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「
池
袋
学
」
と
は
、
歴
史
や
文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
か
ら
池
袋
を
考
え
る
た
め
、
東
京
芸
術
劇
場

と
立
教
大
学
の
連
携
に
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
公
開

講
座
で
す
。
本
講
座
は
五
月
の
春
季
か
ら
始
ま
っ
た

「
池
袋
学
」
秋
季
第
一
回
に
あ
た
り
、
池
袋
を
中
心

と
し
た
地
域
に
お
け
る
文
化
土
壌
と
〈
自
由
〉
の
関

わ
り
に
つ
い
て
、
渡
辺
憲
司
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

立
教
大
学
校
歌
「
栄
光
の
立
教
」
の
各
節
末
尾
は

「
自
由
の
学
府
」
で
す
。
こ
の
言
葉
に
は
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
大
学
が
そ

の
学
校
名
で
校
歌
を
締
め
く
く
る
な
か
、
立
教
大
学

が
あ
え
て
末
尾
を
「
自
由
の
学
府
」
で
結
ぶ
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。
本
講
演
は
、
こ
の
疑
問
に
端
を
発

し
、
池
袋
を
含
む
郊
外
に
お
け
る
歴
史
・
文
化
・
教

育
風
土
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
「
自
由
の
学
府
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
、
そ
れ
が
は
ら
む
可
能
性

に
つ
い
て
示
唆
す
る
も
の
で
し
た
。 

ま
ず
、
大
正
自
由
教
育
と
立
教
大
学
、
自
由
学
園

の
関
連
を
念
頭
に
お
き
、
明
治
維
新
以
降
に
農
村
部

が
発
展
し
、
郊
外
文
化
が
成
立
す
る
ま
で
を
お
話
し 

 

い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
治
維
新
以
降
、
参
勤
交
代
制

度
の
廃
止
に
伴
い
、
都
市
部
の
人
口
は
半
減
し
ま
し

た
。
一
方
池
袋
や
巣
鴨
、
雑
司
が
谷
と
い
っ
た
郊
外

は
安
定
し
た
人
口
構
成
で
、
住
宅
地
や
農
作
物
の
供

給
地
と
し
て
の
優
れ
た
環
境
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
都
市
部
で
は
人
口
回
復
と
同
時
に
衛
生
環

境
の
劣
悪
化
が
進
み
、
郊
外
へ
の
進
出
の
必
要
性
が

説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
時
代
概

観
に
加
え
、
幸
徳
秋
水
や
森
田
草
平
の
作
品
に
こ
れ

ら
の
変
化
が
象
徴
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
自
由
の
発
信
地
と
し
て
の
池
袋
周
辺
地
域

の
歴
史
を
、
渡
辺
先
生
独
自
の
年
表
で
た
ど
り
つ

つ
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
時
代
背
景

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
文
化
土
壌
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

明
治
末
期
に
お
い
て
、
明
治
女
学
校
や
滝
乃
川
学

園
が
巣
鴨
周
辺
へ
移
転
し
、
さ
ら
に
家
庭
学
校
も
創

設
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
逆
事
件
（
一
九
一
〇
年
）

と
い
う
政
治
的
弾
圧
が
起
こ
る
一
方
、
徳
富
蘆
花
は

旧
制
第
一
高
等
学
校
に
お
い
て
、
「
謀
叛
論
」
と
い

う
演
説
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
演
説
は
、
幸
徳
秋
水

ら
無
政
府
主
義
者
に
対
し
て
同
情
的
な
立
場
か
ら
、

当
時
の
日
本
の
政
治
体
制
を
批
判
す
る
も
の
で
し 

た
。
こ
の
よ
う
に
、
池
袋
と
そ
の
近
郊
と
い
う
郊
外

は
、
女
性
や
子
ど
も
な
ど
の
社
会
に
お
け
る
弱
者
の

た
め
の
教
育
の
場
、
お
よ
び
政
治
的
弾
圧
に
対
す
る

批
判
が
許
さ
れ
る
場
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。 

大
正
期
に
入
り
、
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
個
人
主

義
や
新
し
い
女
性
像
・
恋
愛
観
の
誕
生
、
吉
野
作
造

に
よ
る
非
立
憲
主
義
批
判
、
ロ
シ
ア
革
命
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
思
想
や
出
来
事
が
め
ま
ぐ
る
し
く
多
元

