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豊
島
区
内
に
は
保
存
し
な
が
ら
活
用
を
図
る〝
動
態
保
存
〞

を
行
っ
て
い
る
文
化
財
建
造
物
が
あ
る
。
都
指
定
有
形
文
化
財

の
旧
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
邸
（
豊
島
区
立
雑
司
が
谷
旧
宣
教
師
館
）

と
、
区
指
定
有
形
文
化
財
の
旧
鈴
木
家
住
宅
（
豊
島
区
立
鈴
木

信
太
郎
記
念
館
）、
そ
し
て
、
こ
の
２
館
の
先
を
行
く
ト
ッ
プ

ラ
ン
ナ
ー
が
重
要
文
化
財
自
由
学
園
明
日
館
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
文
化
財
建
造
物
で
は
、
建
物
と
人
と
の
関
わ
り
の
中

で
物
語
が
紡
ぎ
出
さ
れ
、
あ
る
時
は
図
書
を
通
じ
て
人
々
に
紹

介
さ
れ
る
。
旧
鈴
木
家
住
宅
の
稿
で
は
、
か
つ
て
の
主
と
深
く

関
わ
る
図
書
が
紹
介
さ
れ
、
旧
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
邸
の
稿
で
は
、

そ
の
建
物
の
保
存
に
奔
走
し
た
人
物
に
関
わ
る
図
書
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
建
物
の
文
化
財
と
し
て
の
魅
力

を
一
層
深
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
財
建
造

物
自
体
が
図
書
の
理
解
を
深
め
る
手
助
け
と
な
る
場
合
も
あ

る
。
自
由
学
園
明
日
館
の
稿
で
は
、設
計
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
・

ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
建
築
思
想
・
空
間
表
現
が
執
筆
者
の
愛
読

書
の
読
後
感
を
助
け
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ト
キ
ワ
荘
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
文
化
財
建
造
物

で
は
な
い
が
、
建
物
と
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
物
語
が
紡
ぎ
だ

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
今
風
に
言
え
ば
、
過
去
に
冥
界

へ
と
旅
立
っ
た
建
物
が
、
多
く
の
人
々
の
思
い
と
と
も
に
現
世

に
〝
転
生
〞
し
た
と
言
う
表
現
に
で
も
な
ろ
う
か
。
そ
の
稿
で

は
、
人
々
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
図
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
今

後
も
こ
の
施
設
で
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
新
た
な
物
語
が
、
新
し
い
文

化
と
し
て
発
信
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　

文
化
の
秋
・
読
書
の
秋
。
本
を
携
え
、
文
化
財
建
造
物
を
巡

る
に
は
絶
好
の
季
節
で
あ
る
。

特
集「
建
物
と
本
」に
寄
せ
て 

　
「
よ
り
よ
い
積
読
（
つ
ん
ど
く
）
を
！
」
と
い
う
文
章
を
書

い
た
と
こ
ろ
、
思
い
の
ほ
か
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。「
よ
く
ぞ

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
」「
本
は
読
ま
ず
に
積
め
ば
い
い
、
と
聞

い
て
、
安
心
し
ま
し
た
」
と
い
っ
た
声
が
続
々
と
返
っ
て
き
ま

し
た
。
皆
さ
ん
、
そ
ん
な
に
「
う
し
ろ
め
た
い
」
思
い
を
抱
え

な
が
ら
〝
積
読
〞
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
と
、
逆
に
驚
い
た

く
ら
い
で
す
。

　

そ
ん
な
話
を
書
い
た
の
は
、
永
田
希
さ
ん
の
『
積
読
こ
そ
が

完
全
な
読
書
術
で
あ
る
』（
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
）（

）
を
読

ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
現
代
人
は
「
情
報
の
濁
流
」

の
中
を
生
き
て
い
る
と
い
う
著
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
次

の
よ
う
に
概
説
し
ま
す
。

＜

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
メ
ー
ル
、
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
タ
ス
ク
、
観
た
い
け
ど
ま
だ
観
て
な
い
映
画
、
聴
き

た
い
け
ど
ま
だ
聴
い
て
い
な
い
音
楽
、
遊
び
た
い
け
ど
ま
だ

遊
ん
で
い
な
い
ゲ
ー
ム
（
い
わ
ゆ
る
「
積
み
ゲ
ー
」）、
学
び

た
い
言
語
、
興
味
の
あ
る
学
問
の
分
野
、
そ
し
て
、
読
み
た

い
け
れ
ど
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
本
。
現
代
人
は
、
こ
れ
ま
で

人
類
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
規
模
の
情
報
を
生
み
出
し
、

そ
れ
に
さ
ら
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
人
類
史
上
も
っ
と
も
情
報
を
「
積
む
」
人
々

