

袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
』（
一
九
九
〇
年
）
な
ど
が

あ
り
、
後
者
は
特
に
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
フ
ァ

ン
に
は
愛
読
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
今
回
は

現
在
も
一
般
流
通
し
て
お
り
入
手
し
や
す
い
、

坂
東
眞
砂
子
（
一
九
五
八
―
二
〇
一
四　

高
知

県
生
ま
れ
）
の
『
桜
雨
』（
一
九
九
五
年　

集

英
社
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
作
品
は
一
九

九
五
年
に
四
六
判
発
刊
の
後
に
一
九
九
八
年
に

文
庫
化
と
な
り
ま
し
た
。
恋
愛
小
説
を
対
象
と

し
た
日
本
の
文
学
賞
で
あ
る
、
島し

ま

清せ

恋
愛
文
学

賞
の
一
九
九
六
年
受
賞
作
品
で
す
。
坂
東
は
同

年
に
は
『
山や

ま
は
は妣

』
で
第
一
一
六
回
直
木
賞
を
受

賞
し
て
お
り
、『
桜
雨
』
は
作
家
に
と
っ
て
乗

り
に
乗
っ
た
時
期
の
一
作
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

物
語
は
、
三
〇
歳
の
額ぬ

か

田た

彩あ
や

子こ

と
、
七
〇
歳

代
の
五
木
田
早さ

夜よ

の
二
人
の
女
性
を
中
心
に
進

み
ま
す
。
始
ま
り
は
、
同
棲
し
て
い
た
男
と
別

れ
た
彩
子
が
、
西
巣
鴨
の
住
宅
街
に
あ
る
古
い

ア
パ
ー
ト
の
平
和
荘
の
二
階
へ
ひ
と
り
越
し
て

く
る
場
面
で
す
。
既
に
平
和
荘
の
一
階
に
は
早

夜
と
同
い
年
の
小
野
美
砂
江
が
一
緒
に
住
ん
で

い
ま
す
が
、
彩
子
と
早
夜
の
日
常
は
個
々
に
過

ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。

か
つ
て
女
子
美
術
専
門
学
校
西
洋
画
科（
現
：

女
子
美
術
大
学
）
に
通
う
た
め
に
長
岡
か
ら
上

京
し
、
都
会
生
活
を
謳
歌
し
た
早
夜
が
若
か
り

し
頃
の
恋
愛
を
思
い
出
し
な
が
ら
西
巣
鴨
で

粛
々
と
日
々
を
送
る
一
方
で
、
雑
司
が
谷
霊
園

の
す
ぐ
脇
に
あ
り
、「
三
階
の
ビ
ル
の
窓
か
ら

は
、
灰
色
の
土
筆
の
よ
う
に
突
き
で
て
い
る
墓

標
群
が
見
下
ろ
せ
る
。」＊
薫
陶
社
と
い
う
小
さ

な
出
版
社
の
編
集
部
に
勤
め
る
彩
子
は
、『
戦

前
幻
想
絵
画
読
本
』
な
る
本
の
企
画
を
進
め
て

い
ま
す
。「
古
賀
春
江
や
東
郷
青
児
、
靉
光
、

古
沢
岩
美
、
福
沢
一
郎
ら
」＊
の
よ
う
に
戦
前

の
日
本
で
描
か
れ
た
幻
想
絵
画
の
情
報
収
集
に

難
航
し
て
い
た
矢
先
に
、
知
り
合
い
の
つ
て
で

幻
想
的
な
日
本
画
に
出
会
い
ま
す
。
描
か
れ
て

い
る
の
は
桜
が
舞
い
散
る
中
に
あ
る
窓
の
特
徴

的
な
家
や
恐
ろ
し
い
表
情
の
女
性
。
作
者
す
ら

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
妙
に
こ
の
日
本
画
に
惹

か
れ
、
な
ん
と
か
本
に
掲
載
し
よ
う
と
考
え
た

彩
子
は
、
調
べ
る
う
ち
に
