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一
　「
池
袋
ヤ
ミ
市
」
の
常
設
展
に
つ
い
て

当
館
で
は
、
一
九
八
四
年
の
開
館
以
来
、
戦
後
池
袋
の
復
興
を
象

徴
す
る
「
池
袋
ヤ
ミ
市
」
を
常
設
展
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
き
た
。
開

館
当
初
か
ら
注
目
を
集
め
た
の
が
、
池
袋
駅
東
口
に
東
京
で
最
初
に

建
設
さ
れ
た
木
造
長
屋
式
連
鎖
商
店
街
「
森
田
組
東
口
マ
ー
ケ
ッ

ト
」
を
、
縮
尺
二
〇
分
一
で
再
現
し
た
精
巧
な
模
型
で
あ
る
。
当
時

こ
の
ヤ
ミ
市
に
は
二
八
一
軒
の
店
が
あ
り
、
半
数
強
が
飲
食
店
で

あ
っ
た
が
、
再
現
し
た
南
側
部
分
（
一
〇
三
軒
）
に
は
食
料
品
や
日

用
品
、
衣
料
品
な
ど
多
様
な
業
種
の
店
が
集
ま
り
、
活
気
あ
ふ
れ
る

ヤ
ミ
市
の
雰
囲
気
を
表
現
し
て
い
る
。

実
は
、
開
館
準
備
の
常
設
展
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
検
討
段
階
で
問

題
と
な
っ
た
の
が
「
ヤ
ミ
市
」
で
あ
っ
た
。
犯
罪
が
ら
み
で
暗
い
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
等
の
批
判
的
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
ヤ
ミ
市
に
み
ら

れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
戦
後
復
興
の
原
点
と
な
っ
た
こ
と
を
評
価
し
、

結
局
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
模
型
製
作
に
際
し
て
は
、
星
野

朗
氏
が
行
っ
た
連
鎖
商
店
街
の
実
態
調
査
報
告
に
基
づ
き
、
ヤ
ミ
市

全
盛
期
の
一
九
四
七
年
夏
を
想
定
し
て
店
の
業
種
を
定
め
、
立
教
大

学
松
平
誠
教
授
ら
に
よ
る
聞
き
取
り
等
の
実
態
調
査
は
店
の
造
作
や

店
内
の
様
子
の
再
現
に
活
か
さ
れ
た
。
ま
た
人
の
雑
踏
が
な
い
と
街

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
賑
わ
い
が
表
現
で
き
な
い
こ
と
か
ら
二
百
人
余
り

の
人
物
を
配
置
し
、
真
夏
の
昼
下
が
り
か
ら
夕
刻
に
か
け
て
の
太
陽

光
の
変
化
を
照
明
で
演
出
す
る
こ
と
で
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
リ
ア
ル

な
模
型
が
完
成
し
た
。
す
で
に
戦
後
四
〇
年
近
く
が
経
過
し
、
ヤ
ミ

市
の
細
部
を
忠
実
に
再
現
す
る
に
は
多
く
の
課
題
や
困
難
に
直
面
し

た
が
、
関
係
者
の
努
力
と
多
く
の
方
々
の
協
力
に
よ
り
ヤ
ミ
市
模
型

秋
の
収
蔵
資
料
展
「
池
袋
ヤ
ミ
市
と
戦
後
の
復
興
」
に
つ
い
て

横

山

恵

美

豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
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が
実
現
し
た
の
で
あ
る
 1
。

こ
の
展
示
の
意
義
は
、
松
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

「
敗
戦
の
「
恥
部
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
」、「
戦
後
の
混
乱

し
た
社
会
生
活
を
反
映
す
る
反
秩
序
の
無
法
地
帯
」、「
暗
く
汚
れ
た

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
」
存
在
で
あ
っ
た
闇
市

0

0

を
、「
日
本
経
済
発
展

の
活
力
の
源
泉
」
で
あ
り
、「
権
力
的
な
意
味
で
の
「
公
正
」「
公
共
」

「
公
定
」
に
対
立
す
る
庶
民
の
実
生
活
が
生
き
生
き
と
実
現
さ
れ
る

場
」、「
積
極
的
で
明
る
い
存
在
」
と
し
て
ヤ
ミ
市

0

0

0

を
再
評
価
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
 2
。
歴
史
的
評
価
の
定
ま
ら
な
い
戦
後
史
を
常
設
展
で

