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ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス　

福
澤
諭
吉
が
築
地
鉄
砲
洲
に
開
い
た

「
福
澤
塾
」
は
、１
８
６
８
（
慶
応
４
）
年
、

芝
新
銭
座
移
転
後
に
「
慶
應
義
塾
」
と
名

を
変
え
、
明
治
維
新
を
経
て
現
在
の
三
田

キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
で
近
代
の
教
育
機
関
と

し
て
新
た
な
ス
タ
ー

ト
を
切
っ
た
。

　

そ
の
間
、
福
澤
の

名
声
が
高
ま
る
に
つ

れ
「
ぜ
ひ
福
澤
先
生

に
子
ど
も
を
預
け
た

い
」
と
い
う
要
望
が

多
く
寄
せ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の

中
に
は
か
な
り
年
少

の
者
も
い
た
た
め
、

一
般
の
塾
生

と
同
じ
教
室

で
教
え
る
こ

と
に
は
限
界

が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず

12
歳
か
ら
16

歳
の
塾
生
を

対
象
と
し
た

寄
宿
舎
「
童
子
局
」
が
作
ら
れ
た
。
福
澤

は
さ
ら
に
年
少
の
塾
生
の
教
育
を
、
か
つ

て
慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
紀
伊
和
歌
山
出
身

の
柔
術
の
達
人
で
英
語
教
師
だ
っ
た
和
田

義
郎
に
託
し
た
。
１
８
７
４
（
明
治
７
）

年
よ
り
三
田
構
内
に
あ
る
和
田
の
自
宅
を

通
称
「
和
田
塾
」
と
し
て
子
ど
も
た
ち
数

名
を
寄
宿
さ
せ
、
夫
人
で
あ
る
喜
佐
や
妹

の
秀
と
共
に
教
育
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の

「
和
田
塾
」
が
現
在
の
幼
稚
舎
の
始
ま
り

で
、
そ
の
後
「
幼
年
局
」
な
ど
の
名
を
経

て
、「
幼
稚
舎
」
と
い
う
名
称
と
な
っ
た
の

は
１
８
８
０
（
明
治
13
）
年
頃
だ
っ
た
。

こ
の
幼
稚
舎
は
日
本
で
最
も
古
い
私
立
小

学
校
の
一
つ
で
あ
る
。

福
澤
の
教
育
観
を
映
し
た

草
創
期
の
幼
稚
舎
の
教
育

　
「
和
田
塾
」
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の

幼
稚
舎
の
教
育
は
、
一
貫
し
て
福
澤
諭
吉

の
教
育
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
福
澤

は
「
教
育
の
力
は
唯
人
の
天
賦
を
発
達
せ

し
む
る
の
み
」、
す
な
わ
ち
一
人
一
人
の

生
ま
れ
つ
き
の
才
能
を
伸
ば
す
こ
と
が
教

育
の
目
的
と
考
え
て
い
た
。
教
員
と
塾
生

が
苦
楽
を
共
に
し
て
お
互
い
に
学
び
合
う

「
半
学
半
教
」
の
精
神
も
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
だ
。
も
う
一
つ
福
澤
が
初
等
教

育
で
重
視
し
て
い
た
考
え
は
「
ま
ず
獣
身

日
本
最
古
の
私
立
小
学
校
の
一つ

「
慶
應
義
塾
幼
稚
舎
」

義
塾
一
貫
教
育
の
原
点「
幼
稚
舎
１
５
０
年
」

１
８
５
８
（
安
政
５
）
年
、
福
澤
諭
吉
が
築
地
鉄
砲
洲
に
「
福
澤
塾
」
を
開
い
て
か
ら
16
年
後
、

福
澤
の
高
弟
で
あ
る
和
田
義
郎
が
三
田
の
慶
應
義
塾
構
内
で
幼
年
の
塾
生
の
た
め
の
「
和
田
塾
」
を
始
め
た
。

こ
れ
が
慶
應
義
塾
幼
稚
舎
の
始
ま
り
で
あ
り
、
今
年
は
ち
ょ
う
ど
創
立
１
５
０
周
年
の
節
目
と
な
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
幼
稚
舎
誕
生
の
経
緯
と
長
い
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
た
幼
稚
舎
な
ら
で
は
の
教
育
の
特
色
を
概
観
。

あ
ら
た
め
て
一
貫
教
育
の
原
点
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
現
在
と
未
来
に
つ
い
て
展
望
す
る
。

幼稚舎の前身である三田山上の「和田塾」　　
三田メディアセンター提供

明治 8、9 年頃　慶應義塾三田構内図
右下、門の付近に「和田」の表示が見える
三田メディアセンター提供
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の
学
制
が
「
幼
稚
舎
・
普
通
学
科
・
大
学

