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は
じ
め
に
│
『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』
に
つ
い
て

　

た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
大
日
方
で
す
。
こ
れ
が
、
今
お
話
に
あ
り
ま
し
た
最
新
刊
の
『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』
で
、
二

か
月
前
に
出
た
ば
か
り
の
岩
波
文
庫
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
大
隈
重
信
、
以
下
、
大
隈
さ
ん
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
が
、
大
隈
さ
ん
の
考
え
や
思
い
を
手
近
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
本
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
福
沢
諭
吉
に
つ
い
て
は
、
自
伝
を
含
め
て
、
文
庫
本
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
同
志
社
を
つ
く
っ
た
新
島
襄
も
、

ち
ゃ
ん
と
自
伝
と
か
書
簡
集
と
か
が
文
庫
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
早
稲
田
を
つ
く
り
、
し
か
も
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
大

隈
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
読
む
べ
き
本
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
手
ご
ろ
な
本
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
知
り
た
く
て
も
な
か
な
か
知
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

〔「
大
隈
祭
」
に
お
け
る
講
演
活
動
〕

大
隈
重
信
は
何
を
語
っ
た
か

│
│ 『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』
を
読
む 

│
│

大
日
方　

純　

夫
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こ
れ
か
ら
お
話
し
し
ま
す
よ
う
に
、
も
と
も
と
大
隈
さ
ん
は
演
説
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
活
動
し
て
い
た
当
時
は
、
い
ろ
い

ろ
本
が
出
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
手
に
入
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
昨
年
の
一
二
月
、
幸

い
岩
波
書
店
の
方
か
ら
「
文
庫
本
に
し
な
い
か
」
と
い
う
お
話
が
あ
り
、
早
稲
田
大
学
と
し
て
も
、「
ぜ
ひ
実
現
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、

理
事
会
の
決
定
を
経
、
さ
ら
に
早
稲
田
大
学
校
友
会
の
非
常
に
強
い
協
力
を
い
た
だ
い
て
、「
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
全
学
の
卒
業
生
に

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
よ
う
」
と
決
定
し
て
い
た
だ
き
、
こ
の
三
月
、
ま
ず
は
最
初
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
次
第
で
す
。

　

私
が
こ
こ
に
持
っ
て
お
り
ま
す
の
は
市
販
本
で
、
表
紙
は
栃
木
県
宇
都
宮
の
会
場
で
「
東
西
文
明
の
調
和
」
を
演
説
中
の
大
隈
さ
ん
で

す
。
し
か
し
、
卒
業
生
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
も
の
に
は
、
違
う
表
紙
カ
バ
ー
が
掛
け
て
あ
り
ま
す
。
創
立
三
〇
周
年
の
際
、
早
稲
田
大
学

の
「
教
旨
」
を
宣
言
し
た
と
き
の
大
隈
さ
ん
が
表
紙
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
大
隈
さ
ん
の
生
涯
と
年
ご
と
の
演
説
・
談
話
・
論
説
の
数
を
記
し
た
も
の
を
つ
け

て
お
き
ま
し
た
（
後
掲
）。
大
隈
さ
ん
の
演
説
・
談
話
と
し
て
、
あ
る
い
は
論
説
と
し
て
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
数
で
す
。
合

計
す
る
と
二
二
〇
〇
に
な
り
ま
す
。
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
実
は
も
っ
と
膨
大
な
数
に
な
り
ま
す
。

本
と
か
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
数
で
す
。
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
一
番
数
が
多
い
の
は
日
露
戦
後
で
す
。
一
九
〇

七
年
に
憲
政
本
党
の
総
理
を
辞
任
し
、
早
稲
田
の
総
長
に
就
任
し
た
あ
た
り
か
ら
、
ど
っ
と
増
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、

大
体
、
大
正
初
め
く
ら
い
ま
で
の
と
こ
ろ
に
、
大
量
の
演
説
・
談
話
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
日
は
、
若
い
と
き
で
は
な
く
、
六
〇
歳
前
後
か
ら
八
〇
歳
代
に
か
け
て
の
時
期
、
大
隈
さ
ん
が
何
を
語
っ
た
か
を
お
話
し
し

な
が
ら
、
当
時
の
時
代
の
様
子
を
探
り
、
私
た
ち
が
ど
ん
な
こ
と
を
そ
こ
か
ら
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
本
に
は
、
大
隈
さ
ん
の
演
説
・
談
話
四
一
点
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
二
〇
〇
分
の
四
一
で
す
か
ら
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
と
い
う
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こ
と
で
、
入
れ
て
い
な
い
も
の
が
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
文
庫
本
で
は
、
採
用
し
た
四
一
点
を
テ
ー
マ
別
に
分
け
、
大
き
く
二
つ
に
区
切
っ

て
収
録
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
こ
の
本
を
使
っ
て
、
時
代
の
流
れ
を
追
い
な
が
ら
、
大
隈
さ
ん
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
こ
と
を
主
張

し
た
の
か
を
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅰ　

日
清
戦
争
後
の
演
説
・
談
話

（
１

）〝
政
党
政
治
家
〞
と
し
て

　

ま
ず
、
最
初
の
時
期
、
日
清
戦
争
後
の
時
期
で
す
。
ま
だ
ま
だ
演
説
の
数
は
少
な
い
で
す
が
、
こ
こ
で
は
三
つ
を
取
り
上
げ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
数
は
少
な
い
で
す
が
、
非
常
に
重
要
な
、
そ
の
後
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ
が
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
が
政
治
家
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
ず
、
政
府
を
去
っ
た
後
、
立
憲
改
進
党
の
党
首
と
し
て
活
動
し
、
そ
の
後
、
二

度
に
わ
た
っ
て
首
相
を
務
め
ま
し
た
。
最
初
の
首
相
の
時
期
は
、
政
党
政
治
家
と
い
う
こ
と
で
登
場
し
た
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
番
目
は
、
後
ほ
ど
ふ
れ
ま
す
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
政
党
が
バ
ッ
ク
に
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
、
政
党
政
治
家
と
い
う
よ
り
は
、
民
衆
政

治
家
と
し
て
登
場
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
点
で
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
一
九
〇
七
年
、
明
治
四
〇
年
あ
た
り
か
ら
の

大
隈
さ
ん
の
活
動
が
バ
ッ
ク
に
あ
り
、
そ
の
中
で
獲
得
し
た
人
気
と
い
う
か
、
民
衆
の
支
持
と
い
う
か
が
、
国
民
的
な
大
隈
フ
ァ
ン
を
生

み
出
し
、
そ
う
し
た
な
か
で
登
場
し
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
他
方
で
大
隈
さ
ん
は
外
務
大
臣
と
し
て
、
外
交
政
策
の
担
い
手
で
も
あ
り
ま
し
た
。
四
回
に
わ
た
っ
て
外
務
大
臣
を
務
め
て
い

ま
す
。
う
ち
二
回
は
外
務
大
臣
単
独
で
す
が
、
後
の
二
回
は
首
相
だ
っ
た
時
期
の
兼
任
で
す
。
こ
の
四
回
の
う
ち
の
二
番
目
の
時
期
の
演
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説
で
あ
る
「
外
交
の
方
針
」
を
、
こ
の
本
に
収
め
て
い
ま
す
。
一
八
九
七
年
に
衆
議
院
で
演
説
し
た
外
務
大
臣
と
し
て
の
演
説
で
す
が
、

そ
の
中
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
日
本
の
外
交
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
に
立
っ
て
政
策
立
案
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
述
べ
て
い

ま
す
。
一
貫
し
た
外
交
方
針
が
不
可
欠
だ
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
外
交
路
線
は
国
際
的
な
ル
ー
ル
に
沿
い
、
正
義
に
基
づ
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
と
、
国
際
的
な
信
頼
と
協
調
の
重
要
性
を
強
く
意
識
し
て
、

外
交
政
策
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２

）
東
京
専
門
学
校
の
創
立
者
と
し
て

　

そ
れ
か
ら
、
同
じ
一
八
九
七
年
、
外
務
大
臣
の
時
期
に
東
京
専
門
学
校
で
演
説
を
し
て
い
ま
す
。
東
京
専
門
学
校
、
つ
ま
り
現
在
の
早

稲
田
大
学
で
す
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
大
隈
さ
ん
は
そ
の
創
立
者
で
す
。
し
か
し
、
結
構
、
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
大
隈
さ
ん

は
「
校
長
だ
っ
た
」
と
か
、「
元
々
総
長
だ
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
大
隈
さ
ん
が
総
長