取
り
上
げ
る
公
立
博
物
館
が
少
な
か
っ
た
当
時
、「
ヤ
ミ
市
」
の
再
評

価
を
試
み
た
展
示
は
画
期
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

今
回
の
「
戦
後
池
袋
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
玉
展
示
の
一
つ
が
、

こ
の
ヤ
ミ
市
模
型
で
あ
っ
た
。
見
学
者
か
ら
は
「
ヤ
ミ
市
再
現
の
模

型
が
素
晴
ら
し
い
。
当
時
の
人
々
の
話
し
声
、
息
づ
か
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
か
の
よ
う
だ
」（
四
〇
代
）、「
建
物
の
細
か
い
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル

や
商
売
の
様
子
も
よ
く
わ
か
っ
た
」（
五
〇
代
）
な
ど
好
評
で
、
開
館

後
三
一
年
を
経
て
も
な
お
、
ヤ
ミ
市
模
型
の
魅
力
は
変
わ
ら
な
い
こ

と
を
再
確
認
す
る
機
会
と
な
っ
た
。

二
　
収
蔵
資
料
展
の
ね
ら
い
と
内
容

メ
イ
ン
会
場
の
東
京
芸
術
劇
場
で
は
、
ヤ
ミ
市
時
代
の
世
相
や
文

化
を
、
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
、
カ
ス
ト
リ
雑
誌
や
映
像
を
通
し
て
総
合

的
に
紹
介
す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
館
で
は
、
寄
贈
さ
れ

た
戦
中
・
戦
後
の
生
活
資
料
を
中
心
に
展
示
を
構
成
し
、
約
八
〇
点

の
遺
さ
れ
た
「
モ
ノ
」
を
通
し
て
ヤ
ミ
市
時
代
の
区
民
の
く
ら
し
を

見
つ
め
な
お
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
。
あ
わ
せ
て
ヤ
ミ
市
撤
去
後

の
池
袋
の
街
の
変
遷
を
約
四
〇
点
の
写
真
で
た
ど
る
こ
と
に
し
た
。

①
焼
け
跡
か
ら
の
復
興
　
　
な
ぜ
ヤ
ミ
市
が
生
れ
た
の
か
、
そ
の
前

提
と
な
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
は
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
て
日
本
の

敗
戦
で
終
わ
っ
た
が
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
一
一
回
に
及
ぶ
空
襲

で
一
面
焼
け
野
原
と
な
っ
た
区
内
の
様
子
を
米
軍
撮
影
の
空
中
写
真

等
で
紹
介
し
、
戦
争
の
悲
惨
さ
と
脅
威
を
再
確
認
す
る
導
入
展
示
と

し
た
。
当
時
、
罹
災
者
や
引
揚
者
が
ヤ
ミ
市
に
住
み
込
ん
で
商
売
を

始
め
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
展
示
で
は
罹
災
証
明

書
を
通
し
て
、
区
内
で
三
度
の
空
襲
に
遭
い
焼
け
出
さ
れ
た
夫
婦

が
、
戦
後
池
袋
駅
東
口
の
ヤ
ミ
市
で
電
気
店
を
開
き
、
さ
ら
に
西
口

に
も
出
店
し
た
事
例
を
紹
介
し
た
。

②
戦
後
の
く
ら
し
と
ヤ
ミ
市
　
　
池
袋
ヤ
ミ
市
が
当
時
と
し
て
は
か

な
り
計
画
的
に
建
設
さ
れ
、
短
期
間
で
大
規
模
に
成
長
し
た
要
因

と
、
多
種
多
様
な
業
種
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
、
空
中
写
真
と
ヤ

ミ
市
分
布
図
、
業
種
別
グ
ラ
フ
、
ヤ
ミ
値
と
基
準
価
格
の
比
較
表
、

関
連
年
表
を
通
し
て
わ
か
り
や
す
く
図
解
し
た
。
あ
わ
せ
て
ヤ
ミ
市
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の
看
板
と
半
纏
、
買
出
し
用
の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
と
弁
当
箱
、
ヤ
ミ

