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本
滞
在
中
、
多
く
の
門
下
生
を
輩

出
す
る
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
を

基
盤
と
し
た
倫
理
観
・
道
徳
観
を

広
め
、
こ
れ
に
感
銘
を
受
け
た
学

生
が
相
次
い
で
洗
礼
を
受
け
て
い

ま
す
。
し
か
し
ほ
ど
な
く
日
本
を

去
る
こ
と
に
な
り
、
学
生
と
の
別

れ
に
際
し
て
発
し
た
の
が
前
出
の

言
葉
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
十
三
年
卒
業
の
第
一
期
生

に 
渡  
瀬  
寅  
次  
郎 
と
い
う
人
物
が
い

わ
た 
せ 
と
ら 
じ 
ろ
う

ま
す
。
渡
瀬
家
は
江
戸
在
住
の
旧

幕
臣
で
し
た
が
、
大
政
奉
還
後
十

五
代
将
軍
徳
川 
慶  
喜 
に
従
い
沼
津

よ
し 
の
ぶ

に
移
住
し
ま
し
た
。
そ
の
後
明
治

八
年
に
一
家
で
上
京
し
、
寅
次
郎

は
東
京
英
語
学
校
を
経
て
札
幌
農
学
校
に

進
学
。
そ
こ
で
二
期
生
と
し
て
入
学
し
て

き
た
新
渡
戸
稲
造
や 
内  
村  
鑑  
三 
ら
、
日
本

う
ち 
む
ら 
か
ん 
ぞ
う

を
代
表
す
る
政
治
家
、
教
育
者
と
机
を
並

べ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
新
渡
戸
稲
造

は
初
の
農
学
博
士
と
な
り
東
大
学
長
を
務

め
、
大
正
期
に
は
国
連
の
事
務
局
次
長
と

し
て
国
際
協
調
に
務
め
ま
し
た
。
内
村
鑑

三
は
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
者
で
日
露
戦
争
に

際
し
て
非
戦
論
を
唱
え
た
人
物
で
す
。
札

幌
農
学
校
の
初
期
の
卒
業
生
は
、
ク
ラ
ー

ク
の 
薫  
陶 
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く

く
ん 
と
う

人
格
教
育
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

彼
ら
の
そ
の
後
の
生
き
方
や
功
績
に
色
濃

く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

卒
業
後
、
渡
瀬
は
北
海
道
の
開
拓
使
、

次
い
で
文
部
省
御
用
係
と
な
り
、
明
治
十

九
年
か
ら
三
年
間
は
水
戸
中
学
、
茨
城
師

範
学
校
の
校
長
を
務
め
ま
し
た
。
札
幌
農

学
校
と
茨
城
に
は
意
外
な
接
点
が
あ
っ
た

の
で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
山
方
中
学

校
の
扁
額
と
は
関
わ
り
が
な
い
よ
う
で

す
。
そ
の
後
、
農
学
を
専
門
と
す
る
渡
瀬

は
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
に
東

京
興
農
学
園
を
赤
坂
に
設
立
、
ま
た
東
京

農
学
校
（
の
ち
の
東
京
農
大
）
の
評
議
員

や
大
日
本
農
会
の
重
職
に
就
く
な
ど
教
育

界
・
実
業
界
に
貢
献
し
ま
し
た
。
故
郷 
久 く

 
連 
（
現
沼
津
市
西
浦
）
に
興
農
学
園
を
開

づ
ら校

す
る
こ
と
を
後
輩
の
新
渡
戸
に
託
し
、

昭
和
元
年
に
渡
瀬
は
死
去
し
ま
す
。
昭
和

四
年
、
新
渡
戸
が
理
事
長
と
な
っ
て
開
校

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き 
揮  
毫 
し
た�B

き 
ご
う

oys,be
am
bitious!�

の
額
が
、
の
ち

北
大
に
寄
贈
さ
れ
、
現
在
も
同
大
学
の
所

蔵
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
久
連
の
興

農
学
園
跡
地
に
は
、
渡
瀬
夫
妻
の
レ
リ
ー

フ
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
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同
文
の
扁
額
は
山
方
中
学
校
の
多
目
的