が
無
数
に
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
す
。＞

　

言
い
換
え
れ
ば
、
積
読
は
い
ま
や
読
書
に
限
っ
た
話
で
は
な

く
、
ま
さ
に
こ
の
「
読
み
た
い
、
聴
き
た
い
、
遊
び
た
い
、
体
験

し
た
い
」
と
い
う
焦
り
ば
か
り
が
積
み
上
が
っ
て
い
く
状
況
そ

の
も
の
の
比
喩
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は「
情
報
の
濁
流
」

に
押
し
流
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
可
処
分
時

間
」
を
や
り
く
り
し
、
自
分
の
関
心
領
域
を
確
か
め
て
、
納
得

感
の
得
ら
れ
る
情
報
環
境
を
死
守
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
自
己
肯
定
感
の
も
て
る
情
報
環
境
の
構
築
で
す
。

本
で
い
え
ば
、「
斜
め
読
み
」
だ
ろ
う
と
未
読
だ
ろ
う
と
、
読

み
た
い
と
思
っ
た
本
を
好
き
な
よ
う
に
並
べ
る
こ
と
で
、
情
報

の
カ
オ
ス
に
対
抗
し
得
る
自
分
の
た
め
の
生
態
系
│
│
セ
ル
フ

メ
イ
ド
の
〝
積
読
環
境
〞
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
著
者

の
提
唱
す
る
〝
読
書
術
〞
で
す
。

　

そ
も
そ
も
「
積
読
」
に
負
い
目
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
完

全
な
読
書
」
と
い
う
幻
想
に
む
や
み
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。
ピ
エ
ー
ル
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
『
読
ん
で
い
な
い
本
に
つ

い
て
堂
々
と
語
る
方
法
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）（

）
が
述
べ
る

よ
う
に
、「
読
ん
だ
」
と
い
っ
て
も
内
容
を
忘
れ
て
い
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
逆
に
読
ま
な
く
て
も
、
そ
の
本
の
概
要
を
〝
耳
学
問
〞

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。「
既
読
」
と
「
未
読
」
の

区
別
は
、
そ
も
そ
も
曖
昧
だ
し
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。

　

バ
イ
ヤ
ー
ル
が
例
に
あ
げ
て
い
る
の
は
、
ム
ー
ジ
ル
の
小
説

『
特
性
の
な
い
男
』（

）
に
出
て
く
る
図
書
館
司
書
の
話
で
す
。

こ
の
司
書
は
、
書
名
と
目
次
以
外
、
一
切
本
は
読
み
ま
せ
ん
。

そ
の
代
わ
り
、
管
理
す
る
本
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
る

か
、本
を
め
ぐ
る「
大
き
な
文
脈
」「
全
体
の
見
晴
ら
し
」を
し
っ

か
り
頭
に
お
さ
め
て
い
る
と
語
り
ま
す
。
本
に
つ
い
て
の
本
で

あ
る
目
録
を
掌
握
し
、「
共
有
図
書
館
」
を
構
成
す
る
諸
要
素

の
関
係
性
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
を
読
ま
な
い
こ
と
は
読
書
の
欠
如
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
膨
大
な
書
物
の
海
に
呑
み
込
ま
れ

な
い
た
め
の
、
自
己
を
律
す
る
主
体
的
な
行
動
だ
と
い
う
わ
け

で
す
。
通
読
、
熟
読
、
完
読
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
自
ら
こ
う
あ

り
た
い
と
願
う
「
読
み
た
い
」
の
体
系
化
│
│
自
分
自
身
の
た

め
の
書
棚
を
つ
く
る
意
志
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
情
報
論

的
〝
転
回
〞
で
す
。

　

な
の
で
、「
う
し
ろ
め
た
さ
」
な
ど
感
じ
る
必
要
は
一
切
あ

り
ま
せ
ん
。
情
報
の
濁
流
に
圧
倒
さ
れ
て
、
自
己
放
棄
（
セ
ル

フ
ネ
グ
レ
ク
ト
）
す
る
こ
と
だ
け
を
避
け
る
べ
き
で
す
。
読
ま

な
く
て
い
い
か
ら
ど
ん
ど
ん
積
も
う
。
ほ
し
い
本
の
リ
ス
ト
を

作
る
だ
け
で
も
十
分
で
す
。
積
読
先
は
、
ク
ラ
ウ
ド
で
も
近
く

の
図
書
館
で
も
も
ち
ろ
ん
構
い
ま
せ
ん
。
な
ん
と
も
、
心
強
い

エ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！

積
読
環
境
の
構
築
を
！

ほ
ぼ
日
の
学
校
長
／
編
集
者　

河
野
　
通
和

こらこら

bo]