「
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ

ス
」
の
存
在
を
知
り
、
ま
た
作
品
が
生
ま
れ
た

秘
密
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。

『
桜
雨
』
の
中
で
セ
リ
フ
を
持
つ
登
場
人
物

は
（
お
そ
ら
く
）
架
空
の
人
物
で
あ
り
、
男
女

の
愛
憎
劇
が
主
題
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
り

ま
す
が
、
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
史
実
を
中
心

に
し
た
、
大
塚
駅
前
の
に
ぎ
わ
い
、
ア
ト
リ
エ

村
な
ど
戦
前
か
ら
戦
中
の
豊
島
区
の
様
子
や
、

藤
田
嗣
治
ら
当
時
実
在
し
た
画
家
の
名
前
、
二

科
、帝
展
と
い
っ
た
日
本
美
術
の
画
壇
の
潮
流
、

ま
た
作
品
執
筆
時
の
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
池

袋
の
街
の
描
写
が
演
出
と
し
て
随
所
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。
テ
ー
マ
ご
と
に
該
当
箇
所
を

拾
っ
て
い
く
の
も
、
地
理
や
歴
史
を
知
る
人
に

は
変
わ
っ
た
楽
し
み
と
な
る
で
し
ょ
う
。
豊
島

区
を
舞
台
に
す
る
作
中
に
は
、
実
在
の
地
名
や

ス
ポ
ッ
ト
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
と
げ
ぬ
き
地

蔵
で
有
名
な
巣
鴨
の
高
岩
寺
や
大
塚
の
天
祖
神

社
を
は
じ
め
と
し
た
寺
社
、
雑
司
が
谷
や
染
井

霊
園
、
彩
子
と
早
夜
の
住
ま
い
の
あ
る
西
巣
鴨

の
折
戸
通
り
、
巣
鴨
新
田
、
椎
名
町
の
駅
、
な

ど
な
ど
、
読
了
後
に
地
図
を
片
手
に
ロ
ケ
地
巡

り
を
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
実
は
、
彩
子
が
画
家
と
作
品
の
調
査
を
す

る
な
か
で
、
豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
も
登
場
し

て
い
ま
す
。

筆
者
は
、
彩
子
と
早
夜
そ
れ
ぞ
れ
の
過
去
の

回
想
と
現
在
が
折
り
た
た
ま
れ
な
が
ら
、
結
末

に
向
か
う
に
つ
れ
増
し
て
い
く
疾
走
感
に
小
気

味
良
い
読
了
と
な
り
ま
し
た
が
、
他
に
読
ま
れ

た
方
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
本
稿
で

は
ネ
タ
バ
レ
し
な
い
よ
う
に
紹
介
す
る
の
も
難

儀
で
し
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
感
想
を
共
有
し
て

み
た
い
も
の
で
す
。

彩
子
と
早
夜
、
美
砂
江
が
利
用
す
る
折
戸
通
り
と
巣

鴨
地
蔵
通
商
店
街
は
庚
申
塚
交
差
点
が
起
点
と
な
っ

て
い
ま
す
。（
撮
影
：
二
〇
二
三
年
二
月
二
五
日
、筆
者
）

（
美
術　

堀
口　

麗
）

＊
『
桜
雨
』
よ
り
引
用
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前
編
（
一
四
四
号
）
で
挙
げ
た
共
通
の
特
徴