に
な
っ
た
の
は
ず
っ
と
後
の
話
で
す
。
大
隈
さ
ん
は
、
実
は
東
京
専
門
学
校
の
創
立
か
ら
一
五
年
間
、
公
式
行
事
に
出
て
き
て
い
な
い
。

こ
れ
が
早
稲
田
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

東
京
専
門
学
校
は
、
政
府
を
追
わ
れ
、
立
憲
改
進
党
を
つ
く
っ
た
人
た
ち
が
創
立
し
た
学
校
で
す
。
で
す
か
ら
、
妨
害
活
動
が
い
ろ
い

ろ
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
点
で
は
、
慶
應
や
同
志
社
と
は
違
い
ま
す
。「
政
治
家
が
つ
く
っ
た
学
校
だ
か
ら
、
何
か
た
く
ら
ん
で
い
る

だ
ろ
う
」
と
政
府
側
は
に
ら
む
わ
け
で
す
。「
謀
反
人
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
か
、「
改
進
党
の
子
飼
い
の
メ
ン
バ
ー

を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
か
に
ら
ま
れ
て
、
苦
難
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、「
学
問
の
独
立
」

を
は
っ
き
り
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
要
素
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
、
一
五
年
目
に
な
っ
て
初
め
て
正
式
の
儀
式
に
出
ま
し
た
。
こ
れ
は
卒
業
式
と
併
せ
て
開
催
さ
れ
た
創
立
一
五
周
年
の
記
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念
式
典
で
す
が
、
こ
こ
で
演
説
し
た
中
に
で
て
く
る
の
が
、
失
敗
を
恐
れ
る
な
、
落
胆
す
る
な
と
い
う
、
卒
業
生
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
す
。「
複
雑
な
る
社
会
」
で
「
勇
戦
奮
闘
す
る
初
陣
」
だ
。
社
会
に
は
「
種
々
の
敵
が
沢
山
」
い
る
。
だ
か
ら
、「
必
ず
失
敗
す
る
。
随

分
失
敗
す
る
」、
し
か
し
、
失
敗
に
落
胆
す
る
な
。
た
び
た
び
失
敗
す
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
切
な
経
験
を
得
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
、

失
敗
を
恐
れ
る
な
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
後
で
、
創
立
に
つ
い
て
の
理
念
を
語
っ
て
い
ま
す
。

（
３

）
女
子
教
育
の
支
援
者
と
し
て

　

さ
て
、
三
番
目
は
、〝
朝
ド
ラ
〞
の
世
界
で
す
。
先
般
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
あ
さ
が
来
た
」
で
は
、

高
橋
英
樹
が
大
隈
さ
ん
を
、
松
坂
慶
子
が
綾
子
夫
人
を
演
じ
ま
し
た
。
そ
の
ド
ラ
マ
に
か
か
わ
る
事
実
関
係
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

　

こ
れ
も
同
じ
年
、
外
務
大
臣
を
務
め
て
い
る
一
八
九
七
年
の
こ
と
で
す
。
こ
の
と
き
、
大
隈
さ
ん
は
日
本
女
子
大
学
の
設
立
運
動
を
進

め
て
い
た
成
瀬
仁
蔵
と
出
会
い
、
援
助
を
約
束
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
発
起
人
会
に
参
加
し
、
そ
の
創
立
披
露
会
で
成
瀬
に
つ
づ
い
て
賛

成
演
説
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
男
女
複
本
位
論
」
で
、
非
常
に
面
白
い
演
説
で
す
。
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
日
本
は
こ

れ
ま
で
単
本
位
だ
っ
た
。
国
民
と
い
う
の
は
男
だ
け
だ
っ
た
。
女
子
は
た
だ
服
従
の
義
務
と
い
う
本
位
を
守
ら
せ
ら
れ
て
き
た
。
服
従
主

義
と
い
う
単
本
位
主
義
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
こ
れ
を
変
え
て
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
と
き
、
貨
幣
制
度
の
面
で
金
本
位
制
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
代
状
況
を
バ
ッ
ク
に
お
き
な
が
ら
、
金
銀
複

本
位
の
、
男
女
が
複
合
し
た
社
会
を
作
ろ
う
と
、
比
喩
を
こ
め
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
す
。
今
風
に
言
う
と
、「
男
女
共
同
参
画
社
会
が

必
要
だ
」
と
い
う
主
張
に
な
る
で
し
ょ
う
。
女
性
も
ち
ゃ
ん
と
教
育
を
受
け
、
社
会
の
こ
と
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
主
体
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
時
代
を
超
え
た
大
隈
さ
ん
の
発
想
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
、
大
隈
さ
ん
は
設
立
委
員
長
に
な
り
、
日
本
女
子
大
学
に
対
す
る
支
援
を
継
続
し
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
演
説
し
た
り
、
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メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
り
し
て
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

以
上
、
日
清
戦
争
後
の
時
期
の
大
隈
さ
ん
の
演
説
か
ら
、
政
治
家
と
し
て
の
外
交
政
策
、
早
稲
田
大
学
の
創
立
者
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
、
女
子
教
育
の
支
援
者
と
し
て
の
発
言
の
三
つ
を
紹
介
し
ま
し
た
。

Ⅱ　

日
露
戦
争
後
〜
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
演
説
・
談
話

（
１

）〝
民
衆
政
治
家
〞
と
し
て

①
憲
政
本
党
の
総
理
辞
任
│
政
治
活
動
の
第
一
線
か
ら
退
く

　

さ
て
、
今
日
の
話
の
中
心
は
、
日
露
戦
争
の
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
期
に
か
け
て
で
す
。
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
の
時
期
に
当

た
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
、
七
〇
歳
か
ら
八
〇
歳
近
い
時
期
に
、
盛
ん
に
演
説
・
談
話
を
し
て
い
ま
す
。「
七
〇
、
八
〇
で
引
退
か
」
と

い
う
と
、「
い
や
、そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
大
隈
さ
ん
の
ス
タ
ン
ス
で
す
。「
一
二
五
歳
ま
で
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
、「
私
は
ず
っ

と
若
者
だ
」
と
主
張
し
続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
大
隈
さ
ん
が
、
あ
る
事
情
か
ら
政
党
党
首
を
リ
タ
イ
ア
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
の
演
説
が
、
こ
の
本
の
中
に
収
め
て
あ
る
「〔
憲
政
本
党
〕
総
理
退
任
の
辞
」
で
、
一
九
〇
七
年
一
月
二
〇
日
の
演
説
で
す
。

こ
の
演
説
は
、
非
常
に
含
蓄
に
富
ん
だ
複
雑
な
演
説
で
す
。
喜
ん
で
退
任
し
た
と
勘
違
い
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
に
は
、
憲
政
本
党
の

内
部
に
軍
拡
容
認
・
積
極
主
義
へ
と
路
線
変
更
を
は
か
る
改
革
派
が
お
こ
っ
て
き
て
、
大
隈
さ
ん
が
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
た
と
い
う
の
が

真
相
で
す
。

　

で
す
か
ら
、「
退
任
の
辞
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
は
、
生
涯
、
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
を
決
し
て
や
め
な
い
と
言
う
わ
け
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で
す
。
政
治
家
を
辞
め
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
総
理
、
党
首
は
退
く
と
述
べ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
演
説
の
中
で
、
日
露
戦
後
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
国
民
が
非
常
な
困
難
に
陥
る
時
が
必
ず
く
る
と
予
言
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

戦
争
は
終
わ
っ
た
け
れ
ど
も
、
増
税
が
続
い
て
、
そ
れ
が
国
民
生
活
の
困
難
を
招
く
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
後
も
ま
た
触
れ
ま
す
が
、
戦

争
や
軍
備
拡
張
と
増
税
の
関
係
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
、
大
隈
演
説
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

こ
の
演
説
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
由
党
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
一
九
〇
〇
年
は
憲
政
史
・
政
党
史
に
と
っ
て
大
き

な
転
換
だ
と
述
べ
て
い
る
点
で
す
。
自
由
民
権
運
動
は
、
自
由
党
と
立
憲
改
進
党
と
い
う
二
つ
の
政
党
が
中
心
に
な
っ
て
推
進
し
た
わ
け

で
す
が
、
自
由
党
は
、
一
九
〇
〇
年
に
立
憲
政
友
会
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
体
制
化
し
た
と
い
う
言
い
方
が
い
い
か
ど
う
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
大
き
な
節
目
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
自
由
党
消
滅
の
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
依
然
政
党
と
し
て

抵
抗
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

三
点
目
は
、
こ
れ
も
こ
の
後
、
引
き
続
き
主
張
し
て
い
く
点
で
す
が
、
立
憲
的
国
民
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
国
民
の
政
治
思
想
が
乏
し
け
れ
ば
、
政
治
は
ち
ゃ
ん
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
国
民
に
対
す
る
教
育
の

