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ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス　

近
代
以
前
の
日
本
で
は
正
式
な
意
見
表

明
は
文
書
化
す
る
こ
と
が
ル
ー
ル
で
あ
り
、

口
頭
で
述
べ
る
意
見
は
軽
く
考
え
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
明
治
維
新
を
経
て
日
本

で
も
議
会
設
立
の
機
運
が
高
ま
り
、
口
頭

で
の
意
見
表
明
は
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て

い
た
。
西
洋
の“speech”

の
概
念
を
体
得

し
て
い
た
福
澤
諭
吉
は
、
ま
ず
こ
の
言
葉

に
「
演
説
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
。「
演

説
と
は
英
語
に
て
『
ス
ピ
イ
チ
』
と
云
ひ
、

大
勢
の
人
を
会
し
て
説
を
述
べ
、
席
上
に

て
我
思
ふ
所
を
人
に
伝
う
る
の
法
な
り
」

（『
学
問
の
す
ゝ
め
』
十
二
編
）。

　

次
に
、
慶
應
義
塾
の
門
下
生
ら
と
演
説

の
実
践
の
た
め
の
方
法
論
を
「
開
発
」
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
小
幡
篤
次
郎
、

小
泉
信
吉
な
ど
そ
う
そ
う
た
る
メ
ン
バ
ー

が
集
ま
っ
た
。
彼
ら
は
話
し
方
の
基
本
的

な
技
術
・
ス
タ
イ
ル
か
ら
模
索
し
、
時
に

は
互
い
に
滑
稽
に
聞
こ
え
る
や
り
と
り
が

あ
っ
た
た
め
か
メ
ン
バ
ー
間
で
「
決
し
て

笑
ひ
出
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
約
束
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
試
行
錯
誤
を
重

ね
な
が
ら
、
や
が
て
演
説
や
議
論
の
決
ま

り
事
を
定
め
て
い
き
、
日
本
語
に
よ
る
演

説
の
ス
タ
イ
ル
を
磨
き
上
げ
て
い
っ
た
。

　

１
８
７
４
（
明
治
7
）
年
、
彼
ら
は
三

田
演
説
会
を
組
織
し
て
「
演
説
」
を
一
般

に
も
公
開
。
翌
年
に
は
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス

内
に
日
本
初
の
演
説
会
堂
と
し
て
演
説

館
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
演
説
や
討
論

の
方
法
に
つ
い
て
の
本
や
規
則
を
公
表

し
、
や
が
て
慶
應
義
塾
発
の
「
演
説
」

は
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

三
田
演
説
会
の
発
足

言
論
が
社
会
を
動
か
す
時
代
へ

　

明
治
10
年
代
前
半
は
、
憲
法
制
定
や
国

会
開
設
を
訴
え
る
自
由
民
権
運
動
の
高
ま

り
に
よ
っ
て
、
全
国
で
演
説
会
活
動
が
活

発
化
し
て
い
た
。
当
時
の
演
説
者
や
演
説

結
社
の
記
録
を
見
る
と
、
塾
員
が
多
く
、

こ
の
「
演
説
の
時
代
」
に
お
い
て
三
田
演

説
会
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
初
期
の
帝
国
議
会
に
お
い

て
も
、
尾
崎
行
雄
、
犬
養
毅
、
井
上
角
五

郎
な
ど
、
塾
員
が
論
戦
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と

な
っ
て
い
た
。

　

と
は
い
え
、
三
田
演
説
会
は
決
し
て
政

治
的
な
言
論
に
偏
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

学
術
的
な
演
説
会
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
た
。
細
菌
学
の
野
口
英
世
、
チ
ベ
ッ

ト
語
学
の
河
口
慧
海
、
地
震
学
の
大
森
房

マ
ニ
ュ
ア
ル
な
き
「
演
説
」

そ
の
方
法
論
の
模
索

「
三
田
演
説
会
」１
５
０
周
年

今
で
は
誰
も
が
使
う
「
演
説
」
と
い
う
言
葉
は
、
福
澤
諭
吉
が
英
語
の “speech” 

の
翻
訳
語
と
し
て
編
み
出
し
た
。

「
演
説
」
を
教
育
の
一
環
と
し
て
取
り
入
れ
た
福
澤
は
、
慶
應
義
塾
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
々
に
も
公
開
す
る
こ
と
を
決
め
、

福
澤
と
そ
の
門
下
生
に
よ
っ
て
１
８
７
４
（
明
治
7
）
年
に
組
織
さ
れ
た
の
が
「
三
田
演
説
会
」
で
あ
る
。

今
年
は
そ
の
発
足
か
ら
１
５
０
周
年
。「
演
説
」
の
理
想
を
振
り
返
り
、
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
を
考
え
た
い
。

三田演説会は毎年異なるテーマ
で講演を行う。幅広い層の聴講
者が集まる（写真は2023年）
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演
説
の
力
を
最
後
ま
で
信
じ
て
い
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
次
第
に
演
説
結