室
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
（
写
真
上
）。

縦
二
九�
、
横
一
二
三�
ほ
ど
の
大
き
さ

で
、
筆
で
書
い
た
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
実

際
は
石
碑
の
拓
本
で
す
。
よ
く
見
る
と
墨

の
部
分
に
は
布
目
が
つ
い
て
い
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。
前
述
の
北
大
学
長
室
の
も
の

と
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
（
写
真
下
）。
北
大

の
も
の
は
直
筆
、
し
か
も
字
体
も
微
妙
に
違

い
ま
す
。
現
在
全
国
の
新
渡
戸
氏
関
連
施

設
や
学
校
に
あ
る
額
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
の

北
大
学
長
室
の
書
の
複
写
の
よ
う
で
す
。

　

で
は
、
山
方
中
学
校
の
拓
本
は
？
残
念

な
が
ら
こ
の
拓
本
の
元
に
な
っ
た
碑
の
所

在
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
新
渡
戸
家
が

代
々
開
拓
事
業
を
行
っ
た
十
和
田
市
、
新

渡
戸
稲
造
が
起
こ
し
た
興
農
学
園
の
あ
る

沼
津
市
、
稲
造
の
母
校
北
海
道
大
学
等
で

も
こ
の
関
連
資
料
の
存
在
は
現
在
の
と
こ

ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。
更
に
、

こ
の
碑
が
山
方
中
学
校
に
掲
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
山
方
中
学
校
は
昭
和
四
十
一
年
に

山
方
・
諸
富
野
・
塩
田
の
三
中
学
校
が
統

合
し
て
で
き
ま
し
た
が
、
新
校
舎
が
完
成

す
る
ま
で
の
三
年
間
は
統
合
前
の
分
教
場

に
分
か
れ
て
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
新
渡
戸
稲
造
の
扁
額
は
統
合
直
後
の

校
舎
で
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
教
室

は
も
ち
ろ
ん
、
教
職
員
の
目
に
触
れ
る
場

所
に
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
も
っ
と
後

に
中
学
校
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
な
の

か
、
そ
れ
と
も
長
い
間

人
目
に
触
れ
る
こ
と
も

な
く
ど
こ
か
に
し
ま
い

こ
ま
れ
て
い
た
の
か
。

　

ど
う
や
ら
そ
れ
は
分

教
場
時
代
に
遡
れ
そ
う

な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。

 （
来
月
号
に
続
き
ま
す
）

歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館
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山
方
中
学
校
現
職
・
前
職

の
先
生
方
、
卒
業
生
、
北
海

道
大
学
、
十
和
田
市
立
新
渡

戸
記
念
館
、
沼
津
市
明
治
史

料
館
の
皆
さ
ん
に
御
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

山
方
中
学
校
に
は
新
渡
戸
稲
造
の
署
名

の
あ
る�

B
oys,be

am
bitious!�

の

扁
額
が
掛
っ
て
い
ま
す
。
つ
い
こ
の
間
ま

で
五
千
円
札
の
肖
像
だ
っ
た
有
名
人
の
書

が
こ
ん
な
身
近
に
？
こ
の
扁
額
の
由
来
を

調
べ
た
経
過
を
二
回
に
分
け
て
報
告
し

ま
す
。
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に�

B
oys,

be
am
bitious!�

（
青
年
よ
、
大
志
を
い

だ
け
）
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
・
ク
ラ
ー

ク
博
士
が
残
し
た
言
葉
で
す
。
ク
ラ
ー
ク

は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
明
治
政
府
か

ら
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
札
幌
農
学
校

 （
の
ち
の
北
海
道
大
学
農
学
部
）に
招
か
れ

ま
し
た
。
植
物
学
を
は
じ
め
と
す
る
自
然

科
学
を
英
語
で
教
授
し
、
八
か
月
間
の
日

▲北海道大学学長室に掛る新渡戸稲造筆の扁額 （○C 北海道大学）

▲山方中学校に掛る扁額（拓本）




