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ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

　
築
地
鉄
砲
洲
に

あ
っ
た
塾
舎
を
芝

新
銭
座
（
現
在
の

港
区
浜
松
町
）
に

移
し
慶
應
義
塾
と

命
名
し
た
の
は
、

１
５
０
年
前
の

１
８
６
８
（
慶
応

４
）
年
４
月
の
こ

と
。
政
治
、
経
済

か
ら
文
化
や
教
育

に
い
た
る
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
変
化
の

真
っ
只
中
の
時
代

で
あ
り
、
５
カ
月

後
に
は
年
号
が
明

治
に
変
わ
る
。
こ
の
移
転
と
命
名
は
、
10

年
前
に
創
立
さ
れ
た
福
澤
諭
吉
の
小
さ
な

蘭
学
塾
が
、
現
在
の
慶
應
義
塾
へ
と
飛
躍

す
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　
な
ぜ
な
ら
命
名
直
後
に
発
表
さ
れ
た

﹃
慶
應
義
塾
之
記
﹄
に
お
い
て
、
慶
應
義

塾
は
福
澤
の
私
塾
で
は
な
く
、
洋
学
を
志

す
同
志
が
自
発
的
に
結
社
を
つ
く
っ
て
経

営
す
る
近
代
学
校
と
し
て
発
足
し
た
こ
と

と
、
士
族
、
民
間
を
問
わ
ず
志
の
あ
る
も

の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
義
塾
之
記
に
﹁
彼か

の
共
立
学

校
の
制
に
倣
い
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ

と
か
ら
、福
澤
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
﹁
義
塾
﹂

と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
私
立
学
校
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
、
西

洋
の
共
立
学
校
の
制
度
に
倣
っ
て
組
織
・

運
営
さ
れ
た
。

　
な
お
義
塾
と
い
う
呼
称
は
、
そ
れ
以
前

に
も
ま
れ
に
使
用
例
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、

慶
應
義
塾
が
き
っ
か
け
で
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
全
国
各
地
の
私
立
学
校
で

好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。

　
ま
た
﹁
慶
應
﹂
と
つ
け
た
の
は
﹁
創
立

の
年
号
に
取
て
仮
に
慶
應
義
塾
と
名な
づ

く
﹂

と
あ
り
、
そ
の
時
点
で
﹁
仮
に
﹂
と
あ
る

よ
う
に
、
ご
く
シ
ン
プ
ル
な
命
名
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
年
９
月
に
年
号
が

明
治
に
改
め
ら
れ
た
後
も
慶
應
の
名
は
変

え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
福

澤
が
明
治
新
政
府
か
ら
の
度
重
な
る
招
し
ょ
う
へ
い聘

に
一
貫
し
て
応
じ
な
か
っ
た
態
度
に
絡
め

て
非
難
す
る
声
も
あ
っ
た
が
、
福
澤
は
そ

ん
な
声
を
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
。
自
由

に
発
言
で
き
る
民
に
あ
っ
て
こ
そ
、
福
澤

の
存
在
は
意
味
が
あ
る
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
に
倣
っ
た

近
代
的
な
学
校
、”義
塾
“誕
生

”慶
應
義
塾
“命
名
か
ら
１
５
０
年

〜
慶
応
か
ら
明
治
へ
、維
新
の
年
の
福
澤
諭
吉
〜

徳
川
幕
府
か
ら
王
政
の
新
政
府
へ
と
政
権
が
移
っ
た
１
８
６
８
年
は
、

創
立
10
年
を
迎
え
た
福
澤
の
私
塾
が
飛
躍
の
礎
を
築
い
た
年
で
も
あ
る
。

芝
新
銭
座
へ
の
移
転
を
機
に
、
洋
学
を
志
す
同
志
が
結
社
を
つ
く
っ
て
経
営
す
る
近
代
的
な
教
育
機
関
へ
と
進
化
し
、

そ
の
名
も
”慶
應
義
塾
“と
命
名
さ
れ
た
。
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の
こ
と
を
﹁
上
野
に
大
戦
争
が
始
ま
っ
て
、

そ
の
前
後
は
江
戸
市
中
の
芝
居
も
寄
席
も

見
世
物
も
料
理
茶
屋
も
み
な
休
ん
で
し
ま

っ
て
、
八
百
八
町
は
真
の
闇
、
何
が
何
や

ら
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の
混
乱
﹂
と
語
っ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
講
義