第
13
回

本
文
中
に
登
場
し
た

マ
ー
ク
が
付
い
て
い
る
本
は
区
内
図
書
館

に
所
蔵
が
あ
り
ま
す
。
貸
出
状
況
の
確
認
、
予
約
は
図
書
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
の
検
索
、
ま
た
は
お
電
話
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

『
積
読
こ
そ
が
完
全
な
読
書
術
で
あ
る
』
永
田
希
／
著

『
読
ん
で
い
な
い
本
に
つ
い
て
堂
々
と
語
る
方
法
』

 

ピ
エ
ー
ル
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
／
著
、
大
浦
康
介
／
訳

『
河
出
世
界
文
学
大
系
76
　
特
性
の
な
い
男
　
三
人
の
女
』

 

ム
シ
ル
／
著
、
加
藤
二
郎
ほ
か
／
訳
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新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
伴
う
非
常
事
態
宣
言
が
解
除

さ
れ
て
久
し
い
が
、
外
出
自
粛
期
間
中
、
自
宅
に
篭
っ

て
読
書
と
い
う
方
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
普
段

の
読
書
場
所
を
問
う
と
、
枕
元
、
通
勤
電
車
、
喫
茶
店

な
ど
、
お
気
に
入
り
の
場
所
が
挙
が
っ
て
く
る
。

　

自
由
学
園
明
日
館
は
、

豊
島
区
内
で
は
２
つ
し

か
な
い
国
の
重
要
文
化

財
指
定
を
受
け
た
建
造

物
の
一
つ
で
、
来
年

1
0
0
周
年
を
迎
え
る

自
由
学
園
の
元
校
舎
だ
。

四
半
世
紀
前
に
は
、
雨

天
時
に
は
建
物
の
中
で

も
傘
を
差
す
と
い
う
記

録
も
あ
る
く
ら
い
ボ
ロ

ボ
ロ
の
状
態
だ
っ
た
こ

の
建
物
は
、
多
く
の
方

の
努
力
で
こ
の
地
に
遺

る
こ
と
と
な
っ
た
。
平

成
9
年
に
は
重
要
文
化

財
指
定
を
受
け
、
そ
の

後
の
保
存
修
理
工
事
を

経
て
当
初
の
姿
に
蘇
っ

た
。
現
在
は
使
い
な
が

ら
の
保
存
、
い
わ
ゆ
る
、

動
態
保
存
を
実
践
し
、

建
物
見
学
の
ほ
か
、
結

婚
式
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
展
示
会
、
各
種
会
合
、
そ
し
て
、

主
催
の
公
開
講
座
の
開
講
と
建
物
を
率
先
し
て
活
用
し

て
い
る
。
設
計
者
は
、近
代
建
築
の
巨
匠
、フ
ラ
ン
ク・

ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
と
そ
の
高
弟
遠
藤
新
。
ラ
イ
ト
建
築

は
昨
年
母
国
ア
メ
リ
カ
で
世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
話
題

に
も
な
っ
た
。

　

自
由
学
園
創
立
者
で
あ
る
羽
仁
夫
妻
の
目
指
す
教
育

理
念
に
共
鳴
し
た
ラ
イ
ト
は
、「
簡
素
な
外
形
の
な
か

に
す
ぐ
れ
た
思
い
を
充
た
し
め
た
い
」
と
い
う
夫
妻
の

希
い
を
基
調
と
し
設
計
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
文
字
化
さ
れ
た

建
築
空
間
、
建
築
思
想

の
理
解
は
容
易
で
な
い

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

明
日
館
は
ラ
イ
ト
の
思

想
が
可
視
化
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
空

間
に
身
を
置
く
こ
と
が

ラ
イ
ト
の
思
想
そ
の
も

の
に
触
れ
る
機
会
と

な
っ
て
い
る
。

　

久
し
ぶ
り
に
「
陰
翳

礼
讃
」（
谷
崎
潤
一
郎　

中
央
公
論
新
社
）（

）

を
読
ん
で
み
た
。
文
章

で
空
間
を
理
解
す
る
に

は
毎
度
苦
労
す
る
。
し

か
し
、
明
日
館
で
表
現

さ
れ
て
い
る
高
低
明
暗

と
い
っ
た
ラ
イ
ト
の
空

間
表
現
は
、
僕
の
想
像

力
を
補
完
し
て
、「
陰
翳

礼
讃
」
を
理
解
す
る
た

め
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
い
た
。

　

こ
ん
な
空
間
で
大
正
時
代
に
女
学
生
が
学
ん
で
い
た

の
も
驚
き
だ
が
、
羽
仁
夫
妻
の
希
い
に
応
え
た
ラ
イ
ト

の
空
間
、1
0
0
年
前
と
同
じ
そ
の
空
間
で
、の
ん
び
り

珈
琲
を
飲
み
な
が
ら
読
書
も
で
き
る
今
に
感
謝
し
た
い
。

　