必
要
性
を
提
起
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
演
説
の
最
後
に
、
自
分
に
と
っ
て
政
治
は
生
命
で
あ
り
、
一
生
、
政
治
活
動
を
続
け
る
と
宣
言
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
総

理
退
任
に
よ
り
、
公
式
に
早
稲
田
大
学
の
総
長
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
隈
さ
ん
は
政
党
の
党
首
は
退
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
政
治
に
関
す
る
発
言
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し

て
い
ま
す
。
こ
の
本
の
中
に
は
、
政
治
に
関
す
る
発
言
を
四
つ
ほ
ど
入
れ
て
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
一
九
一
二
年
、
ち
ょ
う
ど
明
治
末
年
で
す
が
、「
選
挙
人
に
与
う
」
と
題
す
る
も
の
で
、
演
説
で
は
な
く
論
説
で
す
。
総
選

挙
を
前
に
し
て
発
表
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
選
挙
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
買
収
と
か
利
益
誘
導
と
か
警
察
の
干
渉
と
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か
が
あ
る
と
、
選
挙
の
意
義
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
、
国
民
に
対
す
る
「
立
憲
的
訓
練
」
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
棄
権
は
国
政
参
加
の
「
鍵
」
を
放
棄
す
る
こ
と
だ
と
し
て
、
選
挙
の
意
味
を
強
調
し
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
現
在
の
私
た
ち

も
ま
た
、
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
て
い
ま
す
。
選
挙
、
そ
し
て
政
治
と
い
う
こ
と
で
は
、
国
民
の
政
治
参
加
の
重
要
な
チ
ャ
ン
ス
で
す
の

で
、
選
挙
と
国
民
の
関
係
に
関
す
る
大
隈
さ
ん
の
主
張
を
、
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第

で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
翌
年
、
一
九
一
三
年
二
月
に
発
表
し
た
の
が
、「
勢
力
の
中
心
を
議
会
に
移
す
べ
し
」
と
い
う
論
説
で
す
。
こ
れ
は
、
一

九
一
二
年
、
ち
ょ
う
ど
「
明
治
」
か
ら
「
大
正
」
に
変
わ
っ
た
時
期
で
す
が
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
憲
政
擁
護
運
動
に
関
連
す
る
も
の

で
す
。
特
定
の
薩
長
藩
閥
政
治
家
が
政
治
を
牛
耳
っ
た
り
、
官
僚
が
政
治
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
議
会
や
政
党
を
中
心
と
す
る
政
治
を

実
現
す
べ
き
だ
と
い
う
運
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
大
隈
さ
ん
も
、
こ
の
護
憲
運
動
の
展
開
に
期
待
を
寄
せ
な
が
ら
、「
閥
族
」
は
「
瓦
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
必
然
的
な

見
通
し
と
し
て
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
政
党
の
力
も
薄
弱
だ
と
し
て
、「
国
民
の
代
表
機
関
た
る
議
会
」
に
も
と
づ
く
内
閣
を
作
る

こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
政
党
内
閣
を
主
張
し
続
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
民
衆
政
治
家
大
隈
さ

ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
内
閣
を
組
織
│
政
治
の
最
前
線
に
た
つ

　

さ
て
、
こ
う
し
て
政
治
の
第
一
線
か
ら
は
退
い
て
い
ま
し
た
が
、
ま
た
再
び
政
治
の
最
前
線
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
二
次

大
隈
内
閣
の
成
立
で
す
。
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
の
時
期
に
当
た
り
ま
す
。
一
九
一
四
年
四
月
か
ら
一
六
年
一
〇
月
ま
で
、
首
相
を
つ
と

め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
、
護
憲
運
動
で
桂
内
閣
が
倒
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
山
本
内
閣
が
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成
立
し
ま
す
が
、
こ
の
内
閣
も
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
で
ま
た
倒
れ
ま
す
。
民
衆
の
声
が
高
ま
っ
て
、
内
閣
は
二
回
に
わ
た
っ
て
退
陣
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
に
ま
た
藩
閥
政
治
家
を
出
し
た
ら
、
ま
た
倒
さ
れ
て
危
な
い
と
元
老
た
ち
は
考
え
ま
し
た
。
で
は
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
で
、

大
隈
さ
ん
が
〝
登
用
〞
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
民
衆
の
支
持
、
あ
る
い
は
強
力
な
民
衆
的
パ
ワ
ー
を
持
っ
た
大
隈
さ
ん
が
登

場
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
生
ま
れ
て
き
た
。
い
わ
ば
民
衆
政
治
家
と
し
て
政
府
を
組
織
し
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

こ
う
し
て
一
九
一
四
年
四
月
に
首
相
に
就
任
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
大
隈
さ
ん
が
、
六
月
、
早
稲
田
大
学
の
教
授
講
師
慰
労
会
で
、

総
長
と
し
て
演
説
し
ま
す
。

　

ま
ず
、「
七
十
七
歳
の
老
人
」
を
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
当
た
ら
せ
る
と
は
、
な
ん
と
も
青
年
・
壮
年
に
意
気
地
が
な
い
と
、
一
言
苦
情

を
述
べ
て
は
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
や
る
気
満
々
の
心
境
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
こ
の
演
説
の
主
題
が
「
政
治
趣
味

の
涵
養
」、
つ
ま
り
「
政
治
趣
味
」
を
養
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
点
で
す
。

　

政
治
を
芝
居
に
た
と
え
て
、
政
治
に
も
「
見
物
人
の
目
」
が
大
事
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
批
評
家
が
ち
ゃ
ん
と
し
な
い
と
、
芝
居
は
よ

く
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
面
白
い
芝
居
で
は
な
く
、
良
い
芝
居
に
す
る
た
め
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
劇
評
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
評
論

家
が
き
ち
ん
と
コ
メ
ン
ト
し
て
く
れ
れ
ば
、
芝
居
や
劇
も
良
く
な
る
。
政
治
も
同
じ
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
国
民
が
政
治
を
自
分
の
も
の
と
し
て
論
議
し
、
批
評
す
る
よ
う
な
社
会
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
、
政
治
は
良
く
な
ら
な
い
。

政
治
は
「
国
民
の
反
響
」
で
あ
り
、
国
民
が
幼
稚
な
ら
政
治
家
も
堕
落
す
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、「
真
の
国
民
」
を
つ
く
る

た
め
に
は
、
国
民
に
対
す
る
政
治
教
育
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
で
、
大
隈
さ
ん
が
展
開
す
る
二
つ
の
活
動
、
政
治

と
教
育
と
は
連
携
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

こ
れ
と
関
わ
っ
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
、
大
隈
さ
ん
が
様
々
な
本
を
出
版
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
民
の
教
養
を
養
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う
た
め
の
本
を
出
そ
う
と
し
て
、
出
版
活
動
を
非
常
に
意
欲
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

一
九
一
五
年
三
月
に
行
っ
た
演
説
が
、「
憲
政
に
於
け
る
輿
論
の
勢
力
」
で
す
。こ
れ
は
、大
隈
記
念
館
の
中
で
肉
声
が
聞
け
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
実
際
に
生
の
声
で
し
ゃ
べ
っ
た
も
の
と
、
こ
の
本
に
入
っ
て
い
る
も
の
と
は
、
若
干
違
い
が
あ
り
ま

す
。
本
の
方
は
肉
声
か
ら
起
こ
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
活
字
化
さ
れ
た
も
の
を
採
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
ず
れ
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
趣
旨
は
同
じ
で
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
帝
国
議
会
開
設
か
ら
二
五
年
に
も
な
る
の
に
、
ま
だ
選
挙
が
不
完
全
だ
と
述
べ
て
い
る
点
で
す
。
こ
こ
で
も
、
世
論
を

政
治
家
が
ち
ゃ
ん
と
導
く
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
、
議
会
を
左
右
す
る
「
鍵
」
を
握
る
の
は
国
民
で
あ
り
、
国
民
の
「
覚
醒
」
を
促
す
こ

と
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
選
挙
の
意
味
、
憲
政
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
時
期
、
大
隈
さ
ん
は
七
七
歳
と
か
な
り
高
齢
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
現
役
と
い
う
こ
と
で
、
大
隈
さ
ん
を
首
相
の
座
に
つ
け

た
元
老
た
ち
の
思
惑
を
裏
切
っ
て
、
大
隈
内
閣
は
予
想
外
の
長
期
政
権
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
隈
さ
ん
は
、
日
清
戦
後
か
ら
日
露
戦
後
に
か
け
て
政
治
活
動
を
展
開
し
な
が
ら
、
国
民
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
続