社
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
が
加
え
ら
れ
、

三
田
演
説
会
も
日
中
戦
争
中
の
１
９
３
９

（
昭
和
14
）
年
の
開
催
を
最
後
に
中
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
演
説
会
」
の
今
と
こ
れ
か
ら

言
葉
の
力
を
伝
え
続
け
る
意
志

　

戦
後
、
日
本
が
独
立
国
と
し
て
再
出
発

す
る
こ
と
に
な
っ
た
１
９
５
１
（
昭
和

26
）
年
に
三
田
演
説
会
も
復
活
し
、
以
来
、

脈
々
と
慶
應
義
塾
に
お
け
る
「
演
説
」
の

伝
統
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
現
在
は
毎
年

12
月
に
主
に
義
塾
の
教
員
や
塾
員
な
ど
が

演
説
を
行
う
機
会
と
な
っ
て
お
り
、
広
く

一
般
の
聴
講
者
も
募
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

今
年
２
０
２
４
年
に
三
田
演
説
会
発
足
１

５
０
周
年
を
迎
え
た
。

吉
な
ど
、
国
際
的
に
も
活
躍
す
る
当
時
の

各
界
第
一
人
者
を
招
い
て
い
る
。

　

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
、
尾
崎
行

雄
を
中
心
と
す
る
憲
政
擁
護
運
動
が
桂
太

郎
内
閣
を
総
辞
職
に
追
い
込
む
な
ど
、
自

由
民
権
運
動
と
同
様
に
言
論
の
力
が
社
会

を
動
か
す
時
代
と
な
っ
た
。
第
一
次
世
界

大
戦
へ
の
参
戦
も
あ
っ
て
日
本
が
国
際
社

会
に
お
い
て
地
位
を
高
め
て
い
く
と
、
三

田
演
説
会
の
演
題
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ

ア
な
ど
国
際
情
勢
に
関
す
る
も
の
が
多
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
昭
和
初
期
、
五
・
一
五
事
件
や

二
・
二
六
事
件
な
ど
の
ク
ー
デ
タ
ー
事
件

を
経
て
軍
部
の
独
走
が
進
む
と
、
今
度
は

言
論
の
力
へ
の
警
戒
感
が
高
ま
っ
た
。五
・

一
五
事
件
で
首
相
官
邸
に
押
し
入
っ
て
銃

を
向
け
る
青
年
将
校
た
ち
に
「
話
せ
ば
わ

か
る
」
と
言
い
放
っ
た
犬
養
毅
は
言
論
＝

　

か
つ
て
福
澤
が
広
め
た
訳
語
に
は
「
演

説
」
の
ほ
か
に“debate”

の
「
弁
論
・
討
論
」

が
あ
る
。
大
学
公
認
学
生
団
体
で
あ
る
辯

論
部
（
弁
論
部
）
が
毎
年
演
説
館
に
て
開

催
す
る
弁
論
大
会
も
福
澤
が
思
い
描
い
た

言
論
の
力
を
受
け
継
ぐ
存
在
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
演
説
館
で
学
生
主
導
の
「
留
学

生
に
よ
る
日
本
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス

ト
」
が
開
催
さ
れ
、
演
説
を
行
う
・
聴
く

機
会
を
多
く
の
人
に
開
放
す
る
と
い
う
福

澤
の
理
念
が
引
き
継
が
れ
、
国
際
化
社
会

に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
進
化
し
て
い
る
。

　

情
報
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
現
在
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ

ー
ル
を
使
え
ば
誰
も
が
自
身
の
意
見
や
主

張
を
簡
単
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
膨
大
な
情
報
が
あ

ふ
れ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
、
モ
ニ
タ
ー

画
面
に
映
る
断
片
的
な
情
報
を
追
う
だ
け

で
は
多
様
な
価
値
観
を
十
分
に
理
解
す
る

こ
と
は
難
し
く
、実
際
に
「
炎
上
」「
分
断
」

と
い
っ
た
弊
害
も
生
じ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
今
だ
か
ら
こ
そ
、
演
説
者
の
一

挙
一
動
や
表
情
の
変
化
を
見
つ
め
、
会
場

の
人
々
と
空
気
感
と
時
間
を
共
有
し
な
が

ら
真
摯
に
考
え
る
、
福
澤
が
理
想
と
し
て

描
い
た
「
演
説
」
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て

か
み
し
め
た
い
。

三田演説館

2024年度三田演説会

1875（明治8）年に三田演説会の

専用演説ホールとして造られた

建物。国の重要文化財に指定さ

れている。今日でも三田演説会

や名誉博士称号授与式・講演会

の開催などに使用されている。

そのそばには福澤諭吉の胸像が

置かれている。

（通常時内部は非公開）

例年12月に開催。開催概要が決

まりしだい慶應義塾Webサイト

にてお知らせする。一般の方も

聴講可能（要予約）。

三田演説会の詳細