市
で
買
っ
た
ア
ル
ミ
鍋
と
草
履
な
ど
関
連
資
料
を
展
示
し
た
。

ま
た
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
画
家
の
作
品
も
特
別
出
品
し
た
。
高

山
良
策
の
「
池
袋
駅
東
口
」
は
、
戦
後
二
年
目
の
ヤ
ミ
市
全
盛
期
の

解
放
感
溢
れ
る
池
袋
駅
東
口
の
光
景
を
生
き
生
き
と
描
写
す
る
。
一

方
、
鶴
田
吾
郎
の
「
池
袋
へ
の
道
」
は
、
敗
戦
か
ら
半
年
後
の
要
町

の
ア
ト
リ
エ
近
く
か
ら
池
袋
駅
西
口
に
広
が
る
焼
け
野
原
を
リ
ュ
ッ

ク
サ
ッ
ク
を
担
い
で
歩
く
人
々
の
姿
を
描
く
。
戦
後
の
食
糧
難
と
物

資
不
足
の
な
か
、
ヤ
ミ
市
の
買
出
し
で
命
を
つ
な
ぐ
人
々
の
苦
悩
と

疲
労
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
戦
後
の
明
と
暗
を
象
徴
す
る
注
目
す
べ

き
二
作
品
と
い
え
る
。【
写
真
上
】

③
戦
後
の
く
ら
し
―
統
制
・
配
給
時
代
の
生
活
資
料
―
　
　
戦
後
も

深
刻
な
住
宅
難
・
食
糧
難
と
激
し
い
イ
ン
フ
レ
が
続
き
、
人
々
は
農

村
へ
の
買
出
し
や
ヤ
ミ
市
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
窮
乏
生
活
が
続
い

た
が
、
そ
の
実
情
を
寄
贈
資
料
か
ら
見
つ
め
な
お
し
て
み
た
。
具
体

的
に
は
、
当
時
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
食
料
・
衣
類
・
生
活

用
品
・
燃
料
な
ど
の
様
々
な
配
給
切
符
や
米
穀
通
帳
、
預
金
封
鎖
関

係
資
料
、
再
生
品
の
特
集
記
事
が
載
っ
た
婦
人
雑
誌
の
ほ
か
、
戦
後

不
要
と
な
っ
た
軍
需
物
資
の
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
（
航
空
機
体
材
料
）
を

使
っ
た
パ
ン
焼
き
器
・
お
盆
・
ち
り
と
り
・
か
ん
ざ
し
、
落
下
傘
の

紐
で
組
ん
だ
羽
織
紐
や
帯
締
め
な
ど
を
展
示
し
た
。
ま
た
空
襲
で
焼

け
た
木
材
で
作
っ
た
張
板
と
桐
の
木
で
作
っ
た
火
鉢
に
込
め
ら
れ
た

被
災
者
の
想
い
や
、
苦
労
し
て
入
手
し
た
ミ
シ
ン
で
ト
ン
ビ
（
男
物

和
装
用
コ
ー
ト
）
を
女
性
用
オ
ー
バ
ー
に
再
製
し
た
戦
後
の
洋
裁

ブ
ー
ム
を
反
映
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
紹
介
し
た
。【
写
真
下
】

④
写
真
で
た
ど
る
戦
後
池
袋
　
　
⑴
ヤ
ミ
市
撤
去
と
駅
前
整
備
（
東

口
）、
⑵
ヤ
ミ
市
撤
去
と
駅
前
整
備
（
西
口
）、
⑶
池
袋
東
西
交
通
問

題
、
⑷
デ
パ
ー
ト
ラ
ッ
シ
ュ
と
屋
上
遊
園
地
と
い
う
４
つ
の
テ
ー
マ

を
設
け
、
ヤ
ミ
市
撤
去
と
東
西
の
民
衆
駅
（
駅
ビ
ル
）
を
核
と
し
た

駅
前
整
備
の
様
子
、
そ
し
て
一
九
五
八
年
に
副
都
心
に
指
定
さ
れ
た
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池
袋
の
変
貌
を
写
真
を
通
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
写
真
の

選
定
過
程
で
ヤ
ミ
市
の
貴
重
な
写
真
が
数
点
確
認
さ
れ
、「
火
災
保

険
特
殊
地
図
」（
都
市
整
図
社
）
を
使
っ
て
撮
影
場
所
を
特
定
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
以
降
の
池
袋
の
変
遷
を