け
た
の
で
す
。

【
補
注
】　

一
九
一
四
年
一
二
月
、
大
隈
内
閣
の
も
と
で
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
翌
一
五
年
三
月
、
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
演
説
「
憲
政
に
於
け
る
輿
論

の
勢
力
」
は
、
こ
の
選
挙
に
先
立
つ
三
月
二
日
、
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
ん
で
各
地
に
送
ら
れ
た
も
の
で
、
大
々
的
な
選
挙
戦
の
結
果
、
大
隈
与
党

は
大
勝
利
し
た
。
し
か
し
、
選
挙
後
、
内
務
大
臣
大
浦
兼
武
に
よ
る
選
挙
干
渉
が
問
題
と
な
り
、
大
浦
は
辞
表
を
提
出
。
大
隈
以
下
の
閣
僚
も
辞

表
を
提
出
し
た
が
、
元
老
か
ら
の
留
任
勧
告
に
よ
り
内
閣
を
改
造
し
て
留
任
し
た
。
結
果
と
し
て
、「
選
挙
人
に
与
う
」（
前
掲
）
で
主
張
し
た
こ

と
と
背
反
す
る
事
態
を
当
の
大
隈
内
閣
が
招
来
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
（『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』「
解
題
」）。
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（
２

）
早
稲
田
大
学
総
長
と
し
て

　

つ
ぎ
に
、
総
長
と
し
て
語
っ
た
こ
と
に
う
つ
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
、
つ
ね
づ
ね
自
分
は
も
と
も
と
教
育
が
好
き
だ
っ
た
、
教
育
は
「
生

来
の
嗜
好
」
だ
と
語
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
幕
末
の
時
期
、
佐
賀
藩
が
長
崎
に
開
設
し
た
致
遠
館
で
教
鞭
を
取
り
、
そ
れ
か
ら
東
京
専

門
学
校
を
つ
く
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
総
長
に
就
任
し
て
、
以
後
、
亡
く
な
る
一
九
二
二
年
一
月
ま
で
、
総
長
に
在
任
し
て
い
ま
す
。

　

一
九
一
三
年
一
〇
月
一
七
日
、
早
稲
田
大
学
創
立
三
〇
年
祝
典
で
、
大
隈
さ
ん
は
総
長
と
し
て
早
稲
田
大
学
の
「
教
旨
」
を
宣
言
し
ま

す
。
そ
こ
で
は
、「
建
学
の
本
旨
」
と
し
て
、「
学
問
の
独
立
」、「
学
問
の
活
用
」、「
模
範
国
民
の
造
就
」
の
三
つ
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

早
稲
田
大
学
は
、
現
在
、
創
立
一
五
〇
周
年
に
向
け
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
二
〇

三
二
年
と
い
う
こ
と
で
、
だ
い
ぶ
先
の
話
で
す
が
、
そ
の
基
本
的
な
柱
が
、
こ
の
大
隈
演
説
に
あ
る
の
で
す
。
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
大
隈

さ
ん
の
演
説
、
宣
言
を
現
代
の
中
で
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
早
稲
田
の
さ
ら
な
る
発
展
を
図
ろ
う
と
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
３

）「
東
亜
平
和
」
論
の
提
唱
者
と
し
て

　

さ
て
、
こ
う
し
て
政
治
面
、
教
育
面
で
活
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
大
隈
さ
ん
は
こ
の
時
期
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、「
東
亜
の
平
和
」
と
い
う
こ
と
で
、
ア
ジ
ア
の
平
和
を
ど
う
つ
く
る
か
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
ま
す
。
一
九
〇
四
年
一
〇
月
、

日
露
戦
争
最
中
の
時
期
に
当
た
り
ま
す
が
、
早
稲
田
大
学
の
学
生
が
組
織
し
た
清
韓
協
会
で
演
説
し
て
い
ま
す
。「
東
亜
の
平
和
を
論
ず
」

と
い
う
演
説
で
す
。
こ
れ
は
、「
大
隈
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
も
呼
ば
れ
る
有
名
な
演
説
で
す
。「
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ロ
ー
主
義
」、
つ
ま
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
列
強
は
ア
ジ
ア
に
入
っ
て
き
て
勝
手
な
こ
と
を
す
る
な
と
い
う
主
張
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
列
強
が
中
国
分
割
を
す
る
こ
と
に
反

対
を
唱
え
た
論
説
・
演
説
で
す
。
同
時
に
、「
権
謀
術
策
」
で
は
「
国
際
的
道
義
」
が
成
り
立
た
な
い
と
し
て
、「
侵
略
論
」
に
反
対
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
「
外
交
の
基
本
方
針
」
に
も
関
わ
る
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
ア
ジ
ア
侵
略
、
あ
る
い
は
分
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割
に
強
く
反
対
す
る
立
場
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
何
回
か
、
こ
の
問
題
で
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
本
の
中
に
は
そ
の
三
番
目
の
も
の
、「
三
た
び
東
方
の
平
和
を
論
ず
」

も
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
中
国
に
対
す
る
支
援
は
日
本
の
「
天
職
」
だ
と
し
て
、
経
済
関
係
の
緊
密
化
を
踏
ま
え
た
日
中
の

〝
友
好
〞
が
不
可
欠
だ
と
強
く
主
張
し
て
い
ま
す
。
中
国
は
、
日
本
の
貿
易
の
最
大
の
顧
客
で
、
日
本
の
「
一
大
市
場
」
だ
か
ら
仲
良
く

し
よ
う
と
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
中
国
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、「
日
支
親
善
策
」
の
中
で
、
元
は
優
秀
な
「
天
才
国
」
だ
っ
た
け
れ
ど
も
「
中
毒
」
で
衰
え
て

し
ま
っ
た
の
で
、「
解
毒
剤
」
が
必
要
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
い
く
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
し
て
、

日
本
が
誘
導
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
手
助
け
を
し
て
や
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
平
和
、
ア
ジ
ア
外
交
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
繰
り
返
し
、
こ
の
時
期
、
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
補
注
】　

一
九
一
五
年
一
月
、
大
隈
内
閣
の
外
相
加
藤
高
明
は
、
中
華
民
国
大
総
統
の
袁
世
凱
に
対
し
、
日
本
の
権
益
拡
大
を
迫
っ
た
。
二
十
一
ヵ
条
要

求
で
あ
る
。
中
国
に
対
し
て
強
硬
論
を
展
開
し
て
い
た
新
聞
は
、
二
十
一
ヵ
条
要
求
当
時
も
、
中
国
保
全
を
繰
り
返
し
唱
え
て
い
た
。
中
国
が
西

洋
帝
国
主
義
に
対
し
て
保
全
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
の
独
立
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
戦
争
に
よ
っ
て
西
洋
帝
国

主
義
が
中
国
か
ら
一
時
後
退
し
た
機
会
に
、
日
本
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
中
国
に
帝
国
主
義
的
な
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
中
国
保
全
の
建
前
に

反
し
な
い
と
強
弁
さ
れ
、
日
本
の
行
動
を
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
論
理
で
正
当
化
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
中
国

に
対
す
る
二
十
一
ヵ
条
要
求
は
、
演
説
「
東
亜
の
平
和
を
論
ず
」
で
示
し
た
大
隈
ド
ク
ト
リ
ン
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
も
言
え
る
。

な
お
、
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
な
発
想
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
、
日
本
の
政
治
家
・
外
交
官
・
陸
軍
軍
人
な
ど
に
広
く
共
有

さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
（『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』「
解
題
」）。
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（
４

）
文
明
運
動
の
推
進
者
と
し
て

　

四
番
目
は
、「
文
明
運
動
の
推
進
者
」
と
し
て
、
で
す
。
一
九
〇
七
年
一
月
に
「
東
西
文
明
の
調
和
」
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
提
唱
し

ま
す
。

　

こ
の
年
一
二
月
、『
開
国
五
十
年
史
』
の
上
巻
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
隈
さ
ん
の
編
纂
、
つ
ま
り
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
出
さ
れ
た

本
で
す
。
翌
年
二
月
に
は
下
巻
が
出
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
「
東
西
文
明
の
調
和
」
を
提
唱
し
た
時
期
に
、『
開
国
五
十
年
史
』
の
編
纂
が
進