日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
黎れ

い

明め
い

期き

に
研

究
者
お
よ
び
教
育
者
と
し
て
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
文

学
者
・
鈴
木
信
太
郎
（
一
八
九
五
―
一
九
七
〇
）。

そ
の
旧
宅
を
改
修
・
整
備
し
、
二
〇
一
八
年
に
開
館

し
た
の
が
豊
島
区
立
鈴
木
信
太
郎
記
念
館
で
す
。
記

念
館
の
建
物
は
書
斎
棟
、
茶
の
間
・
ホ
ー
ル
棟
、
座

敷
棟
と
呼
ば
れ
る
三
棟
が
一
体
と
な
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
豊
島
区
指
定
有
形
文
化

財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
取

り
上
げ
る
の
は
、
信
太
郎
が
貴
重
な
本
を
蒐し

ゅ
う

集し
ゅ
う

・

保
管
す
る
た
め
に
建
設
し
た
書
斎
棟
で
す
。

　

書
斎
棟
は
、
一
九
二
八
年
に
書
斎
兼
書
庫
と
し
て

建
設
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
九
二
五
年
に
パ
リ
へ

留
学
し
た
信
太
郎
が
買
い
集
め
た
約
千
冊
の
稀き

覯こ
う

本ぼ
ん

が
船
火
事
に
よ
っ
て
全
て
焼
失
し
た
経
験
か
ら
、
二

度
と
本
を
火
で
失
わ
な
い
よ
う
に
当
時
の
個
人
住
宅

で
は
珍
し
い
最
先
端
の
耐
火
構
造
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
を
採
用
し
ま
す
。
入
口
に
は
鉄
製
の
防

火
扉
に
窓
に
は
防
火
戸
と
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
、
室
内

は
床
か
ら
天
井
ま
で
作
り
付
け
の
ガ
ラ
ス
戸
入
り
の

書
棚
が
立
ち
並
び
、
窓
の
欄
間
に
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
が
は
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
完
成
し
た
書
斎
に
再

び
蒐
集
し
た
本
が
収
ま
っ
て
い
き
ま
す
が
、
一
九
四

五
年
四
月
十
三
日
の
城
北
大
空
襲
で
鈴
木
家
も
罹
災

し
、
木
造
の
母
屋
は
全
焼
し
ま
す
。
し
か
し
、
書
斎

棟
一
階
は
焼
失
を
免
れ
、
本
を
火
か
ら
守
る
と
い
う

信
太
郎
の
本
懐
を
遂
げ
ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
今
日
に
残
る
蔵
書
は
、
信
太
郎
が
フ
ラ

ン
ス
か
ら
取
り
寄
せ
た
稀
覯
本
を
始
め
、
辞
書
類
、

知
人
・
友
人
か
ら
の
謹
呈
本
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、

総
数
は
一
万
五
千
冊
を
数
え
ま
す
。
信
太
郎
は
本
の

蒐
集
家
で
し
た
が
、
自
身
の
著
作
の
装
丁
に
も
非
常

に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ

ラ
ル
メ
の
代
表
作
『
半
獣
神
の
午
後
』（

）
の
翻

訳
版
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
初
版
本
の
装
丁
に
忠
実
に
倣

い
な
が
ら
さ
ら
に
上
質
の
紙
を
使
用
し
て
お
り
、
自

身
の
携
わ
っ
た
書
物
の
う
ち
、
最
も
気
に
入
っ
て
い

る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、当
館
で
は
、信
太
郎
が
辰
野
隆ゆ

た
か

と
共
訳
し
、

完
成
か
ら
百
年
を
迎
え
た
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
作

の
戯
曲
『
シ
ラ
ノ
・
ド
・
ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
ク
』（
）

に
関
す
る
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
時
間
あ
り
ま

し
た
ら
、
是
非
と
も
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

自
由
学
園
明
日
館
は
ラ
イ
ト
思
想
の
可
視
空
間

 

自
由
学
園
明
日
館　
副
館
長　

福ふ
く  

田だ　
　

  

竜り
ゅ
う

鈴木信太郎記念館　書斎棟内観

鈴木信太郎・辰野隆（訳）／
エドモン・ロスタン（作）
『シラノ・ド・ベルヂュラック』
（初版）、白水社、1922年

空
襲
か
ら
本
を
守
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
書
斎

 