か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
虫
は
ト
ビ
ケ
ラ
の
一
種

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ト
ビ
ケ
ラ
は
川
辺

な
ど
に
生
息
す
る
虫
で
、
成
虫
は
翅は
ね

に
細
か
い

毛
が
生
え
た
蛾が

の
よ
う
な
見
た
目
で
す
。
そ
の

幼
虫
は
カ
ゲ
ロ
ウ
や
カ
ワ
ゲ
ラ
の
幼
虫
と
並
ぶ

代
表
的
な
水
生
昆
虫
で
、
体
長
は
一
㎝
に
満
た

な
い
も
の
か
ら
、
七
㎝
ほ
ど
に
な
る
も
の
も
い

ま
す
（
図
４
）。
ト
ビ
ケ
ラ
の
多
く
の
種
は
、

幼
虫
が
口
か
ら
吐
き
出
す
糸
で
水
中
に
あ
る
植

物
の
破
片
・
木
片
・
砂
な
ど
の
素
材
を
つ
づ
り

あ
わ
せ
、
ミ
ノ
ム
シ
の
よ
う
に
巣
を
つ
く
り
ま

す
。
巣
の
素
材
や
形
状
は
種
ご
と
に
様
々
で
、

餌
を
取
る
た
め
の
網
を
張
る
も
の
（
ヒ
ゲ
ナ
ガ

カ
ワ
ト
ビ
ケ
ラ
科
な
ど
）、
巣
を
担
い
で
移
動

す
る
も
の
（
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ト
ビ
ケ
ラ
科
な
ど
）、

巣
を
つ
く
ら
ず
歩
き
ま
わ
る
も
の
（
ナ
ガ
レ
ト

ビ
ケ
ラ
科
）
も
い
ま
す
。

ヒ
ゲ
ナ
ガ
カ
ワ
ト
ビ
ケ
ラ
の
幼
虫
は
、
川
の

釣
り
人
に
は
ク
ロ
カ
ワ
ム
シ
の
名
で
釣
り
餌
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
長
野
県
の
天
竜

川
で
冬
に
採
取
さ
れ
、
ザ
ザ
ム
シ
と
い
っ
て
食

用
に
流
通
し
て
い
る
の
は
、
現
在
は
ヒ
ゲ
ナ
ガ

カ
ワ
ト
ビ
ケ
ラ
の
幼
虫
が
主
体
で
す
。

ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ト
ビ
ケ
ラ
の
幼
虫
は
一
㎝
前
後

の
大
き
さ
で
、
小
砂
粒
を
円
筒
形
に
ま
と
い
、

そ
の
両
サ
イ
ド
に
は
や
や
大
型
の
石
を
三
対
ほ

ど
つ
け
た
巣
を
つ
く
り
ま
す
（
図
５
）。
蛹さ
な
ぎ

に

な
る
と
き
に
は
さ
ら
に
上
下
へ
も
う
一
つ
ず
つ

石
を
つ
け
ま
す
。
こ
の
姿
が
エ
ビ
ス
や
大
黒
の

像
を
想
起
さ
せ
た
よ
う
で
す
。
山
口
県
岩
国
市

の
錦き
ん
た
い
き
ょ
う

帯
橋
付
近
で
は
江
戸
時
代
後
期
に
「
人
形

石
」
と
呼
ん
で
土
産
あ
る
い
は
郷
土
玩
具
と
し

て
お
り
、
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ト
ビ
ケ
ラ
と
い
う
和
名

も
こ
れ
に
由
来
し
ま
す
。

ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ト
ビ
ケ
ラ
の
仲
間
の
幼
虫
は
、

大
き
な
湖
の
沿
岸
に
生
息
す
る
種
も
い
ま
す

が
、
渓
流
や
細
流
に
生
息
す
る
種
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ト
ビ
ケ
ラ
の
よ
う
に
砂
や

