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内
で
毎
月
開
か
れ
る
個
性
的
な
手
作
り
雑
貨

の
マ
ル
シ
ェ
「
手
創
り
市
」
や
、
鬼
子
母

神
通
り
の
古
本
フ
リ
マ
「
み
ち
く
さ
市
」
な

ど
、
新
し
い
イ
ベ
ン
ト
も
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。

　
一
方
、
節
分
や
夏
市
、
盆
踊
り
、
大
鳥
神

社
酉
の
市
な
ど
昔
な
が
ら
の
年
中
行
事
も
大

切
に
受
け
継
が
れ
、
特
に
毎
年
10
月
に
行
わ

れ
る
法
明
寺
・
鬼
子
母
神
の
御
会
式
（
日
蓮

聖
人
の
忌
日
の
法
会
）
で
は
、
池
袋
駅
前
か

ら
明
治
通
り
や
目
白
通
り
を
と
お
っ
て
雑
司

が
谷
へ
と
、
う
ち
わ
太
鼓
の
音
が
鳴
り
響
く

中
、
華
や
か
に
振
り
か
ざ
さ
れ
る
纏ま

と
い

を
先
導

に
、
枝し

垂だ
れ

桜
を
模
し
た
万
灯
が
何
台
も
練
り

歩
き
、
普
段
と
違
っ
た
ま
ち
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

昔
か
ら
の
自
然
や
文
化
を
感
じ
る
ま
ち

　
雑
司
が
谷
は
、
副
都
心
池
袋
の
南
に
隣
接

し
て
い
な
が
ら
、
繁
華
街
の
喧
騒
を
離
れ
、

ど
こ
か
懐
か
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
並
み

が
残
る
地
域
で
す
。
子
育
て
・
子
授
け
の
神

様
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
信
仰
を
集
め
る
鬼き

子し

母も

神じ
ん

堂
を
中
心
に
、
参
道
ケ
ヤ
キ
並
木
、

桜
名
所
の
法
明
寺
、
江
戸
時
代
に
将
軍
家
の

お
鷹
部
屋
が
あ
っ
た
雑
司
ヶ
谷
霊
園
、
季
節

の
草
花
で
彩
ら
れ
る
雑
司
が
谷
旧
宣
教
師
館

な
ど
、
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
ま
ち
並
み
の

中
に
魅
力
的
な
ス
ポ
ッ
ト
が
点
在
し
、
四
季

折
々
の
散
策
が
楽
し
め
ま
す
。

　
副
都
心
線
開
通
後
は
年
々
訪
れ
る
人
も
増

え
、
最
近
は
、
鬼
子
母
神
堂
や
大
鳥
神
社
境

広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”
豊島区

都
心
で
あ
り
な
が
ら
自
然
が
多
く
、
昔
か
ら
の
ま
ち
並
み
が
残
る
雑
司
が
谷
で
は
、

１
０
０
年
後
の
子
ど
も
た
ち
に
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
伝
承
す
る
こ
と
を
掲
げ
、

地
域
団
体
や
住
民
、
自
治
体
の
協
力
に
よ
る
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
取
組
は
、
平
成
26
年
度
公
益
社
団
法
人
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
（
以
下
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
）
が

推
進
す
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
に
も
登
録
さ
れ
、
地
域
内
外
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

１
０
０
年
後
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
承
し
た
い
ま
ち
、雑
司
が
谷

　
　〜「
プ
ロ
ジェク
ト
未
来
遺
産
」に
登
録
さ
れ
た
、地
域
の
文
化
や
歴
史
〜

雑
司
が
谷
の
ま
ち
並
み

地域が一体となり取り組んだ「『雑司が
谷がやがや』プロジェクト　歴史と文化
のまちづくり」が公益社団法人日本ユネ
スコ協会連盟「プロジェクト未来遺産」
に選ばれた（伝達式での様子）
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が
な
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
も
開
発