記
録
し
た
写
真
は
、
こ
れ
ま
で
区
民
等
か
ら
当
館
に
多
数
提
供
さ
れ

て
お
り
、
今
回
の
展
示
で
も
関
心
を
集
め
、「
昔
懐
か
し
い
写
真
が
多

く
あ
っ
た
」（
六
〇
代
）
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

今
回
展
示
し
た
戦
中
・
戦
後
の
代
用
品
や
転
用
品
は
、
統
制
の
撤

廃
に
よ
り
生
活
物
資
が
自
由
に
変
え
る
よ
う
に
な
る
と
ヤ
ミ
市
と
と

も
に
や
が
て
姿
を
消
し
、
人
々
の
記
憶
か
ら
忘
れ
去
れ
て
い
く
運
命

に
あ
る
。
ヤ
ミ
市
世
代
に
と
っ
て
は
戦
後
の
苦
労
と
懐
か
し
さ
を
感

じ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
に
は
単
な
る
使
い

古
さ
れ
た
道
具
に
し
か
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

資
料
は
、
戦
後
四
〇
年
か
ら
七
〇
年
近
く
捨
て
ず
に
家
で
大
切
に
遺

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
博
物
館
に
保
管
し
て
平
和
の
大
切
さ
を

伝
え
て
ほ
し
い
と
託
し
た
人
々
の
想
い
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
込
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
寄
贈
者
か
ら
の
聞
き
取
り
で
得
ら
れ

た
「
モ
ノ
」
に
ま
つ
わ
る
情
報
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
戦
後
の
く
ら
し

を
伝
え
る
貴
重
な
記
憶
で
あ
り
、
記
録
で
あ
る
。
戦
中
・
戦
後
の
資

料
は
粗
悪
な
材
質
が
多
く
年
々
劣
化
が
進
み
、
そ
の
保
存
対
策
は
急

務
と
な
っ
て
い
る
。
寄
贈
者
の
想
い
と
と
も
に
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

「
時
代
の
証
言
者
」
で
あ
る
資
料
を
永
く
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
、
郷
土
資
料
館
の
使
命
で
あ
り
責
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
　
展
示
を
終
え
て

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
期
中
の
来
館
者
は
、
九
日
間
で
一
、
〇

三
七
名
、
秋
の
収
蔵
資
料
展
（
一
一
月
二
九
日
ま
で
、
延
べ
六
二
日

間
）
で
は
四
、
六
一
九
名
と
通
常
の
収
蔵
資
料
展
と
比
べ
て
多
く
の

来
館
者
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
域
ぐ
る
み
の
イ
ベ
ン
ト
の
宣

伝
効
果
と
六
会
場
を
廵
る
回
遊
展
の
相
乗
効
果
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
見
学
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
み
る
と
、「
も
う
少
し
展
示
が
多
い
と

よ
い
」（
五
〇
代
）、「
当
時
の
く
ら
し
ぶ
り
が
良
く
わ
か
っ
た
」（
四

〇
代
）、「
思
っ
た
よ
り
充
実
し
た
内
容
で
よ
か
っ
た
。
戦
後
ヤ
ミ
市

企
画
の
他
の
展
示
と
合
せ
て
観
る
こ
と
で
よ
り
理
解
が
深
ま
っ
た
」

（
五
〇
代
）、「
他
区
の
も
の
と
は
趣
を
異
に
し
て
お
り
、
特
色
が
あ
っ

て
良
い
」（
五
〇
代
））、「
狭
い
な
が
ら
も
歯
ご
た
え
の
あ
る
展
示
お

も
し
ろ
か
っ
た
。
い
つ
も
郷
土
資
料
館
か
ら
は
独
自
の
気
骨
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
」（
二
〇
代
）
な
ど
概
ね
好
評
を
い
た
だ

い
た
。
ま
た
若
い
世
代
の
見
学
者
も
多
く
、「
池
袋
の
歴
史
を
知
る
こ

と
で
、
今
の
池
袋
の
こ
と
も
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
っ
た
」（
二
〇