石
で
巣
を
つ
く
る
場
合
、
巣
へ
の
水
の
流
入
が

妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
砂
利
採
取
に

よ
っ
て
細
泥
が
流
出
し
て
い
る
川
な
ど
、
に

ご
っ
た
水
を
嫌
い
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
水
が

き
れ
い
な
と
こ
ろ
を
好
む
蛍
の
名
所
と
し
て
知

ら
れ
た
面
影
橋
近
く
の
高
田
總そ
う
ち
ん
じ
ゅ

鎭
守
氷
川
神
社

や
、
水
が
湧
い
て
い
た
と
い
う
上
高
田
氷
川
神

社
は
、
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ト
ビ
ケ
ラ
が
生
息
す
る
環

境
条
件
に
適
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
『
雲う
ん

根こ
ん

志し

』
で
は
「
石せ

き

蠶さ
ん

に
当
誤

り
也
」
と
し
て
「
夷え
び
す

大
黒
砂
」
と
は
区
別
し
て

い
ま
す
が
、「
石
蠶
」
は
大
黒
虫
の
別
名
で
あ
っ

た
よ
う
で
、
平
賀
源
内
が
著
し
た
博
物
学
書

『
物ぶ
つ

類る
い

品ひ
ん

隲し
つ

』（
一
七
六
三
）
に
は
虫
部
「
石
蠶
」

の
項
に
「
和
名
ダ
イ
コ
ク
ム
シ
」
と
あ
り
ま
す
。

本
草
家
小
野
蘭
山
の
『
本ほ
ん

草ぞ
う

綱こ
う

目も
く

啓け
い

蒙も
う

』（
一

八
〇
三
）
に
は
「
イ
サ
ゴ
ム
シ
」
な
ど
の
異
名

や
地
方
名
を
紹
介
し
な
が
ら
「
流
水
中
石
上
ノ

蟲
ナ
リ
」「
漁
人
取
テ
釣
餌
ト
ス
」「
一
種
細
砂

ヲ
綴
リ
テ
小
窠
ヲ
ナ
シ
上
ノ
左
右
ニ
粗
砂
各
一

塊
ヲ
綴
テ
兩
袖
ノ
如
シ
下
ノ
左
右
ニ
モ
各
一
塊

ヲ
綴
リ
テ
米
包
ヲ
並
ブ
ル
ガ
如
シ
頭
ニ
小
砂
一

塊
ヲ
戴
キ
テ
石
ニ
附
其
形
世
祀
ル
ト
コ
ロ
ノ
大

黒
天
ノ
形
ノ
如
シ
コ
レ
ヲ
大
黒
ム
シ
ト
呼
」「
諸

国
清
流
ニ
ハ
皆
ア
リ
」と
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

こ
の
類
の
虫
に
つ
い
て
、「
以
上
皆
石
蠶
類
ナ

リ
」
と
い
い
、
石
部
に
あ
る
「
石ミ
ド
リ
イ
シ蠶

」（
蚕
や

芋
虫
の
よ
う
な
形
を
し
た
石
）
は
「
同
名
異
物

也
」
と
の
こ
と
で
す
。

前
編
の
図
１
が
ト
ビ
ケ
ラ
の
幼
虫
が
つ
く
っ

た
巣
で
あ
っ
た
と
し
て
、
図
２
・
３
は
何
で

し
ょ
う
か
。
図
２
は
ト
ビ
ケ
ラ
の
幼
虫
よ
り
も

カ
ワ
ゲ
ラ
や
カ
ゲ
ロ
ウ
の
幼
虫
に
よ
く
似
て
い

ま
す
。
同
じ
場
所
で
発
見
し
た
た
め
、
同
じ
生

物
と
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
図
３
は

水
中
に
い
る
と
い
う
の
に
、
左
右
両
側
の
中
肢

と
後
肢
の
間
に
未
熟
な
翅
の
よ
う
な
も
の
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
ト
ビ
ケ
ラ
は
完
全
変
態
と
呼

ば
れ
る
生
活
サ
イ
ク
ル
を
持
ち
、
蛹
の
段
階
を

経
て
羽
化
し
ま
す
。
大
黒
虫
の
正
体
を
考
察
し

て
み
ま
し
た
が
、不
明
な
点
が
残
っ
て
い
ま
す
。

手
が
か
り
が
あ
れ
ば
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

＊
岡
村
一
郎
、一
九
六
六
、「
え
び
す
虫
と
大
黒
虫
」、

『
続
川
越
歴
史
随
筆
』、
川
越
史
料
刊
行
会

＊
丸
山
博
紀
・
高
井
幹
夫
、
二
〇
一
六
、『
原
色
川

虫
図
鑑
〈
幼
虫
編
〉』、
全
国
農
村
教
育
協
会

＊
丸
山
博
紀
・
花
田
聡
子
、
二
〇
一
六
、『
原
色
川

虫
図
鑑
〈
成
虫
編
〉』、
全
国
農
村
教
育
協
会

＊
森
下
郁
子
、
一
九
七
八
、『
生
物
か
ら
み
た
日
本

の
河
川
』、
山
海
堂

（
郷
土　

鄧
君
龍
）

図４　トビケラの幼虫（体
長３㎝ほど）［2023 年１月
９日飯能河原にて撮影］

図５　ニンギョウトビケラ
の巣　［岩国石人形資料館
提供］

怪
虫〝
大
黒
虫
〟の
正
体
を
追
う　
〈
後
編
〉
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前
号
に
引
き
続
き
、
区
制
九
〇
周
年
特
別
展

「
第
二
章　

戦
中
・
戦
後
の
区
民
の
暮
ら
し
」

の
展
示
か
ら
資
料
を
抜
粋
し
て
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。
前
編
は
一
四
四
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

焼
け
跡
か
ら
の
出
発

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
空
襲
に
よ
り
区

全
体
の
七
割
が
焼
失
し
た
豊
島
区
は
少
し
ず
つ

復
興
へ
の
道
を
歩
み
始
め
ま
す
。

「
焼
け
跡
か
ら
の
出
発
」
の
展
示
で
は
、
配

給
切
符
、
陶
製
で
作
ら
れ
た
代
用
品
を
展
示
し

て
い
ま
す
。
戦
時
中
、
国
に
よ
る
物
資
の
統
制

に
よ
り
、
人
々
は
自
由
に
買
い
物
を
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
ず
、
終
戦
後
も
し
ば
ら
く
の
間
は
配