当
時
の
理
念
を
受
け
継
ぎ
ま
ち
が

守
ら
れ
て
お
り
、
秩
序
あ
る
美
し

い
ま
ち
並
み
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
良
好
な
住
環
境
に
よ

り
、
田
園
調
布
は
ま
ち
の
評
価
が

高
く
、
人
気
の
居
住
エ
リ
ア
で
す
。

　
こ
の
ま
ち
の
顔
と
も
い
え
る
の

が
、
駅
の
西
口
か
ら
伸
び
る
銀
杏

並
木
で
す
。
同
心
円
放
射
状
の
街

路
の
う
ち
駅
か
ら
放
射
状
に
伸
び

て
い
る
３
本
の
比
較
的
広
い
道
沿

い
に
、
開
発
当
時
か
ら
植
樹
さ
れ

た
街
路
樹
の
銀
杏
が
連
な
り
ま
す
。

　
閑
静
な
住
宅
街
に
広
が
る
並
木
道
は
、

家
々
の
花
壇
や
生
け
垣
と
も
調
和
し
、
歩
い

て
楽
し
い
散
策
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
瀟
洒

な
家
並
み
が
連
な
る
素
敵
な
ま
ち
並
み
は
散

策
に
お
す
す
め
。
一
番
左
側
の
銀
杏
並
木
を

宝
来
公
園
ま
で
足
を
延
ば
し
て
歩
い
て
見
る

の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

冬
の
風
物
詩
、
六
郷
ど
ん
ど
焼
き

　
多
摩
川
河
川
敷
で
は
毎
年
１
月
の
第
２
日

曜
日
に
、
今
で
は
都
内
で
は
あ
ま
り
見
か
け

る
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
正
月
の
伝
統
行
事
、

ど
ん
ど
焼
き
「
六
郷
ど
ん
ど
焼
き
」
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
田
園
調
布
の
住
宅
街
は
実
業
家
・
渋
沢
栄

一
の
計
画
に
よ
り
大
正
７
年
か
ら
開
発
さ
れ

た
、
日
本
で
最
初
の
住
宅
専
用
市
街
地
で
す
。

当
時
欧
米
で
広
が
っ
て
い
た
「
田
園
都
市
」

に
着
目
し
、
ま
ち
全
体
が
ひ
と
つ
の
公
園
の

よ
う
に
美
し
く
整
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
駅
東
側
は
主
に
商
業
地
域
と
し
て
、
西
側

は
住
宅
地
と
し
て
分
譲
さ
れ
、
と
く
に
西
側

は
駅
を
中
心
に
放
射
状
道
路
と
同
心
円
状
道

路
が
設
定
さ
れ
、
街
灯
、
街
路
樹
、
上
下
水

道
な
ど
が
配
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
広
場
や
公
園
も
整
備
さ
れ
、
敷
地

と
家
屋
の
面
積
の
割
合
、
道
路
や
隣
家
と
の

間
は
生
け
垣
を
用
い
る
な
ど
、
ま
ち
並
み
に

自
然
と
の
調
和
や
景
観
を
保
つ
た
め
の
配
慮

　
ど
ん
ど
焼
き
は
も
と
も
と
小
正

月
の
行
事
で
、長
い
竹
を
数
本
組

ん
で
立
て
、お
正
月
の
松
飾
り
や

し
め
飾
り
、
書
き
初
め
な
ど
を
持

ち
寄
っ
て
焼
き
、
そ
の
火
で
も
ち

や
芋
を
焼
い
て
食
べ
、
健
康
と
幸

福
を
祈
る
行
事
で
す
。

　
毎
年
、
焼
き
い
も
、
み
か
ん
、

甘
酒
、
お
し
る
こ
が
振
る
舞
わ
れ
、

長
い
列
が
で
き
る
ほ
ど
の
人
気
で

す
。
子
ど
も
連
れ
の
家
族
の
姿
も

多
く
見
ら
れ
、
燃
え
上
が
る
炎
の

迫
力
に
見
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が

目
を
見
張
る
姿
も
。
当
日
は
、
古
く
か
ら
こ

の
地
域
に
伝
わ
る
郷
土
玩
具
「
六
郷
と
ん
び

凧
」
の
凧
上
げ
も
同
時
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
六
郷
と
ん
び
凧
と
は
、
六
郷
で
古
く
か
ら