的
に
生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
流
れ

に
加
え
、
子
ど
も
の
自
主
的
な
学
び
を
尊
重
し
よ
う

と
す
る
大
正
自
由
教
育
を
背
景
に
、
道
徳
教
育
に
お

い
て
徳
目
を
画
一
的
に
教
授
す
る
こ
と
が
問
題
視

さ
れ
た
結
果
と
し
て
修
身
教
育
批
判
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
教
育
思
想
の
気
運
は
特
に

池
袋
周
辺
地
域
で
高
ま
り
、
成
蹊
学
校
、
自
由
学
園

や
文
化
学
園
と
い
っ
た
学
校
が
次
々
に
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
立
教
大
学
校

歌
「
栄
光
の
立
教
」
が
各
節
末
尾
に
「
自
由
の
学
府
」

を
付
け
加
え
成
立
し
た
の
で
す
。 

そ
の
後
、
日
本
は
軍
国
主
義
に
傾
き
、
教
育
に
お

い
て
も
軍
事
教
育
が
中
心
化
し
て
い
く
中
で
、
「
栄

光
の
立
教
」
は
歌
唱
を
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

日
本
が
全
国
的
に
戦
争
へ
と
一
元
化
さ
れ
て
い
く 
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風
潮
に
あ
り
な
が
ら
、
立
教
大
学
で
は
ラ
イ
フ
ス
ナ

イ
ダ
ー
主
教
が
演
説
の
中
で
「Pro D

eo et Patria

―
神
と
国
の
た
め
に
」
（
※
）
と
い
う
言
葉
を
残

し
ま
し
た
。
わ
が
国
が
軍
国
主
義
に
傾
倒
し
て
い
く

時
代
に
あ
っ
て
も
、
池
袋
を
含
む
郊
外
に
は
、
平
和

に
貢
献
す
る
〈
自
由
〉
が
あ
り
、
そ
の
〈
自
由
〉
に

基
づ
き
成
立
し
た
の
が
、
立
教
大
学
を
は
じ
め
と
す

る
自
由
教
育
で
あ
る
と
の
解
説
で
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
立
教
中
学
校
で
自
治
組
織
「
学
校
市
会
」
が
発

足
し
た
こ
と
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。 

戦
災
に
よ
り
、
立
教
大
学
と
旧
江
戸
川
乱
歩
邸
を

の
ぞ
き
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
池

袋
周
辺
地
域
は
、
戦
後
は
闇
市
と
し
て
発
展
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
否
定
的
に
捉
え
る
べ
き
こ
と

で
は
な
く
、
明
治
・
大
正
期
に
培
わ
れ
た
活
力
が
生

ん
だ
新
し
い
〈
自
由
〉
の
形
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ

と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

以
上
、
明
治
末
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
池
袋
を

中
心
と
し
た
郊
外
に
お
け
る
歴
史
に
つ
い
て
、
終
始

興
味
深
い
挿
話
を
交
え
つ
つ
、
〈
自
由
〉
と 

い
う
視
点
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

歴
史
は
都
市
部
の
発
展
や
衰
退
を
中
心
に
語
ら

れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
郊
外
に
お
い
て
発
展
し
た

文
化
や
そ
れ
を
培
っ
た
土
壌
に
も
ま
た
、
そ
の
時
代 

の
流
れ
は
確
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
無
視
し
て
一
国
の
過
去
や
現
在
、
未
来
を
語

る
こ
と
は
無
意
味
で
し
ょ
う
。
今
回
の
講
座
で
は
、

〈
自
由
〉
の
発
信
地
と
し
て
の
池
袋
周
辺
地
域
、
そ

し
て
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た
文
化
と
そ
の
活
力
の
可
能

性
に
つ
い
て
、
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

明
治
・
大
正
期
の
活
力
は
、
戦
後
闇
市
と
い
う
新

た
な
〈
自
由
〉
を
呼
び
、
戦
災
か
ら
の
復
興
を
可
能

に
し
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
在
に
至
る
ま
で
の

池
袋
周
辺
地
域
の
活
力
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
〈
自

由
〉
を
呼
び
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
の
で

し
ょ
う
か
。
我
々
一
人
一
人
が
、
「
自
由
の
学
府
」

と
い
う
言
葉
に
託
さ
れ
た
意
味
を
心
に
留
め
つ
つ
、

今
後
の
〈
池
袋
〉
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く

べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

※
現
在
立
教
大
学
で
は
、
「D

eo

＝
普
遍
的
な
る
真
理
を

探
究
し
、Patria
＝
私
た
ち
の
世
界
、
社
会
、
隣
人
の

た
め
に
」
と
捉
え
て
い
ま
す
。 

（
い
ず
み
や
さ
つ
き

文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博

士
課
程
後
期
課
程
一
年
次
） 