豊
島
区
立
鈴
木
信
太
郎
記
念
館　

木き
の  

下し
た　

和か
ず  

也や

自由学園明日館　食堂

『陰翳礼讃』谷崎潤一郎／著

『マラルメ詞華集』ステファヌ・マラルメ／原著　野内良三／訳

『マラルメ詩と散文』ステファヌ・マラルメ／著　松室三郎／訳 『シラノ・ド・ベルジュラック』エドモン・ロスタン／作　辰野隆／訳　鈴木信太郎／訳

『マラルメ詩集』ステファヌ・マラルメ／著　加藤美雄／訳
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雑
司
が
谷
一
丁
目
、
閑
静
な
住
宅
街
に
た
た
ず
む
豊

島
区
立
雑
司
が
谷
旧
宣
教
師
館
は
、
平
成
元
年
の
開
館

か
ら
三
十
年
が
経
ち
ま
し
た
。
当
館
は
、
ア
メ
リ
カ
人

宣
教
師
J
・
M
・
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
（
一
八
六
一
―
一
九

五
三
）
の
私
邸
と
し
て
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
東
京
都
指
定
有
形
文
化

財
（
建
造
物
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
は
「
雑
司
ヶ
谷
幼
稚
園
」
を
立
ち
上

げ
る
な
ど
熱
心
に
布
教
活
動
を
行
い
ま
し
た
が
、
一
九

四
一
（
昭
和
十
六
）
年
、
戦
争
で
帰
国
を
余
儀
な
く
さ

れ
ま
す
。
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
、
持
ち
主
の
い

な
く
な
っ
た
宣
教
師
館
を
取
り
壊
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
を

建
設
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
る
と
、
地
元
住

民
は
反
対
運
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
同
時
期
、
日

本
建
築
学
会
が
明
治
時
代
の
建
物
が
老
朽
化
で
取
り
壊

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
て
保
存
運
動
を
行
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
運
動
開
始
か
ら
三
か
月
ほ
ど
で
保
存

が
決
定
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、当
館
が
ご
紹
介
す
る
本
は
、今
井
洋
子
著
『
雑

司
が
谷
物
語
　
聞
き
書
き
・
前
島
郁
子
ひ
と
筋
の
道
』

（
）。
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
前
島
郁
子
氏
の
人

生
を
、
本
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
交
え
て
記
録
し
た
本

で
す
。
雑
司
ヶ
谷
幼
稚
園
に
通
い
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
と
関

わ
り
が
あ
っ
た
前
島
氏
は
、
宣
教
師
館
を
残
し
た
い
と

思
い
な
が
ら
も
、
文
化
財
の
保
存
運
動

と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
知
ら
ず
、

ま
た
「
建
物
を
残
し
た
い
と
い
う
の
は

個
人
の
思
い
出
に
よ
る
も
の
で
、
わ
が

ま
ま
だ
か
ら
」
と
当
初
は
考
え
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
先
の
見
え
な
い
中
で

出
会
っ
た
東
京
芸
術
大
学
の
前
野
嶤

（
ま
さ
る
）
氏
に
背
中
を
押
さ
れ
て
、

保
存
運
動
を
開
始
。
多
く
の
人
と
助
け

合
い
、
つ
い
に
建
物
の
保
存
を
成
功

さ
せ
ま
す
。
前
野
氏
は
、
保
存
運
動
を

成
功
さ
せ
た
前
島
氏
に
東
京
駅
丸
の

内
口
駅
舎
の
建
て
替
え
の
話
を
し
、

は
か
ら
ず
も
二
件
の
文
化
財
保
存

運
動
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
当
初
は
保
存
運
動
を
た
め
ら
っ
て

