
新
島
　
襄
の
言
葉

女
子
大
学
学
芸
学
部
特
任
教
授
　
　

な
か
む
ら

中
村
　
の
ぶ
ひ
ろ

信
博

自
由
民
権
運
動
と
国
会
開
設
運
動
の
機
運
高
ま
る
な
か
で
、
新
島
は
演
説
草

稿「
愛
人
論
」に
よ
っ
て
、愛
国
至
上
主
義
に
対
す
る
疑
義
を
明
確
に
し
た
。「
愛

国
」
は
「
書
生
の
空
論
」
で
あ
り
、「
風
雲
に
登
る
階
梯
」（
立
身
出
世
の
手
段
）

で
あ
る
と
退
け
、「
外
国
人
を
敵
視
す
る
憂
い
な
き
能
わ
ず
」
と
警
戒
し
た
。

上
揚
文
は
、
世
界
秩
序
の
根
源
で
あ
る
神
を
理
解
す
る
こ
と
は
、「
愛
人
」、

す
な
わ
ち
「
隣
人
愛
」
と
等
値
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
愛
に
徹
す
る
よ

う
に
と
訴
え
る
。「
人
を
あ
ざ
む
き
人
に
損
亡
を
か
け
、
己
れ
を
益
し
、
大
い

に
我
が
子
な
ど
人
智
者
と
云
い
て
ほ
こ
る
人
多
し
」
と
嘆
い
た
あ
と
に
、
そ
の

利
己
主
義
の
由
来
を
「
人
に
愛
人
の
教
え
な
き
に
よ
る
な
り
」
と
説
明
し
た
直

後
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
草
稿
の
片
隅
に
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
よ
う
に
見
え

る
。
新
島
に
と
っ
て
「
愛
（
敬
）
神
」
と
「
愛
人
」
の
平
衡
は
、
忘
却
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
神
を
愛
し
、
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
せ
よ
」（
マ
ル
コ
12
章
33
節
）
と
教

え
ら
れ
た
イ
エ
ス
の
神
を
「
天
地
の
主
宰
」
と
敷
衍
し
、
創
造
主
へ
と
注
意
を

喚
起
し
た
。「
愛
人
」
は
、「
天
地
万
物
を
愛
す
る
」
こ
と
に
も
等
し
い
。
近
代

科
学
を
必
須
の
課
題
と
し
た
新
島
は
、
し
か
し
神
と
科
学
を
都
合
よ
く
区
別
す

る
風
潮
を
懐
疑
し
た
。
そ
こ
に
は
す
で
に
環
境
問
題
へ
の
視
座
が
胚
胎
し
て
い

る
。「
人
の
目
鼻
口
付
き
を
愛
す
る
等
は
甚
だ
下
等
の
愛
」（
後
半
部
）
も
今
日

の
ル
ッ
キ
ズ
ム
（
外
見
至
上
主
義
）
批
判
を
思
わ
せ
る
。

本
質
を
探
究
し
つ
づ
け
た
新
島
の
言
葉
は
い
つ
の
時
代
に
も
新
し
い
。

天地の主宰の大意は愛人なり。人その意を敬しみ愛すべし。
（同志社編『新島襄教育宗教論集』岩波文庫、295 頁）