給
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

食
料
品
だ
け
で
な
く
、
衣
服
も
統
制
の
対
象

と
さ
れ
、
一
人
に
つ
き
一
〇
〇
点
分（
一
年
分
）

の
衣
料
切
符
が
配
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

品
物
ご
と
に
点
数
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
代

金
と
必
要
枚
数
の
切
符
を
引
き
換
え
る
こ
と

で
、
購
入
が
可
能
で
し
た
。

写
真
①
は
三
越
百
貨
店
が
作
成
し
た
チ
ラ
シ

で
、
一
目
で
必
要
な
切
符
の
点
数
が
分
か
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

池
袋
ヤ
ミ
市

「
池
袋
ヤ
ミ
市
」
の
展
示
で
は
、
池
袋
駅
東

口
に
あ
っ
た
ヤ
ミ
市
の
一
部
を
模
型
で
再
現
し

て
い
ま
す
（
写
真
②
）。
露
店
以
外
に
も
、
大

き
な
広
告
板
を
体
の
前
後
に
挟
ん
だ
「
サ
ン
ド

イ
ッ
チ
マ
ン
」
や
炭
を
燃
や
し
た
ガ
ス
を
動
力

源
に
し
て
い
た
「
木
炭
バ
ス
」
な
ど
、
当
時
の

世
相
を
反
映
し
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

豊
島
区
で
は
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
、

池
袋
駅
東
口
に
連
鎖
商
店
街
「
森
田
組
東
口

マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
開
設
し
、
最
盛
期
に
は
一
三

も
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

池
袋
駅
周
辺
の
ヤ
ミ
市
は
東
京
都
に
よ
る

戦
後
復
興
の
区
画
整
理
事
業
の
対
象
と
な
り
、

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
、
池
袋
駅
西
口
の

森
田
組
西
口
マ
ー
ケ
ッ
ト
立
ち
退
き
を
最
後
に

ヤ
ミ
市
の
姿
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
戦
後
の
ヤ

ミ
市
の
発
達
は
、
そ
の
後
の
豊
島
区
発
展
の
原

動
力
と
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
「
第
二
章　

戦
中
・
戦
後
の
く
ら

し
」
の
展
示
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
も
世
界
で
は
局
地

的
な
戦
争
が
度
々
起
こ
っ
て
お
り
、
現
在
も
ロ

シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
国
際
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

戦
争
を
経
験
し
た
世
代
が
減
少
し
て
い
く
な

か
、
展
示
を
通
し
て
そ
の
記
憶
を
後
世
に
伝
え

て
い
く
こ
と
が
戦
争
を
取
り
扱
う
博
物
館
の
使

命
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土　

清
水
健
太
）

【
参
考
】
豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
『
豊
島
区
立
郷
土
資
料

館
［
常
設
展
図
録
］』
一
九
八
四
年
、
豊
島
区
教
育
委
員

会
／
星
野
朗
・
松
平
誠
「
池
袋
『
や
み
市
』
の
実
態
─
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
戦
災
復
興
マ
ー
ケ
ッ
ト
─
」『
立
教

大
学
社
会
学
部
研
究
紀
要　

応
用
社
会
学
研
究
第
二
五

集
別
刷
』
一
九
八
四
年
、
立
教
大
学
社
会
学
部
研
究
室

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) 

かたりべ
No.145

・
2023年3月24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。

編

集

後

記

「
か
た
り
べ
」
一
四
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

前
号
に
引
き
続
き
、
今
号
も
特
別
展
「
豊
島
大

博
覧
会
」
の
紹
介
記
事
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
。

会
場
で
は
、
所
蔵
作
品
・
資
料
を
６
０
０
点
以
上

展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
度
で
は
全
部
見
終
わ
ら

な
い
方
が
何
度
も
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
暖
か
い
季
節
を
迎
え
ま
す
の
で
、
皆
様

の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
郷
土　

横
山
恵
美
）

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　

後
編 

①衣料切符早見表（清水富士夫氏寄贈）

②池袋駅東口のヤミ市を再現した模型