代
）、「
西
口
・
東
口
で
の
微
妙
な
栄
え
方
、
ヤ
ミ
市
の
廃
れ
方
の
違

い
が
よ
く
わ
か
っ
た
」（
一
〇
代
）
な
ど
、
池
袋
の
戦
後
史
に
興
味
を
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も
つ
機
会
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
ヤ
ミ
市
世
代
か
ら
は
、「
戦
い
の
悲
し
み
を
思
い
出
し
、
む

ご
さ
を
伝
え
る
こ
と
は
大
切
だ
、
良
い
企
画
だ
と
思
う
」（
六
〇
代
）、

「
終
戦
時
の
展
示
資
料
は
な
つ
か
し
く
拝
見
し
た
。
す
べ
て
使
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
収
集
を
続
け
て
下
さ
い
。
他
に
思
い
出

し
た
も
の
、
鉄
カ
ブ
ト
で
作
っ
た
鍋
、
手
作
り
の
タ
バ
コ
巻
器
…
」

（
八
〇
代
）、「
大
変
興
味
と
感
慨
深
く
見
学
し
た
。
私
の
母
が
提
供
し

た
、
洋
裁
習
い
た
て
の
母
が
有
り
金
で
作
っ
た
オ
ー
バ
ー
が
展
示
し

て
あ
る
の
を
眺
め
て
当
時
を
改
め
て
振
り
返
り
、
想
い
を
新
た
に
し

た
。
池
袋
西
口
ヤ
ミ
市
等
感
慨
深
く
拝
見
し
た
。
こ
れ
か
ら
後
の
世

代
に
も
継
承
し
た
い
」（
八
〇
代
）
な
ど
、
自
身
の
人
生
と
重
ね
て
懐

か
し
く
思
い
出
す
人
が
多
か
っ
た
。
単
に
「
懐
か
し
さ
」
で
終
わ
ら

せ
る
の
で
は
な
く
、
戦
後
七
〇
年
を
振
り
返
り
、
改
め
て
戦
争
と
平

和
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
提
供
し
た
い
と
の
思
い
で
展
示
を
企
画

し
た
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
見
学
者
の
声
を
今
後
の
展
示
に
ど
う
活
か
し
、
次
の
世
代
に
繋

い
で
い
く
か
、
郷
土
資
料
館
の
役
割
は
重
い
と
感
じ
て
い
る
。

最
後
に
、
戦
後
池
袋
と
ヤ
ミ
市
を
検
証
す
る
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
終
え
て
、
当
館
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
ヤ
ミ
市
の
常
設

展
示
に
依
存
し
、
ヤ
ミ
市
の
調
査
研
究
を
進
め
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
反
省
と
課
題
が
残
っ
た
。
当
時
の
ヤ
ミ
市
を
知
る
世
代
は
年
々
減

少
し
、
ヤ
ミ
市
の
実
態
調
査
は
ま
す
ま
す
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
現

在
当
館
は
大
規
模
改
修
工
事
の
た
め
休
館
中
で
あ
る
が
、
二
〇
一
七

年
一
〇
月
予
定
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
、
関
連
資
料

や
写
真
の
収
集
を
進
め
る
と
と
も
に
、
戦
後
生
活
史
や
都
市
史
な
ど

の
最
新
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
地
域
の
視
点
に
立
っ
た

新
た
な
「
戦
後
池
袋
」
像
を
提
示
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

【
注
】

１
　
山
辺
昌
彦
「
郷
土
資
料
館
の
開
館
準
備
過
程
に
つ
い
て
」、
村
山
健
「
豊
島

区
立
郷
土
資
料
館
に
お
け
る
復
元
模
型
の
製
作
」
を
参
照
（
豊
島
区
立
郷
土
資

料
館
研
究
紀
要
『
生
活
と
文
化
』
第
一
号
、
一
九
八
五
年
所
収
）。

２
　
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
、
一
九
八
四
年
。

【
謝
辞
】「
戦
後
池
袋
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た

関
係
者
の
皆
様
に
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
当
館
の
展
示
は
①

～
③
を
筆
者
が
担
当
し
、
④
を
秋
山
伸
一
が
担
当
し
た
が
、
学
芸
ス
タ
ッ
フ
全

員
が
協
力
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
寄
贈
者
・
提
供
者
・
協
力
者
の

皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
学
芸
員
）


