
武蔵野にまつわる歴史を楽しみながら学ぶ

理
想
に
燃
え
た
教
育
者
、中
村
春は
る
じ二

親
友
た
ち
の
支
援
で
独
自
の
教
育
を
展
開

　

成
蹊
学
園
の
創
立
者
、中
村
春
二
は
明
治

10（
１
８
７
７
）
年
に
東
京
の
神
田
猿
楽
町
に

生
ま
れ
ま
し
た
。春
二
は
東
京
帝
国
大
学
文

科
大
学
国
文
科
に
在
籍
し
て
い
る
と
き
か
ら
、

曹
洞
宗
第
一中
学
林（
現
・
世
田
谷
学
園
）で

講
師
を
し
て
お
り
、卒
業
後
は
い
く
つ
か
の
学

校
で
教
鞭べ
ん

を
執
って
き
ま
し
た
。し
か
し
春
二

に
は
、当
時
の
教
育
が
決
め
ら
れ
た
内
容
を
詰

め
込
む
画一的
な
教
育
に
思
え
、ま
た
、貧
し
い

家
庭
の
子
ど
も
で
は
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い

状
況
を
憂
い
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
た
春
二
は
、子
ど
も

た
ち
の
個
性
を
伸
ば
し
、貧
し
い
子
ど
も
た
ち

に
も
教
育
の
機
会
を
与
え
る
私
塾
「
成
蹊
園
」

を
明
治
39（
１
９
０
６
）
年
、開
塾
し
ま
し
た
。

春
二
は
弱
冠
29
歳
。財
政
的
に
彼
を
支
援
し

た
の
は
、高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
時
代

の
友
人
、今
村
繁
三
と
岩
崎
小
弥
太
で
し
た
。

今
村
は
今
村
銀
行
の
、岩
崎
は
三
菱
財
閥
の
跡

継
ぎ
で
あ
り
、と
も
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
欧

州
の
先
進
的
な
教
育
を
体
験
し
て
い
ま
し
た
。

二
人
は
春
二
の
教
育
理
念
に
共
感
し
、「
成
蹊

園
」の
開
塾
以
降
、有
形
無
形
の
援
助
を
し
て

い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

人
間
形
成
に
重
き
を
置
い
た
春
二
の
教

育
は
、後
に
「
成
蹊
教
育
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
そ
の
評
価
は
次
第
に
高
ま
り
、明
治
45

（
１
９
１
２
）
年
に
は
、教
育
の
充
実
を
図
る
た

め
に
「
成
蹊
実
務
学
校
」
を
創
立
し
ま
す
。そ

の
後
も
、春
二
は
中
学
校
や
尋
常
小
学
校
、実

業
専
門
学
校
、女
学
校
を
創
設
し
て
い
き
ま
し

た
。

　
「
誰
の
心
の
奥
底
に
も
尊
い
心
が
あ
る
。向

上
の
精
神
を
持
ち
続
け
心
の
力
を
発
揮
で
き

れ
ば
、大
き
な
社
会
貢
献
が
で
き
る
」

　

そ
の
信
念
を
持
ち
、教
育
を
実
践
し
て
い
く

な
か
で
春
二
は
「
成
蹊
教
育
会
」
を
立
ち
上

げ
、自
ら
の
教
育
法
を
全
国
に
広
げ
て
い
き
ま

し
た
。

武蔵野市の大学の歴史を訪ねて「成蹊学園」編

吉
祥
寺
に
緑
豊
か
な
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持
ち
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
を
備
え
る

成
蹊
学
園
は
今
年
で
創
立
１
０
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
個
性
と
自
由
を
重
ん
じ

る
「
成
蹊
教
育
」
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
開
花
し
ま
し
た
。
理
想
の
教
育

を
追
求
し
た
中
村
春
二
と
彼
を
支
え
た
人
々
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
、
人
間
の
心
の
奥

底
に
持
っ
て
い
る
尊
い
心
を
引
き
出
す
人
間
教
育
は
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

個性と自由を尊重する成蹊教育で
尊い心を磨きながら人間を育ててきた100年
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国
際
化
や
情
報
化
な
ど
現
代
の
要
請
に
応
え
る

「
新
・
成
蹊
創
造
プ
ラ
ン
」
を
実
施

　

春
二
の
展
開
し
た
成
蹊
教
育
は
、や
は
り
個

性
尊
重
や
少
人
数
教
育
を
掲
げ
た
ほ
か
の
新
し

い
教
育
と
と
も
に「
大
正
自
由
教
育
」と
呼
ば

れ
ま
し
た
。世
の
中
も
、一部
の
藩
閥
層
が
支
配

す
る
専
制
的
な
体
制
を
打
ち
壊
そ
う
と
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
湧
い
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、大

