
2017

表
向
き
の
歴
史
よ
り
　
　
　

裏
の
庶
民
の
暮
ら
し
に
　
　

大
変
関
心
が
あ
る
ん
で
す
。

 

―
本
日
は
板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
の
展
示
品
を
見
な

が
ら
、
板
橋
区
の
歴
史
と
、
荒
俣
さ
ん
の
板
橋
の
思
い

出
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
荒
俣
さ
ん
は
昭
和

23
年
生
ま
れ
で
、
大
山
金
井
町
の
板
橋
第
七
小
学
校
に

通
っ
て
ら
し
た
ん
で
す
よ
ね
。

荒
俣　
え
え
。
近
所
に
は
活
版
印
刷
工
場
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
、
あ
ん
ま
り
面
白
い
ん
で
学
校
の
行
き
帰
り
に
よ

く
工
場
を
眺
め
て
い
ま
し
た
ね
。
う
ち
の
家
業
は
、
非
鉄

金
属
の
卸
売
り
な
ん
で
す
が
、
同
級
生
も
工
場
の
下
請
け

の
家
の
子
ど
も
が
多
く
て
、み
ん
な
中
学
を
卒
業
す
る
と

工
場
の
働
き
手
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
郷
土
資
料
館

に
あ
る
旧
田
中
家
の
よ
う
な
民
家
は
な
か
っ
た
け
れ
ど

…
…
。
そ
う
い
え
ば
遠
足
で
牛
の
乳
し
ぼ
り
を
体
験
し
ま

し
た
。
下
町
だ
っ
た
け
れ
ど
、田
舎
に
近
か
っ
た
ん
だ
よ
な
。

　
板
橋
区
っ
て
都
会
だ
け
れ
ど
も
、
田
舎
の
セ
ン
ス
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
が
や
や
近

い
ん
で
す
よ
。
田
舎
的
な
セ
ン
ス
が
あ
る
東
京
人
っ
て
少

な
い
か
ら
、
貴
重
な
存
在
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

区
長　
宿
場
の
時
代
か
ら
、
板
橋
は
江
戸
と
地
方
の
ち
ょ

う
ど
境
界
に
あ
っ
た
街
な
の
で
、
そ
の
感
覚
は
間
違
い
な

い
で
す
ね
（
笑
）。

荒
俣　
ち
ょ
う
ど
今
目
の
前
に
、
板
橋
区
史
が
あ
り
ま

す
ね
。
板
橋
区
史
は
、
な
ん
と
、
櫻
井
徳
太
郎
さ
ん
が
編

纂
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

区
長　
櫻
井
先
生
は
、
板
橋
区
に
住
ん
で
い
ら
し
た
ん
で
す
。

荒
俣　
そ
れ
で
こ
ん
な
立
派
な
シ
リ
ー
ズ
に
な
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。
櫻
井
徳
太
郎
さ
ん
は
当
時
の
人
気
民
俗