伝
わ
る
鳶と

ん
びの
姿
を
模
し
て
作
ら
れ
た
凧
の
こ

と
で
、昔
、川
で
獲
っ
た
魚
を
河
原
に
並
べ
て

干
し
た
と
こ
ろ
カ
ラ
ス
の
群
れ
に
荒
ら
さ
れ

て
困
り
、
と
ん
び
凧
を
揚
げ
て
み
る
と
カ
ラ

ス
が
驚
い
て
逃
げ
た
こ
と
か
ら
盛
ん
に
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
本
物
の
鳥
さ
な
が
ら
に
空
を
舞
う
姿
は
圧

巻
で
、
今
で
は
正
月
の
恒
例
行
事
と
し
て
定

着
し
て
い
ま
す
。

　
凧
作
り
に
参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
は
作
り

方
を
教
え
て
も
ら
い
凧
揚
げ
を
行
い
ま
す
が
、

完
成
で
き
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
は
配
布

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
六
郷
ど
ん
ど
焼
き
と
と
ん
び
凧
揚
げ

は
、
社
会
環
境
の
変
化
な
ど
に
よ
り
古
く
か

ら
伝
わ
る
行
事
が
失
わ
れ
て
い
く
中
、
地
域

が
誇
る
歴
史
文
化
が
守
ら
れ
て
い
る
貴
重
な

例
と
い
え
ま
す
。
主
催
す
る
六
郷
ど
ん
ど
焼

き
の
会
や
六
郷
と
ん
び
凧
の
会
な
ど
、
地
元

関
係
者
に
よ
る
熱
心
な
活
動
が
こ
う
し
た
伝

統
行
事
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
時
期
な
ら
で
は
の
正
月
事
納
め
の
行

事
に
参
加
し
て
、
す
が
す
が
し
い
気
分
で
新

し
い
年
を
迎
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

大田区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

四季の移り変わりを映す街路樹。秋には
159本の銀杏が黄金色に輝く

田園調布の銀杏並木
アクセス ▼田園調布三丁目付近
　　　　　東急目黒線・東横線「田園調布駅」西口

広
報
担
当
おす

すめ
お得情報

駅前に立つ
と田園調布なら
ではの放射状の
まち並みがよく
わかります。

どんど焼きで一年の無病息災・五穀豊穣を
祈り、良い年を迎える

六郷どんど焼き
アクセス ▼東六郷三丁目25番地先（多摩川河川敷 六郷橋緑地）
　　　　　京急本線「六郷土手駅」下車徒歩約５分

火がつくとあっと
いう間に燃え上が
るので見逃さない
ように！

広報担当おすすめお得情報

15 広報担当おすすめスポット“わたしのまち”　第28回
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◆
雑
司
が
谷

　七
福
神
の
会

　
雑
司
が
谷
の
新
た
な
ま
ち
お
こ
し
の
た
め

に
平
成
22
年
に
結
成
さ
れ
、
翌
年
よ
り
七
福

神
め
ぐ
り
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
鬼
子
母

神
堂
の
大
黒
天
、
観
静
院
の
弁
財
天
、
中
野

ビ
ル
の
布
袋
尊
、
仙
行
寺
の
華
の
福
禄
寿
、

大
鳥
神
社
の
恵
比
寿
神
、
清
立
院
の
毘
沙
門

天
、
清
土
鬼
子
母
神
の
吉
祥
天
を
お
よ
そ
２

時
間
で
巡
拝
し
ま
す
。
コ
ー
ス
内
で
は
、
雑

司
が
谷
旧
宣
教
師
館
や
夏
目
漱
石
、
竹
久
夢

二
な
ど
の
著
名
人
の
お
墓
が
あ
る
雑
司
ヶ
谷

霊
園
に
立
ち
寄
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
と
し
ま
案
内
人

　雑
司
ヶ
谷

　
豊
島
区
が
主
催
し
た
『
雑
司
が
谷
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
養
成
講
座
』
を
修
了
し
た
メ

