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塾
監
局
の
建
物
の
存
在
は
、
塾
生
に
は

な
じ
み
が
薄
い
か
も
し
れ
な
い
。
学
生
生

活
を
通
じ
て
、
足
を
踏
み
入
れ
る
機
会
は

多
く
な
い
だ
ろ
う
。
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
を

東
門
か
ら
入
り
、
図
書
館
の
旧
館
と
新
館

（
メ
デ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
）
の
間
に
位

置
す
る
、
レ
ン
ガ

造
り
の
ゴ
シ
ッ
ク

風
の
建
物
で
あ
る
。

竣
工
は
１
９
２
６

（
大
正
15
）
年
で
、

90
年
が
経
過
し
た
。

設
計
は
１
９
１
２

（
明
治
45
）
年
竣

工
の
図
書
館
旧
館

と
同
じ
く
　
　
達た
つ
ぞ
う蔵
・
中
ち
ゅ
う

條じ
ょ
う

精せ
い
い
ち
ろ
う

一
郎
で

あ
る
。

　
塾
監
局
は
、
建
物
の
名
称
で
あ
る
と
と

も
に
、
義
塾
の
事
務
全
般
を
担
う
組
織
と

い
う
意
味
も
含
ん
だ
語
で
あ
る
。
ほ
か
で

は
あ
ま
り
聞
か
な
い
そ
の
名
称
は
、
若
き

日
の
福
澤
諭
吉
が
学
ん
だ
緒
方
洪
庵
の
適

塾
に
あ
っ
た
塾
監
と
い
う
管
理
組
織
に
由

来
す
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
慶
應
義
塾
は
、
１
８
７
１
（
明
治
４
）

年
に
芝
新
銭
座
か
ら
三
田
の
島
原
藩
中
屋

敷
跡
に
移
転
し
た
。
塾
監
局
と
い
う
語
を

見
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
古
い
も
の
が
、

同
じ
年
に
つ
く
ら
れ
た
﹃
慶
應
義
塾
社
中

之
約
束
﹄
で
あ
る
。

　﹃
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
﹄
は
、
改
訂

を
重
ね
な
が
ら
１
８
９
７
（
明
治
30
）
年

頃
ま
で
印
刷
物
と
し
て
頒
布
さ
れ
た
諸
規

則
集
。
１
８
７
１
年
当
時
の
資
料
を
も
と

に
し
た
﹃
慶
應
義
塾
七
十
五
年
史
﹄
所
載

の
も
の
に
よ
る
と
、﹁
塾
監
局
の
職
務
﹂
の

一
つ
、﹁
入
社
（
入
学
）
の
規
則
﹂
の
条
文

に
﹁
第
五
条
　
社
に
入
ら
ん
と
す
る
者
あ

れ
ば
、
塾
中
教
授
の
員
に
て
本
人
の
身
分

塾
監
局
の
名
称
は
、
福
澤
諭
吉

が
学
ん
だ
適
塾
に
由
来
す
る

塾
監
局
が
見
つ
め
る
歴
史

〜
大
正
15
年
の
塾
監
局
竣
工
か
ら
90
年
〜

塾じ
ゅ
く
か
ん
き
ょ
く

監
局
と
い
う
建
物
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

ち
ょ
っ
と
古
め
か
し
い
感
じ
が
す
る
こ
の
名
称
は
、
三
田
キ
ャ
ン
パス
に
あ
る
建
物
を
指
す
と
と
も
に
、

義
塾
の
事
務
全
般
を
支
え
る
組
織
も
意
味
す
る
。

現
在
の
建
物
が
竣
工
し
て
90
年
、
塾
監
局
は
常
に
義
塾
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
。

関東大震災で被害を受けた塾監局（1923 年）

竣工時の塾監局（1926 年）

そ
　
ね
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務
機
構
全
般
を
統
括
す
る
意
味
で
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
義
塾
が
三
田
へ
移
転
し
た
当
初
、
島
原