学
・
歴
史
学
者
で
す
よ
。
ち
ょ
っ
と
今
読
ん
で
み
ま
す
。

へ
え
、
板
橋
の
宿
に
、
ラ
ク
ダ
が
見
世
物
と
し
て
来
た
ら

し
い
で
す
よ
。
ほ
か
に
も
こ
ん
な
に
民
話
が
あ
る
。
こ

り
ゃ
面
白
い
。

区
長　
な
に
か
い
い
使
い
道
は
あ
り
ま
す
か
。

荒
俣　
昔
話
は
非
常
に
面
白
い
で
す
よ
。
板
橋
の
伝
説

や
民
話
を
、
小
学
生
が
語
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
で

す
ね
。
熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
な
っ
て
10
年
目
に
そ

う
い
っ
た
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
し
た
。
観
光
客
に
「
こ

れ
は
何
で
す
か
」
っ
て
聞
か
れ
た
と
き
に
、
小
学
生
で

も
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
、
知
事
の
ア
イ

デ
ア
で
始
め
た
そ
う
で
す
。
子
ど
も
た
ち
も
地
元
を
よ

く
理
解
で
き
ま
す
し
ね
。

区
長　
そ
れ
は
い
い
で
す
ね
。
実
は
、
櫻
井
先
生
の
研

究
資
料
を
板
橋
区
立
公
文
書
館
で
保
存
し
て
い
ま
す
。

荒
俣　
じ
ゃ
あ
原
資
料
も
残
っ
て
い
る
。
そ
り
ゃ
す
ご

い
。
そ
れ
を
掘
り
起
こ
し
て
、
街
の
物
語
み
た
い
な
も

の
が
つ
く
れ
る
と
面
白
い
。
板
橋
っ
て
庚
申
塔
も
い
っ

ぱ
い
あ
る
し
、
民
俗
学
を
や
る
な
ら
宝
庫
だ
と
思
い
ま

す
よ
。

区
長　
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
櫻
井
先
生
の
影
響
も

あ
っ
て
、
徳
丸
北
野
神
社
と
赤
塚
諏
訪
神
社
で
行
わ
れ

る
神
事
「
田
遊
び
」
も
比
較
的
早
く
文
化
財
に
な
り
ま

し
た
。

荒
俣　
こ
の
本
、
全
部
読
み
た
い
な
。
こ
こ
に
遊
郭
の

話
が
載
っ
て
い
ま
す
。
今
、
街
に
は
そ
ん
な
痕
跡
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
が
、
板
橋
に
は
遊
女
が

200
人
以
上
い
た
ら
し

い
。
最
近
の
人
た
ち
は
、
表
向
き
の
歴
史
よ
り
裏
の
庶
民

の
暮
ら
し
や
、
今
ま
で
表
に
出
な
か
っ
た
話
に
大
変
関
心

が
あ
る
ん
で
す
。
そ
こ
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
面
白
い
と

思
い
ま
す
よ
。

板
橋
区
で
は
、
今
後
の
10
年
を
見
据
え
た
観
光
方
針

「
板
橋
区
観
光
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
」の
策
定
に
向
け
、
検
討
を
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
幼
少
期
、
大
山
で
暮
ら
し
た
博
物
学
者
荒
俣
宏
氏
が

板
橋
の
歴
史
と
当
時
の
風
景
を
語
り
ま
す
。

荒
俣
氏
の
目
を
通
し
て
発
見
さ
れ
た
、
板
橋
の
魅
力
と
は
？

荒
俣 

宏

    

坂
本
区
長

歴
史
と
博
物
を
語
る

あ
ら
ま
た

 
 

 
 

 