正
７（
１
９
１
８
）年
の
第一次
世
界
大
戦
の
終
結

を
機
に
世
界
は
大
不
況
へ
と
突
入
。新
し
い
教
育

の
理
想
に
燃
え
た
春
二
も
学
校
経
営
の
苦
難
に

遭
い
な
が
ら
、病
を
患
って
い
き
ま
す
。そ
し
て
、

大
正
13（
１
９
２
４
）年
に
は
春
二
が
逝
去
す
る

と
い
う
悲
痛
な
事
態
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　

奮
起
し
た
の
は
春
二
と
は
十
代
か
ら
の
親

友
で
あ
り
、三
菱
財
閥
の
総
帥
で
あ
っ
た
岩
崎

小
弥
太
で
し
た
。岩
崎
は
、同
年
に
多
額
の
資

金
を
投
じ
て
吉
祥
寺
に
約
８
万
坪
の
敷
地
を

用
意
し
、鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
の
校
舎
を
建
て
、

中村春二は個性と自由を尊重した人
間教育を実践するために、独自の教育
法を考案しました。成蹊学園では今も、
春二の理念を受け継ぎながら、現代に
合ったかたちでの成蹊教育を実践して
います。

女
学
校
以
外
の
各
学
校
を
池
袋
か
ら
移
転
さ

せ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、昭
和
に
元
号
を
変
え
た
日
本
は
国

際
社
会
と
の
溝
を
深
め
て
い
き
ま
す
。太
平
洋

戦
争
が
始
ま
り
、昭
和
18（
１
９
４
３
）年
６
月

に
は
学
園
内
の
体
育
館
に
軍
需
工
場
と
し
て

三
菱
電
機
成
蹊
工
場
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

生
徒
た
ち
は
、こ
の
工
場
や
陸
軍
立
川
獣
医
資

材
廠し
ょ
う

、海
軍
技
術
研
究
所
な
ど
に
学
徒
動
員

さ
れ
ま
し
た
。昭
和
19（
１
９
４
４
）年
の
秋
に

は
陸
軍
航
空
本
部
が
成
蹊
学
園
本
館
を
接
収

し
、学
園
の
敷
地
に
は
敵
の
爆
撃
を
迎
え
撃
つ

高
射
砲
が
配
備
さ
れ
、空
襲
の
度
に
爆
音
を
た

て
な
が
ら
砲
弾
が
発
射
さ
れ
ま
し
た
。昭
和

20（
１
９
４
５
）
年
８
月
15
日
に
戦
争
は
終
わ

り
ま
し
た
が
、そ
の
後
も
、三
菱
財
閥
の
解
体
、

理
事
長
だっ
た
岩
崎
小
弥
太
の
死
去
、財
政
難

な
ど
苦
し
い
時
期
が
続
き
ま
し
た
。

　

戦
後
、成
蹊
学
園
の
大
き
な
決
断
は
、昭
和

24（
１
９
４
９
）
年
の
大
学
設
置
で
す
。昭
和

22
年
に
施
行
さ
れ
た
学
校
基
本
法
に
よ
って
、

日
本
の
学
制
は
６・３・３・４
年
制
と
な
り
、時

代
に
合
致
し
た
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
べ
く
、

成
蹊
学
園
は
、大
学
設
置
を
決
断
し
、成
蹊
大

学
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

成
蹊
大
学
で
は
地
域
と
の
関
係
を
大
切
に

し
て
き
ま
し
た
。昭
和
37（
１
９
６
２
）年
の
市

政
講
座
への
協
力
や
昭
和
56（
１
９
８
１
）年
か

ら
の
シ
ル
バ
ー
聴
講
生
の
受
け
入
れ
、そ
し
て

現
在
は
地
域
自
由
大
学
に
参
加
し
、講
座
を

開
い
て
い
ま
す
。ま
た
学
部
の
授
業
で
は
、市
の

地
域
づ
く
り
施
策
を
研
究
す
る
ゼ
ミ
を
設
け

た
り
、学
生
た
ち
も
地
域
イ
ベン
ト
に
積
極
的

に
協
力
し
て
い
ま
す
。　

　

今
年
は
、中
村
春
二
が
成
蹊
実
務
学
校
を

創
立
し
て
か
ら
１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。こ
の

間
世
の
中
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。そ

ん
な
変
化
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、春
二
の
提
唱

し
た
、人
間
性
を
大
切
に
し
、個
性
を
伸
ば

す
「
成
蹊
教
育
」
が
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。成
蹊
学
園
で
は
現
代
の
要
請
に
応
え

る
成
蹊
教
育
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

平
成
16（
２
０
０
4
）
年
か
ら
「
新
・
成
蹊
創

造
プ
ラ
ン
」
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。小
学
校

で
の
28
人
・
４
学
級
制
の
導
入
、奨
学
金
制
度

の
拡
充
、国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
の
開
設
、大
学
で

の
新
し
い
学
部
・
学
科
開
設
と
成
蹊
教
養
カ

リ
キ
ュラ
ム
の
導
入
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
変
革
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。成
蹊
学
園
の
挑
戦
は
今

も
続
い
て
い
る
の
で
す
。

中村春二は教室での勉強だけでなく、課外で
の体験や作業も大切にしました。現在、小学校、
中学校では「夏の学校」として、登山や自然観
察を行い、体を鍛えながら大自然に親しみます。

今

「凝
ぎょうねん

念」。中村春二が考案したこの精神集中法
は、現在も変わらず小学校、中学・高校で実
践されています。 吉祥寺に移設当時の成蹊学園。

本館は現在と同じ建物。

昔

むさしの今昔物語
〜成蹊学園の巻〜
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