ん
で
お
り
、
こ
の
編
纂
過
程
で
得
た
捉
え
方
、
認
識
が
こ
の
よ
う
な
文
明
論
の
バ
ッ
ク
に
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
論
説
の
中
で
、
ア
ジ
ア
の
西
部
に
発
生
し
た
文
明
、
つ
ま
り
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
か
の
文
明
が
、
東
に
向
か
っ
て
き
た
。
東
洋
文
明

が
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
韓
国
を
経
て
日
本
に
到
達
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、
西
に
向
か
っ
た
文
明
、
中
東
地
域

か
ら
西
に
向
か
っ
た
文
明
が
西
洋
文
明
の
源
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
開
国
に
よ
っ
て
、
東
西
両
文
明
が
結
び
合

わ
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
大
変
な
混
乱
に
陥
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
五
〇
年
た
っ
て
調
和
し
て
き
た
。
世
界
の
す

べ
て
の
文
明
の
要
素
が
日
本
に
集
ま
っ
て
き
た
と
述
べ
る
わ
け
で
す
。

　

早
稲
田
大
学
校
歌
の
二
番
が
、
ま
さ
に
、
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。「
東
西
古
今
の
文
化
の
う
し
ほ　

一
つ
に
渦
巻
く
大
島
国
の
」
と
い

う
こ
と
で
、
大
隈
さ
ん
の
主
張
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
西
に
向
か
っ
た
文
明
と
東
に
移
っ
て
き
た
文
明
が
融
合
し
、
出
会
っ
た
。
そ
の
真
の
文
明
を
、
日
本
が
世
界
に
発
信
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
が
主
張
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
隈
さ
ん
は
こ
の
演
説
を
具
体
化
す
る
た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
大
日
本
文
明
協
会
と
い
う
組
織
を
作
っ
て
、

演
説
し
た
り
、
出
版
活
動
を
フ
ル
に
展
開
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
九
〇
八
年
に
早
稲
田
大
学
関
係
者
を
中
心
と
し
て
大

日
本
文
明
協
会
と
い
う
組
織
が
作
ら
れ
、
そ
の
会
長
に
大
隈
さ
ん
が
就
任
し
ま
す
。
こ
の
会
は
、「
国
民
知
識
の
向
上
進
歩
に
資
し
、
以
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て
東
西
文
明
の
調
和
融
合
を
計
」
る
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
て
い
ま
す
。「
開
国
進
取
の
国
是
」
に
も
と
づ
い
て
万
国
対
峙
の
文
明
競
争
が

始
ま
り
、
日
本
は
大
い
に
こ
れ
を
展
開
し
た
と
し
て
、
大
隈
さ
ん
も
講
演
活
動
を
各
地
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、『
大
日
本
文
明
協
会
叢
書
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
出
版
し
て
、
当
時
、
西
洋
で
出
た
ば
か
り
の
新
し
い
様
々
な
書
物
を
翻
訳

紹
介
す
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
人
々
が
読
ん
で
知
識
を
啓
発
す
る
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
を
、
大
々
的
に
展
開
し
て
い

き
ま
す
。
大
隈
さ
ん
が
存
命
中
だ
け
で
も
一
九
五
巻
が
翻
訳
・
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
初
期
ま
で
に
、
名
前
は
い
ろ
い
ろ
変
え
て
い
き

ま
す
が
、
三
〇
〇
冊
を
超
え
る
本
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
一
大
文
化
事
業
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
学
だ
け
で
な
く
、
広
く
社
会
に

対
し
て
文
化
・
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
、
そ
の
た
め
の
素
材
を
出
版
す
る
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

（
５

）
世
界
平
和
の
提
唱
者
と
し
て

　

大
日
本
文
明
協
会
の
会
長
と
し
て
の
活
動
と
あ
わ
せ
て
、
つ
ぎ
に
五
番
目
で
す
が
、
七
〇
歳
を
越
え
た
大
隈
さ
ん
は
、
一
九
一
〇
年
に

大
日
本
平
和
協
会
の
会
長
に
就
任
し
ま
す
。
第
二
代
の
会
長
で
す
。
こ
の
大
日
本
平
和
協
会
は
、
国
際
的
な
平
和
協
会
組
織
の
日
本
支
部

と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
大
隈
さ
ん
は
そ
の
会
長
に
な
っ
て
、
ま
ず
、
就
任
演
説
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
平
和
事
業

の
将
来
」
と
い
う
演
説
で
す
。

　

こ
の
中
で
、
日
露
戦
後
、
国
際
的
な
軍
備
拡
張
競
争
に
よ
っ
て
財
政
負
担
が
迫
っ
て
き
た
と
し
て
、
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
な
趣
旨
を
、

こ
こ
で
も
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
平
和
を
破
る
の
は
「
文
明
程
度
の
低
い
国
」
だ
と
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
文
明
の
普
及
活
動
が

必
要
だ
と
主
張
し
ま
す
。
先
に
取
り
上
げ
た
「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
発
想
を
、
こ
の
平
和
論
の
流
れ
の
な
か
と
ら
え
返
し
て
み
る
こ
と

も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
演
説
の
中
で
、
皮
膚
の
色
で
人
間
を
差
別
す
る
こ
と
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
今
日
に
通
ず
る
人
間
に
対
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す
る
見
方
と
い
う
か
、
国
際
平
和
に
関
す
る
考
え
方
が
芽
生
え
て
き
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

翌
年
の
論
説
「
余
が
平
和
主
義
の
立
脚
点
」
の
中
で
は
、
人
を
殺
す
こ
と
は
罪
悪
だ
と
し
て
、
一
日
も
早
く
人
を
殺
す
戦
争
は
廃
止
す

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。特
に
、「
武
装
的
平
和
」
は
、軍
備
拡
張
に
よ
っ
て
租
税
負
担
と
生
活
難
を
国
民
に
強
い
る
も
の
だ
と
し
て
、

軍
隊
を
解
散
し
て
生
産
事
業
に
振
り
向
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
国
際
紛
争
は
軍
事
力
で
は
な
く
、「
仲
裁
裁
判
」、

話
し
合
い
と
協
調
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
だ
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
、「
世
界
平
和
の
趨
勢
」
と
題
し
て
、
世
界
平
和
論
が
あ
ち
こ
ち
で
出
て
き
て
、「
平
和
の
曙
光
」
が
見
え
て
き

た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
軍
備
拡
張
に
よ
っ
て
財
政
負
担
は
限
界
に
達
し
、
国
民
生
活
は
限
界
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
と
し
て
、
戦
争
は
緊

密
化
し
た
経
済
関
係
を
破
壊
し
、
大
損
害
を
与
え
る
か
ら
、
容
易
に
は
行
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
、「
殺
人
器
の
進
歩
」、
つ
ま
り
、
武
器
の
進
歩
は
い
っ
そ
う
悲
惨
な
状
況
を
出
現
さ
せ
る
か
ら
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
考
え
る

よ
う
に
な
る
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
大
隈
さ
ん
の
時
期
に
は
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
原
爆
と
か
核
兵

器
と
か
い
う
も
の
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
こ
の
予
言
に
合
致
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
軍
備
競
争
は
「
馬
鹿
馬
鹿
し
き

こ
と
」
と
し
て
、「
大
陸
軍
」
の
削
減
、
つ
ま
り
軍
縮
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
平
和
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
の
は
、
実
は
大
隈
内
閣
の

時
期
で
す
。
現
実
に
は
戦
争
に
参
戦
し
た
。
し
か
し
、
平
和
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
研
究
者
に
言
わ
せ
る
と
、
皮
肉
か
ど
う

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
隈
さ
ん
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
っ
て
い
る
こ
と
と
行
っ
て
い
る

こ
と
が
、
確
か
に
矛
盾
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
現
実
主
義
と
理
想
主
義
を
両
睨
み
で
と
ら
え
て
い
る
と
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
実
の
中
で
縛
ら
れ
つ
つ
も
、
他
方
で
現
実
を
超
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え

る
わ
け
で
す
。
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理
想
を
掲
げ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
選
択
と
し
て
、
首
相
と
し
て
参
戦
を
選
ん
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
な
か
な

か
難
し
い
議
論
で
す
が
、
参
戦
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
和
を
主
張
し
て
い
る
意
味
自
体
は
重
要
だ
と
思
っ
て
、
紹
介
す
る
次
第
で
す
。

　

大
隈
内
閣
の
時
期
に
も
、
平
和
協
会
の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
の
で
、「
文
明
史
上
の
一
新
紀
元
」
と
か
、「
大
戦
乱
後
の
国
際
平
和
」

と
か
い
っ
た
論
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、
戦
争
の
弊
害
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
大
戦
が
起
こ
っ
た
の
は
、