ひ
ろ
し荒俣宏、

  板橋を語る！



板
橋
区
っ
て
、厚
生
施
設
の

集
積
地
な
ん
で
す
。

荒
俣　
何
と
い
っ
て
も
、
板
橋
区
が
注
目
さ
れ
た
の

は
近
代
に
な
っ
て
都
心
に
あ
っ
た
厚
生
施
設
が
移
転

し
て
き
た
こ
と
。
第
一
弾
は
、
明
治
7
年
の
養
育

院
の
移
転
。
渋
沢
栄
一
が
運
営
し
て
い
ま
し
た
。
子

ど
も
の
頃
、
渋
沢
栄
一
の
巨
大
な
銅
像
を
見
て
こ
の

お
じ
さ
ん
、
誰
？
っ
て
思
っ
て
い
ま
し
た
が
（
笑
）、

す
ご
い
人
な
ん
で
す
。
養
育
院
事
業
を
死
ぬ
ま
で

や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
私
が
ほ
か
の
区
よ
り
板

橋
区
に
住
ん
で
い
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
養
育
院
、

現
在
の
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
こ

と
。
板
橋
区
っ
て
、
厚
生
施
設
の
集
積
地
な
ん
で
す
。

豊
島
病
院
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
実
は
私
、
豊
島
病

院
で
命
を
救
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
4
歳
ご

ろ
疫
痢
に
か
か
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
貴
重
だ
っ
た

抗
生
物
質
を
処
方
し
て
も
ら
っ
て
助
か
っ
た
。
後
か

ら
知
っ
た
の
で
す
が
、
豊
島
病
院
は
養
育
院
と
非
常

に
関
係
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
や
老
人
の
救
済
事

業
も
手
が
け
る
専
門
病
院
だ
っ
た
ん
で
す
。

―
じ
ゃ
あ
、板
橋
区
に
は
最
先
端
医
療
が
そ
ろ
っ

て
い
た
。

荒
俣　
そ
う
。も
う
少
し
経
つ
と
近
所
に
日
大
（
板

橋
）
病
院
も
で
き
て
。

区
長　
最
後
に
帝
京
（
大
学
病
院
）
も
で
き
ま
し
た
。

実
は
板
橋
は
東
京
の
中
で
は
一
番
病
床
数
が
多
い
ん

で
す
よ
。

庶
民
的
だ
け
れ
ど
も
最
先
端
。

荒
俣　
例
え
ば
王
子
は
板
橋
と
同
じ
く
豊
島
地
区

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
徳
川
家
の
遊
び
場
だ
っ
た
と
い

う
、ひ
と
つ
の
地
域
的
な
集
積
が
あ
る
。で
も
板
橋
っ

て
、
そ
こ
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
を
将
軍
が
み
ん
な
板

橋
に
し
ち
ゃ
え
っ
て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
で
き
た
の
で

は
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
か
、
農
業
地
帯
と
工

業
地
帯
が
入
り
組
ん
で
い
る
。
練
馬
あ
た
り
の
人
た

ち
に
言
わ
せ
る
と
、
板
橋
区
役
所
あ
た
り
は
工
場
街

が
あ
る
か
ら
や
り
に
く
い
し
、
板
橋
の
人
か
ら
す
る

と
、
農
業
が
盛
ん
な
今
の
練
馬
地
域
は
、
よ
く
わ
か

ら
ん
地
域
で
あ
る
と
。
は
っ
き
り
と
ひ
と
括
り
に
は

で
き
な
い
。

区
長　
練
馬
区
は
も
と
も
と
板
橋
区
で
、
戦
後
分

割
し
ま
し
た
し
ね
。

荒
俣　
無
理
も
な
い
よ
ね
、
工
場
と
農
地
じ
ゃ
地
域

性
が
全
然
違
う
も
の
。
け
れ
ど
区
内
を
石
神
井
川
が

流
れ
て
い
る
。
石
神
井
川
流
域
に
沿
っ
て
考
え
る
と
、

板
橋
区
っ
て
違
っ
て
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

区
長　
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
板
橋
区
っ
て
不

思
議
と
、
都
心
に
向
か
っ
て
い
く
よ
う
な
方
向
性
が

強
い
ん
で
す
。
道
も
川
も
都
心
に
向
か
っ
て
流
れ
て

い
ま
す
し
、
昔
は
都
心
の
ほ
う
に
嫁
い
で
行
く
人
が

多
か
っ
た
ん
で
す
よ
（
笑
）。

荒
俣　
そ
う
い
え
ば
う
ち
の
お
じ
さ
ん
た
ち
も
、
田

舎
の
ほ
う
か
ら
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
て
い
た
な
あ
。

一
方
で
、
都
心
か
ら
や
っ
て
来
る
人
た
ち
も
い
る
。

う
ち
の
じ
い
さ
ん
た
ち
は
、
浅
草
の
住
民
で
し
た
が

板
橋
へ
や
っ
て
来
た
。
そ
ん
な
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い

い
た
か
ら
、
町
内
会
が
盛
ん
で
、
自
治
的
な
組
織
が

あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
名
主
さ
ま
が
い
る
よ
う
な
農
民

文
化
じ
ゃ
な
く
て
町
民
文
化
。
例
え
ば
、
板
橋
っ
て

ズ
ー
ズ
ー
弁
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
け
れ
ど
、
実
は

下
町
言
葉
を
使
っ
て
い
て
、
近
所
の
人
た
ち
は
子
ど

も
を
「
ナ
ン
ト
カ
坊
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
ヒ
ロ

シ
だ
っ
た
ら
ヒ
ロ
坊
と
言
う
よ
う
に
。

区
長　
そ
れ
は
神
田
や
浅
草
の
文
化
で
す
ね
。
町

民
文
化
が
飛
び
火
し
て
い
る
。

―
板
橋
は
そ
う
い
う
町
民
文
化
も
あ
り
つ
つ
農

村
も
あ
っ
て
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
る

訳
で
は
な
く
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る

ん
で
す
ね
。

荒
俣　
だ
か
ら
大
き
な
施
設
は
で
き
な
い
。
あ
っ

て
も
庶
民
の
た
め
の
病
院
と
軍
需
工
場
く
ら
い
。

そ
し
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
の
は
下
請
け
工
場
で
す

よ
ね
。
そ
れ
っ
て
た
く
さ
ん
の
人
が
出
入
り
し
て

い
た
宿
場
町
だ
っ
た
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
う
い
う
街
だ
か
ら
、
企
業
と
の
親
密
度
が