い
た
前
島
氏
と
、
彼
女
と
共
に
行
動
を

起
こ
し
た
人
々
。
地
域
の
歴
史
を
愛

し
、
文
化
財
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
の

思
い
を
感
じ
ら
れ
る
一
冊
で
す
。

　
「
ト
キ
ワ
荘
」
は
か
つ
て
旧
椎
名
町
5
丁
目
（
現
南
長

崎
3
丁
目
16

－

6
）
に
あ
っ
た
、
モ
ル
タ
ル
二
階
建
て

の
木
造
ア
パ
ー
ト
で
す
。
1
9
5
2
年（
昭
和
27
）12
月

に
棟
上
げ
さ
れ
、
そ
の
30
年
後
の
1
9
8
2
年（
昭
和

57
）12
月
に
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
こ
の
建
物
が
多

く
の
人
の
注
目
を
集
め
る
の
は
、
一
時
期
複
数
の
マ
ン

ガ
家
が
居
住
し
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
が
、
普
通
の
ご

家
庭
も
入
居
す
る
、
当
時
と
し
て
は
ご
く
普
通
の
賃
貸

ア
パ
ー
ト
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　

2
0
2
0
年
7
月
7
日
に
開
館
を
迎
え
た
豊
島
区
立

ト
キ
ワ
荘
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
築
お
よ
そ
10
年

の
「
ト
キ
ワ
荘
」
の
様
子
を
再
現
し
た
建
物
に
な
っ
て

お
り
、
か
つ
て
椎
名
町
に
存
在
し
て
い
た
そ
の
姿
を
現

代
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

当
施
設
で
は
、
18
号
室
（
山
内
ジ
ョ
ー
ジ
）、
19
号

室
（
水
野
英
子
）、
20
号
室
（
よ
こ
た
と
く
お
）
で
マ

ン
ガ
家
の
住
ん
だ
部
屋
の
様
子
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
一
つ
、
各
部
屋
の
机
の
向
き
に
注
目
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
す
べ
て
の
作
業
机
が
窓
側
に
置
か
れ
て
い
る

事
が
わ
か
り
ま
す
。
ス
タ
ン
ド
ラ
イ
ト
等
は
既
に
あ
り

ま
し
た
が
、
窓
辺
の
明
る
い
場
所
が
、
マ
ン
ガ
家
が
仕

事
を
す
る
に
あ
た
っ
て
好
ま
れ
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。

　

当
施
設
は
北
向
き
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際

の
「
ト
キ
ワ
荘
」
は
東
を
向
く
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
東
を
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
14
号
室

が
あ
る
側
が
東
向
き
に
な
り
ま
す
。
普
通
の
木
造
ア

パ
ー
ト「
ト
キ
ワ
荘
」に
マ
ン
ガ
家
た
ち
が
集
ま
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
が
、
手
塚
治
虫
の
入
居
で
す
。
手
塚

は
14
号
室
に
居
住
し
て
い
ま
し
た
。
日
が
昇
っ
て
く
る

東
側
の
部
屋
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
制
作
を
続
け
る
マ
ン

ガ
家
に
と
っ
て
、
特
に
好
ま
し
い
場
所
で
あ
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
ト
キ
ワ
荘
」
が
こ
れ
ほ
ど
有
名
な
の
は
、
ゆ
か
り

の
あ
る
多
く
の
マ
ン
ガ
家
（
編
集
者
も
含
む
）
が
こ
こ

で
の
日
々
を
マ
ン
ガ
や
文
章
に
よ
っ
て
書
き
残
し
て
い

る
事
が
大
き
い
で
し
ょ
う（
注
１
）。
居
住
の
有
無
に
関

係
な
く
、
こ
こ
で
育
ま
れ
た
マ
ン
ガ
家
た
ち
の
交
流
は
、

ア
パ
ー
ト
を
出
た
後
も
長
く
続
き
ま
す
。「
ト
キ
ワ
荘
」

で
過
ご
し
た
時
間
が
、
ど
の
方
に
と
っ
て
も
大
切
な
ひ

と
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

（
注
１
）

手
塚
治
虫
と
十
一
人
「
ト
キ
ワ
荘
物
語
」（

）

　

翠
楊
社　

1
9
7
8
年（
1
9
8
3
年
に
新
版
が
発
行
）

手
塚
治
虫
＆
13
人
「
ト
キ
ワ
荘
青
春
物
語
」（

）

　

蝸
牛
社　

1
9
9
5
年　

ほ
か

　
「
ト
キ
ワ
荘
物
語
」
は
『
C
O
M
』（
虫
プ
ロ
商
事
）

に
お
い
て
1
9
6
9
年
か
ら
1
9
7
0
年
に
か
け
て
手

塚
治
虫
を
は
じ
め
と
し
た
マ
ン
ガ
家
に
よ
っ
て
執
筆
さ

れ
た
作
品
を
収
録
。
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
「
ト
キ
ワ
荘

青
春
物
語
」
は
そ
れ
ら
に
編
集
者
丸
山
昭
の
寄
稿
文
な

ど
を
加
え
、
再
出
版
さ
れ
た
も
の
。

雑
司
が
谷
旧
宣
教
師
館
と
地
元
住
民
の
保
存
運
動

 

豊
島
区
立
雑
司
が
谷
旧
宣
教
師
館　
学
芸
研
究
員　

小こ  

山や
ま　

勝か
つ  

美み

「
ト
キ
ワ
荘
」
の
面
影
を
追
っ
て

 

│
再
現
施
設
と
し
て
の
「
ト
キ
ワ
荘
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
│

 