の
ほ
う
が
大
切
だ
っ
た
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
の
立
役
者
と
い

わ
れ
る
西
郷
隆
盛
と
福
澤
諭
吉
は
、
面
識

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
お
互
い
を
高
く
評

価
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

　﹁
西
郷
の
死
は
憐
れ
む
べ
し
。
之
を
死

地
に
陥
れ
た
る
も
の
は
政
府
な
り
﹂

　
福
澤
が
１
８
７
７
（
明
治
10
）
年
、
西

南
戦
争
直
後
に
書
い
た
﹃
丁て
い
ち
ゅ
う

丑
公
論
﹄
の

一
文
で
あ
る
。
福
澤
は
、
西
郷
の
人
格
・

思
想
を
、士
族
の
気
風
や
﹁
文
明
の
精
神
﹂

を
持
つ
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
、
西
南

戦
争
の
決
起
を
専
制
政
治
に
﹁
抵
抗
す
る

精
神
﹂
に
よ
る
も
の
と
強
く
弁
護
し
て
い

る
。
そ
し
て
士
族
を
貧
窮
に
追
い
込
ん
だ

明
治
政
府
に
こ
そ
、
反
乱
勃
発
の
責
任
が

あ
る
と
指
弾
し
、
西
郷
を
死
な
せ
た
の
は

明
治
政
府
で
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

　
命
名
後
わ
ず
か
数
カ
月
で
年
号
が
変
わ

る
ほ
ど
に
、
幕
藩
体
制
か
ら
王
政
維
新
へ

と
政
治
の
大
転
換
の
年
に
あ
っ
て
も
、
福

澤
の
学
問
へ
の
情
熱
は
、
首
尾
一
貫
し
て

び
く
と
も
揺
る
が
な
か
っ
た
。
移
転
直
後

の
５
月
に
は
、
江
戸
城
の
開
城
を
不
満
と

す
る
一
部
の
旧
幕
臣
が
上
野
の
山
に
立
て

こ
も
り
、
官
軍
が
攻
撃
を
開
始
。
そ
の
銃

声
が
聞
こ
え
、
市
中
は
俄が

然ぜ
ん

騒
然
と
す
る

な
か
、
福
澤
は
毎
週
土
曜
日
に
開
講
さ
れ

て
い
た
経
済
書
の
講
義
を
悠
然
と
続
け
た
。

世
の
中
が
ど
う
あ
れ
、
学
問
教
育
を
尊
重

す
る
姿
勢
を
塾
生
に
伝
え
た
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
も
と
に
、
義
塾
で
は
５
月
15
日
を

﹁
福
澤
先
生
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
経
済
書
講
述

記
念
日
﹂
と
し
、
毎
年
三
田
演
説
館
で
記

念
講
演
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
の
ち
に
福
澤
は
﹃
福
翁
自
伝
﹄
で
当
時

　
教
育
者
、
軍
人
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
西

郷
の
生
き
方
に
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
時
事
新
報
の
記
者
が

埋
も
れ
て
い
た
同
文
書
を
福
澤
宅
で
発
見

し
、
公
表
し
た
の
は
１
９
０
１
（
明
治

34
）
年
の
福
澤
病
没
の
直
前
で
あ
る
。
書

い
た
も
の
の
、
こ
れ
を
西
南
戦
争
直
後
に

発
表
す
る
に
は
、
影
響
が
大
き
す
ぎ
る
と

判
断
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
西
郷
は
、
福
澤
の
著
作
を
愛
読

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
郷
里

鹿
児
島
の
書
生
に
慶
應
義
塾
へ
の
入
学
を

促
し
た
り
、
弟
子
に
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄

を
読
む
よ
う
に
勧
め
た
り
し
て
い
た
。
福

澤
の
思
想
に
共
感
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

　
教
育
者
・
思
想
家
の
福
澤
諭
吉
、
政
治

家
・
軍
人
の
西
郷
隆
盛
。
立
場
は
違
え
ど
、

動
乱
の
幕
末
か
ら
明
治
を
、
自
ら
の
信
念

を
譲
る
こ
と
な
く
貫
き
通
し
た
２
人
に
は
、

相
通
じ
る
強
い
意
志
を
感
じ
る
。

激
動
の
年
、戦
争
の
さ
な
か
で
も

講
義
は
い
つ
も
通
り
に

西
郷
隆
盛
の「
抵
抗
の
精
神
」を

高
く
評
価
し
て
い
た
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