科
」
と
改
め
ら
れ
、
つ
い
に
一
貫
教
育
が

完
成
。
最
初
の
６
年
間
を
受
け
持
つ
幼
稚

舎
は
、「
６
年
間
担
任
持
ち
上
が
り
制
」
と

「
教
科
別
専
科
制
」
が
教
育
の
特
色
で
あ

る
。
現
在
の
幼
稚
舎
で
は
ク
ラ
ス
担
任
が

国
語
、
社
会
、
算
数
、
総
合
（
生
活
）
な

ど
の
教
科
を
教
え
、
理
科
や
芸
術
系
の
教

科
、
英
語
、
情
報
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専

科
教
員
が
指
導
し
て
い
る
。
担
任
持
ち
上

が
り
制
に
関
し
て
は
以
前
よ
り
賛
否
両
論

あ
っ
た
が
、
一
人
の
担
任
教
員
が
子
ど
も

の
成
長
を
長
い
目
で
見
守
り
つ
つ
、
複
数

の
専
科
教
員
が
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
子

ど
も
た
ち
の
学
び
を
支
え
て
い
る
。

　

近
年
は
国
際
教
育
の
充
実
も
幼
稚
舎
教

育
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
の
ド
ラ

ゴ
ン
ス
ク
ー
ル
と
は
１
９
９
５
年
か
ら
交

流
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
他
、
英
国
で
の
サ

マ
ー
ス
ク
ー
ル
や
慶
應
義
塾
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
学
院
の
寮
を
利
用
し
た
米
国
で
の
国
際

交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
も
実
施
し
、
多
く

の
子
ど
も
た
ち
が
語
学
だ
け
で
な
く
異
文

化
を
学
ん
で
い
る
。

「
幼
稚
舎
１
５
０
年
」で
考
え
る

慶
應
義
塾
一
貫
教
育
の
未
来

　

幼
稚
舎
は
現
在
の
慶
應
義
塾
一
貫
教
育

を
成
し
て
の
ち
に
人
心
を
養
ふ
」
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
幼
少
期
に
ま
ず
は
丈
夫
な
体
を

つ
く
り
、そ
れ
か
ら
精
神
、知
育
へ
と
徐
々

に
移
行
し
て
い
く
こ
と
が
良
い
と
説
い
た
。

柔
術
の
達
人
で
、
温
和
な
人
柄
と
伝
え
ら

れ
る
和
田
は
そ
う
し
た
福
澤
の
初
等
教
育

観
に
最
適
な
人
材
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

草
創
期
の
幼
稚
舎
で
は
、
時
に
は
子
ど
も

た
ち
に
技
を
か
け
ら
れ
な
が
ら
、
和
田
自

身
が
柔
術
を
指
導
し
て
い
た
。

　

大
正
半
ば
頃
か
ら
幼
稚
舎
で
は
体
育
の

授
業
以
外
に
、
林
間
学
校
、
海
浜
学
校
、

海
上
旅
行
な
ど
、
自
然
環
境
の

中
で
心
身
を
養
い
、
鍛
え
る
校

外
学
習
が
加
わ
っ
た
。
い
ず
れ

も
10
日
ほ
ど
の
日
程
で
、
現
地

の
地
理
や
歴
史
な
ど
の
学
習
も

行
っ
て
い
た
。
現
在
の
幼
稚
舎

で
も
年
間
を
通
じ
て
、
多
彩
な

ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
遠
足
・
宿
泊

行
事
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
心

身
と
も
に
健
康
な
子
ど
も
た
ち

を
育
て
る
伝
統
は
今
で
も
変
わ

ら
ず
に
続
い
て
い
る
。

一
貫
教
育
の
完
成
と
と
も
に

さ
ら
に
進
化
し
た
幼
稚
舎
教
育

　

１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
に
慶
應
義
塾

校
の
中
で
最
古
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
。

今
年
は
そ
の
前
身
で
あ
る
「
和
田
塾
」
開

設
か
ら
１
５
０
年
と
な
る
節
目
の
年
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
佐
藤
可
士
和
氏
が
「
幼

稚
舎
１
５
０
周
年
」
記
念
ロ
ゴ
の
デ
ザ
イ

ン
を
し
た
。
佐
藤
氏
に
よ
る
と
「
教
職
員
、

卒
業
生
、
在
校
生
な
ど
幼
稚
舎
に
関
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
す
べ
て
の
方
々
が
、
違
い
を

認
め
合
い
な
が
ら
共
生
し
て
輝
い
て
い

る
」
幼
稚
舎
１
５
０
年
の
歴
史
を
象
徴
す

る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
だ
と
い
う
。

　

明
治
維
新
の
激
動
期
を
駆
け
抜
け
た
福

澤
諭
吉
の
初
等
教
育
に
対
す
る
思
い
を
現

在
も
色
濃
く
受
け
継
ぐ
幼
稚
舎
。
時
代
が

大
き
く
動
い
て
い
る
21
世
紀
の
今
、
あ
ら

た
め
て
そ
の
原
点
と
１
５
０
年
の
歩
み
を

振
り
返
る
こ
と
は
、
幼
稚
舎
か
ら
大
学
・

大
学
院
に
至
る
ま
で
の
慶
應
義
塾
一
貫
教

育
の
「
こ
れ
か
ら
」
を
考
え
る
契
機
と
な

る
だ
ろ
う
。

大正 10 年 日光での夏季林間学校の様子
『慶應義塾幼稚舎百二十年のあゆみ　解説本』より転載

慶應義塾幼稚舎 150 周年記念ロゴ
幼稚舎提供