ン
バ
ー
が
、
雑
司
が
谷
な
ら
で
は
の
歴
史
や

地
域
を
紹
介
し
よ
う
と
平
成
23
年
に
設
立
し

た
の
が
「
と
し
ま
案
内
人
　
雑
司
ヶ
谷
」
で

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
延
べ
４
０
０
０
人
以
上
を
案
内
し
地
域

と
来
訪
者
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。

　
都
電
荒
川
線
鬼き

子し

母ぼ

神じ
ん

前
駅
よ
り
徒
歩

２
分
の
と
こ
ろ
に
あ

る
雑
司
が
谷
案
内
処

を
拠
点
に
活
動
し
て

い
ま
す
。

未
来
遺
産
＂
雑
司
が
谷
＂

　
こ
の
よ
う
に
、
雑
司
が
谷
の
人
た
ち
が
中

心
と
な
り
地
域
の
文
化
・
歴
史
を
継
承
す
る

こ
と
で
、
雑
司
が
谷
の
魅
力
が
地
域
内
外
に

発
信
さ
れ
、
多
く
の
人
が
ま
ち
を
訪
れ
る
だ

け
で
な
く
、
地
域
で
活
動
を
応
援
し
て
く
れ

る
人
も
増
え
て
い
き
ま
す
。

　
そ
し
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
ま
ち
の
魅
力

を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
現
在
の
地
域
文

化
や
歴
史
を
支
え
る
地
域
住
民
だ
け
で
な
く
、

次
の
世
代
に
、
ま
ち
へ
の
愛
着
と
誇
り
を
育

む
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
平
成
27
年
９
月
、
そ
う
し
た
次
の
世
代
の

子
ど
も
た
ち
に
、
地
域
の
歴
史
を
知
っ
て
も

ら
お
う
と
、「
雑
司
が
谷
の
歴
史
を
聴
く
会
」

が
新
庁
舎
と
し
ま
セ
ン
タ
ー
ス
ク
エ
ア
で
開

催
さ
れ
、
近
隣
の
南
池
袋
小
学
校
の
児
童
た

ち
も
大
勢
参
加
し
ま
し
た
。
今
後
１
０
０
年

先
の
雑
司
が
谷
の
ま
ち
を
見
据
え
た
取
り
組

み
が
一
歩
一
歩
と
続
い
て
い
き
ま
す
。

　
本
年
１
月
に
は
「
未
来
遺
産
雑
司
が
谷
が

や
が
や
お
散
歩
マ
ッ
プ
」
も
発
行
。
こ
の
マ

ッ
プ
は
雑
司
が
谷
案
内
処
で
も
手
に
入
る
の

で
、
未
来
遺
産
の
ま
ち
＂
雑
司
が
谷
＂
に
お

出
か
け
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ま
し
た
。
そ
れ
が
鬼
子
母
神
大
門
欅け

や
き

並
木
保

存
会
の
発
端
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も

美
し
い
並
木
道
の
保
存
・
維
持
活
動
、
清
掃

活
動
な
ど
を
行
い
来
訪
者
を
迎
え
て
い
ま
す
。

◆
雑
司
が
谷

　緑
の
こ
み
ち
の
会

　
こ
の
会
は
、
雑
司
が
谷
の
防
災
ま
ち
づ
く

り
活
動
か
ら
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
、
雑
司

ヶ
谷
霊
園
は
震
災
時
に
倒
壊
の
危
険
が
あ
っ

た
万
年
塀
で
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
協

議
会
の
活
動
で
み
ど
り
の
生
垣
に
す
る
よ
う

東
京
都
に
働
き
か
け
、
平
成
11
年
３
月
に
実

現
し
ま
し
た
。
以
降
、
生
垣
の
管
理
や
草
花

の
植
え
付
け
、
霊
園
内
の
清
掃
活
動
や
休
憩

所
の
整
備
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
す
す
き
み
み
ず
く
保
存
会