豊
島
区
立
ト
キ
ワ
荘
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム　
学
芸
員　

幸ゆ
き  

田た　
美み  

聡さ
と

雑司が谷旧宣教師館　外観

マンガミュージアム二階常設展示室に設置されているジオラマ。
1963年（昭和38）の航空写真を元に、214分の1のスケールで
制作されています。

『雑司が谷物語－聞き書き・前島郁子ひと筋の道－』今井洋子／著

『まんがトキワ荘物語』手塚治虫 ほか／作 『トキワ荘青春物語』手塚治虫&13人／著



2020年（令和2年）11月発行 図書館通信　第57号　特集号I N F O R M A T I O N  f r o m  L I B R A R Y 4

編集後記

11　

月

開
館
時
間

1　

月

中央図書館
平　日　午前10時～午後10時
土日祝　午前10時～午後 6 時

日 月 火 水 木 金 土

◯は土日祝の開館時間　■は休館日

図
書
館
カ
レ
ン
ダ
ー

12　

月

駒込・上池袋・千早図書館
● 駒込・上池袋 ●

平　日　午前9時～午後8時
土日祝　午前9時～午後6時

● 千早 ●
平　日　午前9時～午後7時
土日祝　午前9時～午後6時

日 月 火 水 木 金 土

巣鴨・目白図書館
● 巣鴨 ●

平　日　午前9時～午後7時
土日祝　午前9時～午後6時

● 目白 ●
平　日　午前9時～午後8時
土日祝　午前9時～午後6時

日 月 火 水 木 金 土

※千早図書館は修繕工事のため、11月18日～22日の期間は休館となります。
※池袋図書館は修繕工事のため、2021年3月31日まで休館となります。休館のおしらせ

雑司が谷図書貸出コーナー
平　日　午前10時～午後7時
土日祝　午前10時～午後5時

日 月 火 水 木 金 土

『図書館通信』は豊島区公式ホームページに掲載しています。　https://www.city.toshima.lg.jp/bunka/shogai/toshokan/kankobutsu/index.html

●2024パリにつながる豊島区の文化を再発見しました！（坂）
●今回は特集号です！本と関わりの深い建物から文化を感じてみてください（小）
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山
内
ジ
ョ
ー
ジ
（
1
9
4
0
年
〜
）
は
手
塚
治

虫
の
影
響
を
受
け
マ
ン
ガ
を
描
き
始
め
、
18
歳
の

こ
ろ
宮
城
県
か
ら
上
京
、
同
郷
の
石
ノ
森
章
太
郎

や
、
赤
塚
不
二
夫
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
豊
島

区
の
ア
パ
ー
ト
・
ト
キ
ワ
荘
で
過
ご
し
ま
す
。
自

身
の
作
品
と
し
て
は
、
主
に
ギ
ャ
グ
マ
ン
ガ
を
執

筆
。「
総
務
部
総
務
課
山
口
六
平
太
」
で
知
ら
れ

る
マ
ン
ガ
家
・
高
井
研
一
郎
と
の
合
作
も
発
表
し

て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
前
後
の
イ
ラ
ス

ト
レ
ー
タ
ー
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
注
目
さ
れ
出
し
た

時
代
、
山
内
は
マ
ン
ガ
を
イ
ラ
ス
ト
で
表
現
す
る

「
文
字
絵
」
と
い
う
新
し
い
作
品
を
発
表
し
ま
す
。

初
期
に
制
作
し
た
の
は
ゴ
リ
ラ
を
頭
文
字
の〝
G
〞

に
当
て
は
め
た
も
の
で
し
た
。

　
そ
の
後
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
ひ
ら
が
な
・

漢
字
な
ど
を
自
在
に
操
り
「
よ
め
る
カ
ナ
」、「
動

物
ど
う
ぶ
つ
A
B
C
」
な
ど
絵
本
を
出
版
し
ま

す
。
教
科
書
に
も
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
動

物
と
文
字
の
組
み
合
わ
せ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　
日
本
で
精
力
的
に
活
躍
す
る
中
、
山
内
は
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
子
ど
も
た
ち
の
支
援
活
動
を
行
う