「
民
族
的
国
家
」
の
「
膨
張
的
運
動
」、「
帝
国
主
義
」
に
よ
る
植
民
地
獲
得
競
争
が
原
因
だ
と
し
て
い
ま
す
。
世
界
大
戦
の
「
生
け
る
教
訓
」

は
「
帝
国
主
義
の
誤
謬
」
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
侵
略
や
他
民
族
抑
圧
を
克
服
す
る
こ
と
を
、
戦
争
の
教
訓
と
し
て
引

き
出
す
べ
き
だ
と
大
隈
さ
ん
は
捉
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

戦
後
を
見
据
え
る
形
で
、
一
九
一
五
年
、
当
時
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
平
和
会
に
、
日
本
の
平
和
協
会
の
会
長
と

し
て
お
祝
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
ま
す
。「
大
戦
乱
後
の
国
際
平
和
」
と
い
う
文
章
で
す
。
こ
の
中
で
も
、「
国
際
平
和
」
の
実
現

に
は
「
民
族
的
僻
見
の
除
去
」
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
利
害
だ
け
を
主
張
す
る
な
ら
、
対
立

は
克
服
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
。
今
日
に
も
通
じ
る
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
私
た
ち
は
そ
の
後
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
す
る
と
、
い
か
ん
せ
ん
、
大
隈
さ
ん
が
こ
う
主
張
し
た
そ

の
後
の
時
期
に
、
ま
た
ま
た
大
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
歴
史
の

悲
劇
性
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
隈
さ
ん
の
演
説
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
私
た
ち
が
や

は
り
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
す
。

【
補
注
】　

大
隈
は
演
説
「
平
和
事
業
の
将
来
」
で
万
国
平
和
協
会
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
会
は
、
一
八
九
九
年
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
提

唱
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
ハ
ー
グ
平
和
会
議
を
機
と
し
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
隈
が
こ
の
演
説
で
「
平
和
の
主
唱
者
は
平
和
の
攪
乱
者

で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
た
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。「
平
和
協
会
の
会
長
は
、
平
和
の
攪
乱
者
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
大
隈
の
言
葉
通
り
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（
皮
肉
に
も
）、
第
二
次
大
隈
内
閣
の
も
と
で
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
（『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』「
解
題
」）。
な
お
、
一
般
的
に

言
っ
て
、「
平
和
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
必
ず
し
も
戦
争
政
策
と
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
争
推
進
の
た
め
に
「
平
和
」
が
語
ら

れ
る
事
態
も
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
６

）
青
年
へ
の
期
待

　

さ
て
、
こ
う
し
て
大
隈
さ
ん
は
日
露
戦
争
後
の
時
期
、
様
々
な
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
す
で
に
七
〇
歳
を
超
え
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
青
年
へ
の
期
待
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
ま
す
。
菊
池
暁
汀
と
い
う
人
が
編
纂
し
た
『
青
年
訓
話
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
編
者
は
、
大
隈
さ
ん
の
青
年
へ
の
思
い
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

大
隈
伯
は
い
か
な
る
青
年
と
も
快
く
会
っ
て
論
議
し
、
一
た
び
青
年
問
題
に
関
し
て
口
を
開
け
ば
、
談
論
風
発
、
そ
の
所
論
は
実
に
的

確
で
あ
り
、
天
下
の
青
年
は
こ
ぞ
っ
て
耳
目
を
そ
ば
だ
て
、
こ
れ
を
傾
聴
す
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
各
雑
誌
の
記
者
が
取
材

し
た
大
隈
さ
ん
の
青
年
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
青
年
に
は
元
気
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
元
気
は
人
間
の

生
命
で
あ
り
、
こ
と
に
青
年
の
生
命
だ
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
目
的
を
持
て
、
立
身
出
世
の
た
め
に
は
、
一
歩
一
歩
努
力
を
し
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
、
青
年
に
対
し
て
未
来
を
展
望
す
る
た
め
の
示
唆
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
自
分
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
「
希
望
」
が
大
事
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
青
年
の
元
気
で
奮
闘
す
る
我
輩
の
一
日
」

で
は
、
大
隈
さ
ん
に
元
気
を
与
え
る
の
は
青
年
だ
と
語
っ
て
い
ま
す
。
希
望
を
持
て
、
希
望
さ
え
あ
れ
ば
「
老
朽
者
」
に
な
る
お
そ
れ
は

な
い
と
い
う
の
で
す
。

　
「
失
敗
す
れ
ば
い
よ
い
よ
奮
闘
努
力
を
続
行
す
る
」
と
し
て
、
一
度
や
二
度
の
失
敗
で
悲
観
す
る
な
、
我
輩
の
生
活
は
い
つ
も
希
望
が
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輝
い
て
い
る
と
述
べ
ま
す
。
非
常
に
楽
天
的
で
、
未
来
に
希
望
を
見
る
生
き
方
が
、
大
隈
さ
ん
の
生
き
方
な
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、「
青
年
の
天
下
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
は
、「
こ
の
世
界
は
諸
君
達
の
世
界
で
あ
る
」、「
我
輩
も
ま
た
日
本
の
青
年
で

あ
る
」
と
し
て
、
年
を
い
く
ら
取
っ
た
っ
て
、
青
年
の
意
気
に
か
わ
り
は
な
い
、「
我
輩
は
諸
君
の
友
達
だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
七
〇

代
の
大
隈
さ
ん
が
、
若
者
に
対
し
て
「
友
達
だ
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
失
敗
を
恐
れ
る
な
。「
七
た
び
転
ん
で
も
八
た
び
目
に
起

き
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
青
年
に
励
ま
し
を
送
り
ま
す
。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
衰
え
な
い
の
か
と
い
う
と
、「
何
事
も
楽
観
的
に
見
て
行
け
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、「
快
楽
的
に
観
察
」
す
れ

ば
、
何
事
に
も
興
味
が
湧
い
て
き
て
、
愉
快
に
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
て
、
大
隈
さ
ん
は
、
人
々
に
一
二
五
歳
ま
で
生
き
る
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
ま
す
。
現
在
の
高
齢
化
社
会
を
予
見
す

る
よ
う
な
、
生
涯
現
役
と
い
う
主
張
が
大
隈
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
若
者
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
高
齢
者
に
対
し
て
も
、
重
要
な
生
き
方
の
指
針
を
与
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
大
隈
は
耳
学
問
だ
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
違
う
と
、
異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
ま
す
。「
我
輩
の
知
識
吸
収
法
」
の
中

で
は
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
書
物
を
読
む
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
暇
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
間
、
酒
で
も
飲
ん
で
騒
ぐ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し

な
い
。
そ
れ
よ
り
か
読
書
を
す
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
酒
を
飲
む
暇
が
あ
っ
た
ら
本
を
読
め
、
と
い
う
の
で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
耳
の
痛
い
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
隈
さ
ん
は
、「
い
や
し
く
も
社
会
の
表
面
に
立
ち
て
活
動
せ
ん
と
欲
す
る
も

の
は
、
政
治
家
で
あ
れ
、
実
業
家
で
あ
れ
、
教
育
家
で
あ
れ
、
絶
え
ず
時
代
の
趨
勢
に
着
目
し
て
、
そ
の
消
長
変
遷
に
応
ず
る
だ
け
の
新

知
識
を
収
容
す
る
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
読
書
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
自
身
に
つ
い
て
も
、
耳
学
問
だ
け
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
踏
ま
え
る
か
ら
こ
そ
、
実
際
に
い
ろ
い
ろ
な
発
言
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点
で
、
こ
の
文
庫
本
を
作
る
の
は
、
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結
構
大
変
で
し
た
。
該
博
な
知
識
を
駆
使
し
た
大
隈
さ
ん
の
演
説
を
解
釈
、
解
読
す
る
た
め
に
は
、
単
に
演
説
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
分
か

ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
注
を
か
な
り
懇
切
に
付
け
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
勉
強
ば
か
り
し
て
い
て
も
、
だ
め
だ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。「
運
動
」
が
大
切
だ
と
言
う
の
で
す
。「
我
輩
は
運
動
が
大
好
き

だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
運
動
と
は
言
っ
て
も
、
大
隈
さ
ん
の
場
合
、
散
歩
が
中
心
で
す
が
、
運
動
は
人
間
に
と
っ
て
「
必
要
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
も
の
」
だ
と
し
て
い
ま
す
。

（
７

）
女
性
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

さ
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
の
文
庫
本
の
特
徴
は
、
若
者
と
あ
わ
せ
て
女
性
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
、
女