　
雑
司
が
谷
の
郷
土
玩
具
で
そ
の
姿
が
愛
ら

し
い
「
す
す
き
み
み
ず
く
」。
江
戸
時
代
か

ら
継
承
さ
れ
て
き
た
玩
具
も
最
後
の
作
り
手

が
高
齢
の
た
め
辞
め
る
こ
と
に
な
り
、
郷
土

文
化
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い

か
ら
、
平
成
22
年
に
す
す
き
み
み
ず
く
保
存

会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
随
時
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
毎
年
、
近
隣
の
南
池
袋
小
学
校
４

年
生
を
招
待
し
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
作

り
方
を
継
承
す
る
な
ど
、
す
す
き
み
み
ず
く

保
存
の
裾
野
を
広
げ
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

歴史や文化が息づく雑
司が谷。季節や場所に
よってさまざまな楽し
み方ができる（左上よ
り右回りに、鬼子母神
堂の子授けイチョウ、
がやがやお散歩マップ、
すすきみみずく製作講
習会、春の法明寺、鬼
子母神堂）

豊島区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

す
ば
ら
し
い
自
然
と
文
化
を
１
０
０
年
後
に

子母神堂の
子授けイチョウ
（都指定天然記念物）
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副
都
心
線
雑
司
が
谷
駅

都
電
鬼
子
母
神
前
駅

都電雑司ヶ谷駅

都電東池袋
四丁目駅

東池袋駅

護
国
寺
駅清土 子母神

（吉祥天）

清立院（毘沙門天）

雑司ヶ谷霊園

観静院
（弁財天）

法明寺
南池袋小

中野ビル
（布袋尊）

仙行寺（華の福禄寿）

豊島区役所

東京音楽大学

日
出
通
り

首
都
高
速

明
治
通
り

都電
荒川
線 有楽町線

副
都
心
線

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
と
は

　
平
成
26
年
12
月
18
日
、
雑
司
が
谷
の
地
域

住
民
が
主
体
と
な
っ
た
「『
雑
司
が
谷
が
や

が
や
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
歴
史
と
文
化
の
ま

ち
づ
く
り
」
の
取
組
が
評
価
さ
れ
、「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
と
は
、
各
地