ペ
ン
・
セ
タ
リ
ン
氏
と
出
会
い
ま
す
。
彼
女
の
活

動
に
賛
同
し
、
子
ど
も
た
ち
の
識
字
率
の
向
上
の

た
め
に
、
イ
ラ
ス
ト
を
制
作
し
ま
す
。
そ
の
作
品

た
ち
は
ク
メ
ー
ル
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
一
覧

表
（
一
文
字
一
文
字
が
ヘ
ビ
や
サ
ル
な
ど
の
文
字

絵
）
や
、
学
習
帳
と
し
て
好
評
を
得
ま
し
た
。
そ

し
て
、
次
に
教
科
書
の
制
作
に
と
り
か
か
り
ま

す
。
教
科
書
に
は
、
物
語
、
世
界
の
歌
な
ど
と
と

も
に
、
挿
絵
が
ふ
ん
だ
ん
に
掲
載
さ
れ
、
知
識
を

与
え
る
だ
け
で
な
く
、
内
紛
が
続
い
て
い
た
現
地

の
子
ど
も
た
ち
を
明
る
い
気
持
ち
に
す
る
一
冊
が

完
成
し
ま
し
た
。

　
識
字
表
や
教
科
書
は
現
在
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
使

わ
れ
、
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
学
習
の
機
会
が

な
か
っ
た
成
人
女
性
の
た
め
の
就
業
支
援
に
も
活

用
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
マ
ン
ガ
な
ら
で
は
の
親

し
み
や
す
さ
と
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
山
内
の
イ
ラ
ス

ト
が
、
多
く
の
人
の
学
習
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
山
内
は
80
才
に
な
っ
た
今
も
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と

し
て
文
字
絵
制
作
に
取
り
組
み
、「
ア
ジ
ア
各
国

の
文
字
絵
作
品
を
作
り
た
い
」
と
話
し
ま
す
。
当

館
で
は
、
山
内
の
部
屋
を
再
現
展
示
す
る
と
と
も

に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
映
像
を
上
映
し
て
お
り
、
創

作
活
動
の
一
端
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

〈
マ
ン
ガ
と
文
字
と
国
際
貢
献
〉

山
内
ジ
ョ
ー
ジ
氏

マ
ン
ガ
か
ら
世
界
の
文
字
絵
へ
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識字教育の教材にもなっている山内氏の文字絵

　新型コロナウ
イルスの影響で、
図書館通信夏号
を休刊いたしま

した。読者の皆様に夏号をお届けすることができず、
申し訳ありませんでした。
　現在、図書館では、館内で行う事業の在り方を検討
しています。その中で、初の試みとして、豊島区公式
YouTubeチャンネル「としまななまるチャンネル」
を活用し、書評講座と特別講演会を配信しました。ま
た、おはなし会は、公園の活用など三密防止対策を講
じての再開を検討しています。

＊　　　＊　　　＊
　今年度の豊島区功労者表彰式が10月1日に行われ、
ひかり文庫の拡大写本製作に長年ご尽力いただいてい
る、髙松登美子さんが表彰されました。今年50周年を
迎えるひかり文庫をはじめ、図書館は多くのボランティ
アの皆様に支えられてサービスの充実を図ることがで
きています。髙松さん、そしてボランティアの皆様、
いつも本当に有難うございます。今まで通りの活動が
難しい状況が続いていますが、引き続きお力添えいた
だければ幸いです。

　青々と芝生が広がる“南池袋公園”のトイレ壁面に巣
箱の形をしたブックシェルフがあるのをご存じですか？
扉を開けると、“乳幼児から小学校低学年を対象にした
季節の絵本”が顔を出します。
　また、新しくオープンした“としまキッズパーク”の
中にも図書室があります。IKEBUSを監修した世界的な
工業デザイナー水戸岡鋭治氏がデザインしたこの公園
は、中央にはミニSL（IKEDEN）が走り、大好きな絵本
を手に取れる、小さな子どもたちの夢がかなう公園です。
真っ赤なカラー（池袋レッド）が印象的で可愛らしい図
書室にはリサイクル本（絵本や読み物など）がたくさん。
　是非、ふたつの公園でお気に入りの本を見つけてみて
はいかがですか？自然光の中で、お子さんと一緒に本を

読み、感じたことや考えたことを話し合ったりしても楽
しいと思います。

◇南池袋公園（南池袋2－21－1）
　 展示は開園時の午前10時から午後４時（降雨、降雪、
強風などの悪天候時は展示無し）。

◇としまキッズパーク（東池袋4－42）
　 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、当面
の間WEBでの事前予約制

　予約サイト▶
　　 https://www.toshima-kids-park-reservation.jp/

オンライン特別講演会
テーマ 「オリンピックと文学者」 配信中
　東京2020大会の開催を来年に控え、大会をより楽しむため
にオンライン特別講演会を全3回で配信中です。ご視聴は豊島
区公式YouTubeチャンネル 「としまななまるチャンネル」 から
ご覧ください。
講師　 富岡 幸一郎  氏 （鎌倉文学館館長）
内容　 第1回　スポーツと文学者
　　　第2回　幻の東京オリンピック1940
　　　第3回　東京オリンピックと三島由紀夫
 
●オンライン講演会の詳細は
　豊島区立図書館ホームページへ
　https://www.library.toshima.tokyo.jp/
　※第2回、第3回は11月中旬ごろ
　　配信予定。

【54】
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※ 駒込図書館は、平日は、午前８時
から資料の返却と、予約資料の受取
りができます。

ふたつの公園で、子ども向けの「本」が楽しめます。