藩
の
大
名
屋
敷
を
そ
の
ま
ま
教
室
な
ど
に

使
用
し
て
い
た
。
し
か
し
屋
敷
の
老
朽
化

と
塾
生
の
急
激
な
増
加
に
よ
り
、
１
８
８

７
（
明
治
20
）
年
に
４
０
０
～
５
０
０
名

を
収
容
で
き
る
レ
ン
ガ
造
り
２
階
建
て
の

講
堂
（
煉
瓦
講
堂
）
が
竣
工
し
た
。
翌
年

に
は
、
そ
の
西
側
に
第
二
講
堂
が
完
成
し
、

先
に
で
き
て
い
た
建
物
は
第
一
講
堂
と
呼

ば
れ
た
。
第
一
講
堂
は
１
８
９
０
（
明
治

23
）
年
に
大
学
部
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は

大
学
部
の
講
堂
と
な
り
、
そ
の
後
は
、
教

室
や
塾
監
局
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
１
９
２
３

（
大
正
12
）
年
の
関

東
大
震
災
で
破
損
し
、

翌
年
の
余
震
で
使
用

不
能
と
な
っ
て
取
り

壊
さ
れ
、
１
９
２
６

（
大
正
15
）
年
、
そ

の
跡
地
に
現
在
の
塾

監
局
の
建
物
が
造
ら

れ
た
。

を
証
し
、
塾
監
局
の
許
可
を
得
て
入
社
す

べ
し
﹂
と
い
う
項
が
あ
り
、
塾
監
局
が
当

時
の
入
学
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
三
田
移
転
当
初
の
塾
監

局
は
、
入
塾
（
入
寮
）
や
通
学
を
は
じ
め

と
す
る
学
事
や
図
書
の
貸
し
出
し
な
ど
を

担
当
し
て
お
り
、
義
塾
の
事
務
部
門
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
義
塾
の
発
展
と

と
も
に
徐
々
に
そ
の
担
当
範
囲
を
広
げ
、

明
治
30
年
代
の
職
務
分
掌
規
定
に
よ
る
と
、

塾
務
は
教
頭
、
塾
監
、
会
計
主
任
の
３
つ

の
役
職
者
を
中
心
に
運
営
処
理
さ
れ
て
い

た
。
役
職
と
し
て
の
塾
監
は
、
当
時
主
に

庶
務
や
寄
宿
舎
を
取
り
ま
と
め
て
お
り
、

教
育
部
門
の
教
頭
と
並
ん
で
大
き
な
権
限

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
や
が
て
塾

監
と
い
う
職
名
は
な
く
な
り
、
明
治
40
年

代
に
は
塾
監
局
と
い
う
呼
称
が
、
広
く
事

　
組
織
と
し
て
の
塾
監
局
に
お
い
て
は
、

増
え
続
け
る
塾
務
や
時
流
に
対
応
し
、
戦

前
・
戦
後
を
通
し
て
複
数
回
の
塾
監
局
職

制
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
慶
應
義
塾
の
現
在
の
組
織
図
を
見
る
と
、

片
方
に
大
学
、
一
貫
教
育
校
な
ど
が
連
な

る
教
学
部
門
の
大
き
な
枝
が
張
り
出
し
、

も
う
片
方
に
塾
務
の
部
署
を
ま
と
め
る
要

と
し
て
塾
監
局
が
あ
り
、
こ
ち
ら
も
大
き

な
枝
を
形
成
し
て
い
る
。
組
織
と
し
て
の

塾
監
局
に
は
、
総
務
部
、
人
事
部
、
経
理

部
、
管
財
部
、
学
生
部
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　
建
物
と
し
て
の
塾
監
局
内
に
は
、
現
在

法
人
部
門
の
事
務
部
局
が
入
っ
て
い
る
。

　
大
正
時
代
に
建
て
ら
れ
た
塾
監
局
は
、

図
書
館
旧
館
の
よ
う
に
義
塾
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、

そ
の
古
色
を
帯
び
た
質
実
な
佇
ま
い
の
ま

ま
、
義
塾
を
静
か
に
支
え
る
存
在
と
し
て

義
塾
の
歴
史
を
見
つ
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

華
や
か
な
建
物
で
は
な
い
が

質
実
な
佇
ま
い
の
塾
監
局

現在の塾監局

塾監局 3階大教室（1926 年）
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