域
で
長
い
歴
史
を
超
え
て
人
々
が
紡
ぎ
続
け

て
き
た
文
化
遺
産
や
、
守
り
続
け
て
き
た
自

然
遺
産
に
光
を
当
て
、
１
０
０
年
後
の
子
ど

も
た
ち
に
地
域
の
文
化
・
自
然
遺
産
を
伝
え

て
い
く
運
動
（
未
来
遺
産
運
動
）
に
取
り
組

ん
で
い
る
団
体
の
活
動
を
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協

会
連
盟
が
認
定
す
る
も
の
で
す
。

次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
の
認
定
を
受

け
、
雑
司
が
谷
の
魅
力
発
信
や
次
世
代
へ
の

継
承
の
機
運
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
平
成
27

年
７
月
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
活
動

団
体
を
中
心
に
、
地
域
の
町
会
、
商
店
会
や

郷
土
史
関
係
者
、
区
も
加
わ
り
、「
雑
司
が

谷
未
来
遺
産
推
進
協
議
会
」
が
新
た
に
ス
タ

ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。
雑
司
が
谷
地
域
に
関

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
連
携
を
さ
ら
に
深

め
て
い
こ
う
と
、
各
団
体
の
代
表

者
が
顔
を
揃
え
た
第
１
回
総
会
は
、

昨
年
５
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
新
庁

舎
の
区
議
会
議
場
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

◆
鬼
子
母
神
御
会
式
連
合
会

　
毎
年
10
月
に
行
わ
れ
る
鬼
子
母

神
御
会
式
は
、
江
戸
時
代
か
ら
伝

わ
る
年
中
行
事
と
し
て
雑
司
が
谷

の
ま
ち
に
根
付
き
、
何
百
年
も
の

間
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

御
会
式
を
企
画
・
運
営
し
て
い
る

の
が
鬼
子
母
神
御
会
式
連
合
会
で

す
。
祭
り
を
通
じ
て
地
域
を
つ
な

ぎ
、
次
の
世
代
に
も
行
事
が
受
け

継
が
れ
る
よ
う
支
援
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

◆
鬼
子
母
神
大
門
欅
並
木
保
存
会

　
鬼
子
母
神
参
道
の
ケ
ヤ
キ
並
木

は
、
４
５
０
年
ほ
ど
前
に
鬼
子
母

神
堂
建
立
を
記
念
し
植
え
ら
れ
た

の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
15
年
ご
ろ
に
は
、
鬼
子
母
神

参
道
の
こ
の
美
し
い
並
木
を
知
っ

て
も
ら
お
う
と
地
域
の
文
筆
家
や

住
職
に
よ
り
啓
蒙
活
動
が
始
ま
り

豊島区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

雑
司
が
谷
が
や
が
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

雑司が谷のまちのみどころ

起伏のあるまち並みをチンチン
電車が走る都市景観

大鳥神社の恵比寿神
雑司が谷七福神めぐりが楽しめる

雑司が谷案内処
雑司が谷旧宣教師館
（都指定有形文化財）

雑司が谷の郷土玩具
すすきみみずく

参道のケヤキ並木
（都指定天然記念物）

子母神堂（大黒天）
（都指定有形文化財）

子母神堂の
子授けイチョウ
（都指定天然記念物）

夏目漱石など著名人が眠る雑司
ヶ谷霊園を案内人とめぐる

江戸時代にお鷹部屋があった雑
司ヶ谷霊園の自然
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◆
雑
司
が
谷

　七
福
神
の
会

　
雑
司
が
谷
の
新
た
な
ま
ち
お
こ
し
の
た
め

に
平
成
22
年
に
結
成
さ
れ
、
翌
年
よ
り
七
福

神
め
ぐ
り
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
鬼
子
母

神
堂
の
大
黒
天
、
観
静
院
の
弁
財
天
、
中
野

ビ
ル
の
布
袋
尊
、
仙
行
寺
の
華
の
福
禄
寿
、

大
鳥
神
社
の
恵
比
寿
神
、
清
立
院
の
毘
沙
門

天
、
清
土
鬼
子
母
神
の
吉
祥
天
を
お
よ
そ
２

時
間
で
巡
拝
し
ま
す
。
コ
ー
ス
内
で
は
、
雑

司
が
谷
旧
宣
教
師
館
や
夏
目
漱
石
、
竹
久
夢

二
な
ど
の
著
名
人
の
お
墓
が
あ
る
雑
司
ヶ
谷

霊
園
に
立
ち
寄
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
と
し
ま
案
内
人

　雑
司
ヶ
谷

　
豊
島
区
が
主
催
し
た
『
雑
司
が
谷
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
養
成
講
座
』
を
修
了
し
た
メ

ン
バ
ー
が
、
雑
司
が
谷
な
ら
で
は
の
歴
史
や

地
域
を
紹
介
し
よ
う
と
平
成
23
年
に
設
立
し

た
の
が
「
と
し
ま
案
内
人
　
雑
司
ヶ
谷
」
で

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
延
べ
４
０
０
０
人
以
上
を
案
内
し
地
域

と
来
訪
者
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。

　
都
電
荒
川
線
鬼き

子し

母ぼ

神じ
ん

前
駅
よ
り
徒
歩

２
分
の
と
こ
ろ
に
あ

る
雑
司
が
谷
案
内
処

を
拠
点
に
活
動
し
て

い
ま
す
。

未
来
遺
産
＂
雑
司
が
谷
＂

　
こ
の
よ
う
に
、
雑
司
が
谷
の
人
た
ち
が
中

心
と
な
り
地
域
の
文
化
・
歴
史
を
継
承
す
る

こ
と
で
、
雑
司
が
谷
の
魅
力
が
地
域
内
外
に

発
信
さ
れ
、
多
く
の
人
が
ま
ち
を
訪
れ
る
だ

け
で
な
く
、
地
域
で
活
動
を
応
援
し
て
く
れ

る
人
も
増
え
て
い
き
ま
す
。

　
そ
し
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
ま
ち
の
魅
力

を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
現
在
の
地
域
文

化
や
歴
史
を
支
え
る
地
域
住
民
だ
け
で
な
く
、

次
の
世
代
に
、
ま
ち
へ
の
愛
着
と
誇
り
を
育

む
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
平
成
27
年
９
月
、
そ
う
し
た
次
の
世
代
の