子
高
等
教
育
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
、
大
隈
さ
ん
は
こ
れ
に
つ
い
て
た
び
た
び
発
言
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
一
九
〇
五
年
五
月
の
談
話
で
す
が
、
女
性
に
対
す
る
教
育
を
大
い
に
促
進
す
べ
き
だ
、
女
性
の
地
位
向
上
が
必
要
だ
と
発
言

し
、
日
本
女
子
大
学
の
教
育
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
人
が
、
女
性
に
教
育
を
与
え
た
ら
、
生

意
気
に
な
っ
て
、
ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
大
隈
さ
ん
は
、
い
や
い
や
、
そ
ん

な
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
女
子
大
学
の
教
育
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
日
露
戦
後
で
す
が
、
女
性
こ
そ
が
国
民
の
基
礎
だ
、
社
会
参
加
の
た
め
に
は
、
実
業
思
想
の
普
及
が
必
要
だ
と
し
て
、
女
性

が
働
く
た
め
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
教
育
・
教
養
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
夫
婦
共
稼
ぎ
、
共
働
き
で
す
が
、
こ
れ
は
文
明
の
進
歩
に
と
も
な
っ
て
必
然
化
す
る
と
述
べ
、
女
性
の
労
働
へ
の
参
画
と
、

学
問
修
得
の
意
義
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
、
今
を
予
想
し
た
先
駆
的
な
発
言
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
あ
ら
た
め

て
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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さ
ら
に
、
少
し
後
の
一
九
一
八
年
の
論
説
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
は
、
人
類
に
と
っ
て
の
男
女
関
係
の
重
要
性
を
強
調
し
、
夫
婦

関
係
こ
そ
が
基
本
で
あ
り
、
愛
こ
そ
が
す
べ
て
の
本
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
男
・
女
の
縦
糸
・
横
糸
が
織
り
な
す
社
会
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
宗
教
や
歴
史
の
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
出
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
ま
す
。
西
洋
に
お
け
る
文
明
の
進
歩
、
あ
る
い
は
富
強
の

背
景
に
あ
る
の
は
、
女
性
の
社
会
参
加
だ
と
い
う
の
で
す
。「
進
化
の
法
則
」
に
沿
っ
て
す
す
む
べ
き
社
会
と
し
て
、
女
性
の
社
会
参
加

を
展
望
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
発
言

と
し
て
、
一
〇
〇
年
後
の
今
日
に
も
生
き
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

　

同
時
に
、
一
九
一
七
年
の
「
婦
人
問
題
解
決
の
急
務
」
の
中
で
は
、「
婦
人
問
題
」
が
大
問
題
に
な
る
の
で
、
き
ち
ん
と
し
た
研
究
が

必
要
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
両
性
関
係
に
関
す
る
研
究
が
非
常
に
弱
い
と
し
て
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
男
女
関
係
史
や
婚
姻

史
、
結
婚
の
歴
史
を
研
究
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
風
に
言
う
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
視
点
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
男
女
関
係
の
中
で
歴
史
を
見
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
先
見
的
な
主
張
と
も
な
り
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
夫
唱
婦
随
は

ア
ジ
ア
に
お
け
る
男
性
優
位
の
思
想
の
ル
ー
ツ
だ
と
述
べ
た
り
、
西
洋
で
も
古
代
は
女
性
が
男
性
の
権
力
の
下
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
と
述

べ
た
り
、「
婦
人
問
題
」
が
解
決
し
な
い
の
は
立
法
者
が
男
性
だ
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
る
点
で
す
。
法
律
を
作
る
の
が
男
だ
か
ら
問
題
が

解
決
し
な
い
。
こ
れ
は
、
女
性
の
政
治
参
加
が
必
要
だ
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
庫
本
を
三
月
に
出
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
同
僚
の
村
田
晶
子
先
生
か
ら
、「
三
月
に
早
稲
田
大
学
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研

究
所
か
ら
、『
早
稲
田
大
学
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
／
教
育
の
深
化
の
た
め
に　

早
稲
田
か
ら
の
発
信
』
と
い
う
本
を
出
し
、
そ
の
序
文
で

大
隈
の
女
子
教
育
談
を
取
り
上
げ
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ー
ル
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
た
だ
、
残
念
な
が
ら
こ
の
文
庫
本
が
出
た
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
こ
の
本
で
学
び
続
け
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
と
し
て
も
ち
ょ
っ
と
耳
の
痛
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、「
今
、
一
生
懸
命
、
女
性
教
職
員
を
増
や
し
た
り
、
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女
子
学
生
を
増
や
そ
う
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
隈
さ
ん
は
昔
か
ら
考
え
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
、
大
い
に
大

隈
さ
ん
の
当
時
の
発
言
と
か
、
あ
る
い
は
主
張
を
、
学
内
外
に
わ
た
っ
て
、
読
み
あ
る
い
は
学
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
村

田
先
生
は
私
に
メ
ー
ル
を
下
さ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

以
上
、
日
清
戦
後
か
ら
日
露
戦
後
に
か
け
て
の
大
隈
さ
ん
の
演
説
・
談
話
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

Ⅲ　

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
演
説
・
談
話

　

さ
て
、
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
大
隈
さ
ん
の
最
晩
年
に
当
た
る
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
演
説
・
談
話
に
つ
い
て
、
駆
け
足
に
な
り
ま
す

が
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
一
九
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
は
終
わ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
発
表
し
た
「
永
久
平
和
の
先
決
問
題
」
と
い
う
論
説
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
で
大
隈
さ
ん
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
教
訓
は
、
正
義
・
人
道
こ
そ
が
「
最
後
の
勝
利
者
」
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
こ
と
に
あ

る
と
し
て
、
民
族
自
決
は
天
賦
人
権
思
想
の
具
体
化
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
人
類
永
遠
の
平
和
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
が
合

理
的
で
有
効
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
中
国
の
春
秋
戦
国
時
代
を
思
い
起
こ
し
て
、「
覇
道
」
で
は
な
く
、「
王
道
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
先
ほ
ど
は
「
東
西
文
明
の
調
和
」
を
大
前
提
と
し
て
、
西
洋
文
明
を
受
け
入
れ
た
日
本
の
開
国
か
ら
五
〇
年
が
経
過
し
た

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
西
洋
だ
け
で
は
な
く
、
東
洋
の
そ
の
あ
り
方
を
再
評
価
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
隈
さ
ん
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
、
文
明
と
い
う
も
の
が
戦
争
を
起
こ
し
た
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

一
九
一
九
年
四
月
、
大
隈
さ
ん
は
早
稲
田
大
学
の
始
業
式
で
訓
示
を
し
ま
す
。
当
時
、
ま
だ
正
式
な
大
学
、
早
稲
田
大
学
と
は
な
っ
て
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い
な
く
て
、
専
門
学
校
令
に
よ
る
大
学
で
す
が
、
そ
の
訓
示
の
中
で
、
近
々
早
稲
田
も
正
式
に
大
学
に
な
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
う
な

れ
ば
、
私
立
で
あ
る
け
ど
も
帝
国
大
学
と
同
じ
よ
う
に
、
国
際
的
な
「
理
智
の
競
争
」
や
「
学
術
の
競
争
」
に
参
入
す
る
時
代
が
来
る
と

予
言
し
ま
す
。
そ
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
を
踏
ま
え
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
は
誤
っ
た
」
と
主
張
し
ま
す
。
文
明
、
文
明
と

言
う
が
、
実
は
そ
の
文
明
が
戦
争
を
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
は
ア
ジ
ア
に
あ
る
「
王
道
」
の
思
想
に
拠
り
所
を
も
と
め
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
読
み
取
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
事
実
上
、
早
稲
田
大
学
で
の
最
後
の
大
隈
さ
ん
の
演
説
と
な
り
ま
す
が
、
亡
く
な
る
前
年
、
一
九
二
一
年
の
四
月
、
始
業
式
に

際
し
て
演
説
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
専
門
が
分
か
れ
る
と
総
合
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
、
人
間
の
基
礎
、
社
会

の
基
礎
を
踏
ま
え
る
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
際
平
和
を
破
っ
て
戦
争
を
す
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
、「
文
明
・

文
化
は
人
殺
し
を
や
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
私
が
一
番
好
き
な
大
隈
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
我
輩
は
死
ぬ
ま
で
覇
気
を
失
わ
な
い
。

野
心
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
死
ぬ
。
死
ぬ
の
だ
。
そ
こ
で
、
一
生
自
己
の
力
あ
ら
ん
限
り
勉
強
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勉

強
を
続
け
て
い
く
と
、
初
め
は
一
向
で
き
な
い
も
の
も
、
大
器
晩
成
で
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
我
輩
は
何
だ
か
段
々
進
む
よ
う
だ
。
去