高
く
て
、「
エ
ス
ビ
ー
通
り
」
と
か
す
ぐ
名
前
が
つ

い
ち
ゃ
う
（
笑
）。

―
こ
れ
、
当
時
板
橋
区
に
あ
っ
た
エ
ス
ビ
ー
食

品
の
社
屋
の
写
真
な
ん
で
す
が
。

荒
俣　
面
白
い
。
国
会
議
事
堂
に
か
な
り
近
い
で
す

ね（
笑
）。
エ
ス
ビ
ー
通
り
っ
て
よ
く
行
っ
た
け
れ
ど
、

建
物
は
初
め
て
見
た
な
あ
。

―
よ
く
見
る
と
今
も
こ
の
社
屋
、
お
な
じ
み
の

「
赤
缶
カ
レ
ー
粉
」
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

荒
俣　

缶
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
国
会
議
事
堂

じ
ゃ
な
く
て
社
屋
の
ほ
う
だ
っ
た
の
か
（
笑
）
！
で

も
、
す
ご
い
ね
。
当
時
は
あ
や
か
る
こ
と
が
で
き
た

時
代
で
し
た
。

区
長　
気
概
を
感
じ
ま
す
よ
ね
（
笑
）。
ほ
か
に
も
た

く
さ
ん
企
業
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
タ
ニ
タ
と
か
ト

プ
コ
ン
と
か
。

荒
俣　

う
ち
の
近
く
に
も
酢
昆
布
な
ん
か
を
つ

く
っ
て
い
る
、
大
き
な
工
場
が
あ
り
ま
し
た
。
な
ん

て
名
前
だ
っ
た
か
な
…
…
。

区
長　
味
の
菊
一
。
菊
池
食
品
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

荒
俣　
そ
う
で
す
、
菊
池
食
品
！
そ
ば
を
通
る
と
、

す
っ
ぱ
い
に
お
い
が
し
て
、
お
な
か
が
ぎ
ゅ
ー
っ
と

鳴
っ
た
の
を
、
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

区
長　
こ
こ
で
つ
く
っ
た
「
の
し
す
る
め
」
は
日

本
橋
の
三
越
で
売
っ
て
い
た
そ
う
で
す
よ
。

荒
俣　
三
越
に
卸
し
て
い
た
な
ん
て
、
ブ
ラ
ン
ド

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
す
ご
い
な
あ
。
ほ
か
に
も
近
所

に
活
版
屋
が
多
か
っ
た
の
は
、
凸
版
印
刷
が
あ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
基
幹
産
業
が
あ
り
な
が
ら
、
民

衆
と
の
つ
な
が
り
も
強
い
と
い
う
、
不
思
議
な
地
域

で
す
よ
ね
。
軍
需
工
場
だ
と
、
高
い
塀
を
つ
く
っ
て

な
る
べ
く
中
を
の
ぞ
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
ん
で

し
ょ
う
け
ど
、
板
橋
の
工
場
っ
て
中
へ
入
ろ
う
と
思

え
ば
気
軽
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

―
庶
民
的
だ
け
れ
ど
最
先
端
。

荒
俣　
そ
う
、
そ
こ
が
す
ご
い
。
う
ま
く
や
れ
ば
、

も
っ
と
す
ご
い
区
に
な
っ
て
い
た
か
も
。
で
も
誇
ら

し
く
な
っ
ち
ゃ
う
な
。
ま
た
将
来
板
橋
区
に
戻
っ
て

来
よ
う
か
な
（
笑
）。
面
白
い
話
が
結
構
た
く
さ
ん

眠
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
話
を
ま
と
め
て
、

展
覧
会
を
す
る
と
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

区
長　
ぜ
ひ
や
り
た
い
で
す
ね
。
今
日
の
お
話
だ
け

で
も
、
か
な
り
わ
く
わ
く
し
て
い
ま
す
。
嬉
し
い
限

り
で
す
。今
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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板橋区では、区の魅力や観光の取り組みについて一緒に考え、活動していた
だける方を募集しています。板橋区の魅力を考え、見つけ、磨き、そして広く
伝えていく。区在住の方も、そうでない方も、ぜひ一緒に取り組みませんか？
問い合わせ先：
板橋区くらしと観光課 kb-kankou@city.itabashi.tokyo.jp
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