子
ど
も
た
ち
に
、
地
域
の
歴
史
を
知
っ
て
も

ら
お
う
と
、「
雑
司
が
谷
の
歴
史
を
聴
く
会
」

が
新
庁
舎
と
し
ま
セ
ン
タ
ー
ス
ク
エ
ア
で
開

催
さ
れ
、
近
隣
の
南
池
袋
小
学
校
の
児
童
た

ち
も
大
勢
参
加
し
ま
し
た
。
今
後
１
０
０
年

先
の
雑
司
が
谷
の
ま
ち
を
見
据
え
た
取
り
組

み
が
一
歩
一
歩
と
続
い
て
い
き
ま
す
。

　
本
年
１
月
に
は
「
未
来
遺
産
雑
司
が
谷
が

や
が
や
お
散
歩
マ
ッ
プ
」
も
発
行
。
こ
の
マ

ッ
プ
は
雑
司
が
谷
案
内
処
で
も
手
に
入
る
の

で
、
未
来
遺
産
の
ま
ち
＂
雑
司
が
谷
＂
に
お

出
か
け
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ま
し
た
。
そ
れ
が
鬼
子
母
神
大
門
欅け

や
き

並
木
保

存
会
の
発
端
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も

美
し
い
並
木
道
の
保
存
・
維
持
活
動
、
清
掃

活
動
な
ど
を
行
い
来
訪
者
を
迎
え
て
い
ま
す
。

◆
雑
司
が
谷

　緑
の
こ
み
ち
の
会

　
こ
の
会
は
、
雑
司
が
谷
の
防
災
ま
ち
づ
く

り
活
動
か
ら
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
、
雑
司

ヶ
谷
霊
園
は
震
災
時
に
倒
壊
の
危
険
が
あ
っ

た
万
年
塀
で
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
協

議
会
の
活
動
で
み
ど
り
の
生
垣
に
す
る
よ
う

東
京
都
に
働
き
か
け
、
平
成
11
年
３
月
に
実

現
し
ま
し
た
。
以
降
、
生
垣
の
管
理
や
草
花

の
植
え
付
け
、
霊
園
内
の
清
掃
活
動
や
休
憩

所
の
整
備
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
す
す
き
み
み
ず
く
保
存
会

　
雑
司
が
谷
の
郷
土
玩
具
で
そ
の
姿
が
愛
ら

し
い
「
す
す
き
み
み
ず
く
」。
江
戸
時
代
か

ら
継
承
さ
れ
て
き
た
玩
具
も
最
後
の
作
り
手

が
高
齢
の
た
め
辞
め
る
こ
と
に
な
り
、
郷
土

文
化
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い

か
ら
、
平
成
22
年
に
す
す
き
み
み
ず
く
保
存

会
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
随
時
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
毎
年
、
近
隣
の
南
池
袋
小
学
校
４

年
生
を
招
待
し
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
作

り
方
を
継
承
す
る
な
ど
、
す
す
き
み
み
ず
く

保
存
の
裾
野
を
広
げ
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

歴史や文化が息づく雑
司が谷。季節や場所に
よってさまざまな楽し
み方ができる（左上よ
り右回りに、鬼子母神
堂の子授けイチョウ、
がやがやお散歩マップ、
すすきみみずく製作講
習会、春の法明寺、鬼
子母神堂）

豊島区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

す
ば
ら
し
い
自
然
と
文
化
を
１
０
０
年
後
に

子母神堂の
子授けイチョウ
（都指定天然記念物）
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副
都
心
線
雑
司
が
谷
駅