年
の
大
隈
よ
り
今
年
の
大
隈
の
方
が
物
知
り
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
来
年
は
、
ま
た
一
層
物
知
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
全
体
、
学

問
と
い
う
の
は
一
生
涯
の
事
業
で
あ
る
」、
と
述
べ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
が
八
三
歳
の
時
の
言
葉
で
す
。
翌
年
亡
く
な
る
わ
け
で
す
が
、
勉
強
、
勉
強
と
い
う
こ
と
で
、
常
に
新
し
い
情
報
を
仕
入
れ
て
進

歩
す
る
。
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
大
隈
さ
ん
の
未
来
志
向
の
意
気
込
み
が
分
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
隈
さ
ん
は
、
学
生
の
始
業
式
に
際
し
て
、
勉
強
の
意
味
を
唱
え
、
勉
強
は
「
一
生
涯
の
事
業
」
だ
と
主
張
し
た
わ
け
で
す

が
、
こ
の
年
の
九
月
に
病
床
に
つ
き
、
翌
年
一
月
、
八
三
歳
一
〇
か
月
で
亡
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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政
治
学
者
の
吉
野
作
造
の
日
記
を
見
ま
す
と
、
面
白
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
彼
は
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
で
、
民
本
主
義
と
い

う
政
治
論
の
提
唱
者
で
す
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
形
の
う
え
で
は
大
い
に
異
な
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
な
ら
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー

ン
、
ド
イ
ツ
な
ら
ビ
ス
マ
ル
ク
の
逝
去
に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
。
巨
星
落
ち
て
再
び
こ
の
よ
う
な
人
物
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
書
い
て
い
ま
す
。「
国
際
的
政
治
家
の
死
去
」
と
し
て
、
吉
野
作
造
は
大
隈
さ
ん
の
死
去
を
捉
え
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
亡
く
な
っ
た
と
き
の
新
聞
で
も
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
、
世
界
的
政
治
家
を
失
っ
た
と
述
べ
、

『
時
事
新
報
』
は
、
政
治
上
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
・
文
化
の
方
面
で
も
偉
大
な
力
を
発
揮
し
た
、
ほ
か
の
元
老
は
政
治
だ
け
だ
っ
た
の
に
、

大
隈
さ
ん
は
違
う
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

一
月
一
七
日
、
告
別
式
が
行
わ
れ
ま
す
。
国
民
葬
は
日
比
谷
公
園
で
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
会
葬
者
は
二
〇
万
人
か
ら
三
〇
万
人
と
い
う

こ
と
で
、
き
わ
め
て
多
く
の
人
々
が
大
隈
さ
ん
の
死
去
を
見
送
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
大
隈
さ
ん
は
世
を
去
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
言
葉
は
、
こ
こ
に
、
こ
う
し
て
よ
み
が
え
っ
て
い
ま
す
。

　

時
代
の
中
で
語
り
、
し
か
し
、
時
代
を
超
え
て
語
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
、
早
稲
田
大
学
校
歌
風
に
言
え
ば
、「
現
世
を
忘
れ
ぬ
久
遠
の

理
想
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
現
世
を
忘
れ
ぬ
」、
つ
ま
り
、
そ
の
時
代
の
中
で
語
る
。
し
か
し
、
時
代
に
縛
ら
れ
ず
、
時
代
を
超

え
る
発
想
を
持
つ
。
そ
こ
に
理
想
の
追
求
が
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

大
隈
さ
ん
に
習
い
な
が
ら
、
私
自
身
も
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
学
び
続
け
る
こ
と
を
お
誓
い
し
て
、
つ
た
な
い
話
で
す
が
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　

ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【資料】　大隈重信の生涯と演説・談話・論説
 〈演説・談話・論説数〉
1838年（天保９）佐賀城下の会所小路に生まれる。
1854年（嘉永７／安政元）枝吉神陽（副島種臣の兄）等の義祭同盟に参加。
1864年（文久４／元治元）藩当局に経済政策を建言し、代品方の役人として長崎に赴任。
1867年（慶応３）長崎に蕃学稽古所（のちに「致遠館」と改称）設立。
1868年（慶応４／明治元）明治新政府に出仕。徴士参与職外国事務局判事、外国官副知事。
1869年（明治２）大蔵大輔となる。以後、財政改革・造幣寮創建・鉄道創設などに尽力。
1870年（明治３）参議となる。
1873年（明治６）参議兼大蔵卿となる。
1878年（明治11）地租改正事務局総裁となり地租改正事業を推進。
1881年（明治14）国会開設意見書を左大臣に提出。参議を辞任、野に下る。
1882年（明治15）立憲改進党結党式で総理に推される。東京専門学校（現早稲田大学）を開校。
1884年（明治17）立憲改進党に解党問題がおこり脱党。
1887年（明治20）伯爵となる。
1888年（明治21）外務大臣に就任、条約改正交渉に尽力。
1889年（明治22）外務省門前で爆弾を投げられ負傷、右足を切断。外務大臣を辞任。
1891年（明治24）立憲改進党に復党し、代議士総会会長に就任。
1893年（明治26） 8

1894年（明治27） 7

1895年（明治28） 6

1896年（明治29） 9

　4.21 約30年ぶりに佐賀帰省の途につく。５月にかけて県内各地を訪問。
　9.22 外務大臣（第二次松方内閣）に就任。
1897年（明治30） 11

　５月、日本女子大学校創立委員長となる（開校は1901年４月）。
　7.20 東京専門学校第14回得業（卒業）式に出席。
　11.6 外務大臣兼農商務大臣を辞任。
1898年（明治31） 17

　6.30 内閣総理大臣兼外務大臣に任ぜられ、初の政党内閣を組織する。
　11.8 内閣総理大臣兼外務大臣を辞任。
1899年（明治32） 23

1900年（明治33） 30

　12.18 憲政本党総理となる。
1901年（明治34） 24

1902年（明治35） 28

　10.19 東京専門学校創立20周年記念式・早稲田大学開校式に出席。
1903年（明治36） 22

1904年（明治37） 43

1905年（明治38） 45

　８月、国書刊行会総裁に就任。
　9.11 早稲田大学、清国留学生部始業式を挙行。
1906年（明治39） 63

　10.4 日印協会会長に就任。
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1907年（明治40） 108

　1.20 憲政本党総理を辞任。
　4.17 早稲田大学初代総長に就任。
　12月、『開国五十年史』の刊行開始。
1908年（明治41） 143

　4.3 大日本文明協会を設立、会長に就任。
　11.22 リーチオールアメリカンスターズと早稲田大学野球部との試合で始球式。
1909年（明治42） 143

1910年（明治43） 181

　１月、大日本平和協会第４回総会で会長に推戴され就任。
　７月、南極探検隊後援会会長に就任、白瀬矗の南極探検事業を支援。
1911年（明治44） 183

　４月、主宰雑誌『新日本』（冨山房）創刊。毎号の巻頭論文で論陣を張る。
1912年（明治45／大正元） 251

1913年（大正２） 211

　2.25 大隈邸にて孫文歓迎会開かれる。
　10.17 早稲田大学創立30年祝典において早稲田大学教旨を宣言。
　11.10 佐賀における鍋島閑叟像除幕式で演説。
1914年（大正３） 201

　4.16 内閣総理大臣兼内務大臣となり、第二次内閣を組閣。
　12.25 衆議院を解散する。
1915年（大正４） 74

　1.18 第二次大隈内閣、中華民国に二十一ヵ条要求を提出。
　3.25 第12回衆議院議員総選挙。与党が勝利。
1916年（大正５） 39

　6.10 インドの詩聖タゴール、大隈邸と早稲田大学を訪問。
　7.14 侯爵となる。
　10.9 内閣総理大臣を辞任。
1917年（大正６） 61

　5.18 佐賀へ帰省の途につく（最後の帰省）。
1918年（大正７） 93

　５月、雑誌『大観』（大観社）を創刊。
1919年（大正８） 51

1920年（大正９） 67

1921年（大正10） 58

　9.21 大隈邸に早稲田大学・ワシントン大学両校野球部員来訪。病をおして懇談する。
1922年（大正11）
　1.10 死去。
　1.17 日比谷公園で国民葬。多数の一般参列者が訪れる。小石川護国寺に埋葬。
　12月、未完の研究『東西文明之調和』が遺著として刊行される。
 合計2200

＊ 年譜事項は『大隈重信演説談話集』掲載の「大隈重信略年表」、演説・談話・論説数は河野昭昌編「大
隈重信論著目録」一～三（『早稲田大学史記要』第６～８巻）にもとづく。