都
電
鬼
子
母
神
前
駅

都電雑司ヶ谷駅

都電東池袋
四丁目駅

東池袋駅

護
国
寺
駅清土 子母神

（吉祥天）

清立院（毘沙門天）

雑司ヶ谷霊園

観静院
（弁財天）

法明寺
南池袋小

中野ビル
（布袋尊）

仙行寺（華の福禄寿）

豊島区役所

東京音楽大学

日
出
通
り

首
都
高
速

明
治
通
り

都電
荒川
線 有楽町線

副
都
心
線

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
と
は

　
平
成
26
年
12
月
18
日
、
雑
司
が
谷
の
地
域

住
民
が
主
体
と
な
っ
た
「『
雑
司
が
谷
が
や

が
や
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
歴
史
と
文
化
の
ま

ち
づ
く
り
」
の
取
組
が
評
価
さ
れ
、「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
と
は
、
各
地

域
で
長
い
歴
史
を
超
え
て
人
々
が
紡
ぎ
続
け

て
き
た
文
化
遺
産
や
、
守
り
続
け
て
き
た
自

然
遺
産
に
光
を
当
て
、
１
０
０
年
後
の
子
ど

も
た
ち
に
地
域
の
文
化
・
自
然
遺
産
を
伝
え

て
い
く
運
動
（
未
来
遺
産
運
動
）
に
取
り
組

ん
で
い
る
団
体
の
活
動
を
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協

会
連
盟
が
認
定
す
る
も
の
で
す
。

次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
未
来
遺
産
」
の
認
定
を
受

け
、
雑
司
が
谷
の
魅
力
発
信
や
次
世
代
へ
の

継
承
の
機
運
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
平
成
27

年
７
月
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
活
動

団
体
を
中
心
に
、
地
域
の
町
会
、
商
店
会
や

郷
土
史
関
係
者
、
区
も
加
わ
り
、「
雑
司
が

谷
未
来
遺
産
推
進
協
議
会
」
が
新
た
に
ス
タ

ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。
雑
司
が
谷
地
域
に
関

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
連
携
を
さ
ら
に
深

め
て
い
こ
う
と
、
各
団
体
の
代
表

者
が
顔
を
揃
え
た
第
１
回
総
会
は
、

昨
年
５
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
新
庁

舎
の
区
議
会
議
場
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

◆
鬼
子
母
神
御
会
式
連
合
会

　
毎
年
10
月
に
行
わ
れ
る
鬼
子
母

神
御
会
式
は
、
江
戸
時
代
か
ら
伝

わ
る
年
中
行
事
と
し
て
雑
司
が
谷

の
ま
ち
に
根
付
き
、
何
百
年
も
の

間
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

御
会
式
を
企
画
・
運
営
し
て
い
る

の
が
鬼
子
母
神
御
会
式
連
合
会
で

す
。
祭
り
を
通
じ
て
地
域
を
つ
な

ぎ
、
次
の
世
代
に
も
行
事
が
受
け

継
が
れ
る
よ
う
支
援
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

◆
鬼
子
母
神
大
門
欅
並
木
保
存
会

　
鬼
子
母
神
参
道
の
ケ
ヤ
キ
並
木

は
、
４
５
０
年
ほ
ど
前
に
鬼
子
母

神
堂
建
立
を
記
念
し
植
え
ら
れ
た

の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
15
年
ご
ろ
に
は
、
鬼
子
母
神

参
道
の
こ
の
美
し
い
並
木
を
知
っ

て
も
ら
お
う
と
地
域
の
文
筆
家
や

住
職
に
よ
り
啓
蒙
活
動
が
始
ま
り

豊島区
広報担当おすすめスポット

“わたしのまち”

雑
司
が
谷
が
や
が
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

雑司が谷のまちのみどころ

起伏のあるまち並みをチンチン
電車が走る都市景観

大鳥神社の恵比寿神
雑司が谷七福神めぐりが楽しめる

雑司が谷案内処
雑司が谷旧宣教師館
（都指定有形文化財）

雑司が谷の郷土玩具
すすきみみずく

参道のケヤキ並木
（都指定天然記念物）

子母神堂（大黒天）
（都指定有形文化財）

子母神堂の
子授けイチョウ
（都指定天然記念物）

夏目漱石など著名人が眠る雑司
ヶ谷霊園を案内人とめぐる

江戸時代にお鷹部屋があった雑
司ヶ谷霊園の自然
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