
一
は
じ
め
に

長
崎
く
ん
ち
由
来
に
つ
い
て
は
、
前
号
ま
で
に
種
々
と
記
し
て
き
た
の
で
、
今
回
は

各
踊
町
の
簡
畧
な
歴
史
を
加
え
な
が
ら
、
其
の
町
自
慢
の
傘
鉾
・
奉
納
踊
の
事
を
記

す
こ
と
に
し
た
。

一
五
七
一
年
、
長
崎
の
町
が
開
港
さ
れ
て
以
来
、
町
に
は
先
ず
内
町
が
で
き
、
次
い
で

外
町
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
内
町
に
は
主
と
し
て
役
柄
の
人
が
多
く
住
み
、
外
町

に
は
職
人
関
係
の
人
が
多
く
住
ん
で
い
た
の
で
、
町
名
を
み
て
も
内
町
と
外
町
の
違

い
は
わ
か
る
。
然
し
、一
七
〇
〇
年
（
元
禄
時
代
）
に
な
る
と
内
町
・
外
町
と
の
区
別
は

な
く
な
り
、賑
か
な
通
り
が
外
町
方
面
に
移
っ
て
き
て
、内
町
の
人
達
も
次
第
に
外
町

に
移
っ
て
き
た
の
で
、
内
町
外
町
の
区
別
は
次
第
に
な
く
な
っ
て
き
た
。

時
代
と
共
に
長
崎
く
ん
ち
は
、
次
第
に
盛
り
あ
が
り
、
今
ま
で
諏
訪
・
住
吉
の
二
神

の
み
の
御
輿

み
こ
し

を
中
心
に
行
っ
て
き
た
「
長
崎
く
ん
ち
」
も
、「
長
崎
集
」
に
よ
る
と

「
宝
永
二
年
ヨ
リ
諏
訪
社
神
輿

み
こ
し

三
ツ
ト
成
ル
」
と
あ
り
、
こ
の
年
（
一
七
〇
五
年
）

よ
り
長
崎
く
ん
ち
の
行
列
も
現
在
の
よ
う

に
森
崎
社
の
神
輿
も
加
え
た
三
体
神
輿
の

行
列
と
な
り
、
長
崎
く
ん
ち
奉
納
踊
は

益
々
に
ぎ
や
か
に
な
っ
て
き
た
。
以
後
、

傘
鉾
の
飾
物

だ

し

に
も
各
町
自
慢
の
趣
向
が
加

え
ら
れ
、
型
も
大
き
く
な
り
、
傘
鉾
の

幕さ
が
り
も
豪
華
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

○
桶
屋
町
。
こ
の
町
は
町
名
の
示
す
よ

う
に
初
期
の
頃
は
生
活
の
必
需
品
で
あ
っ

た
桶
類
を
造
る
人
達
の
組
合
か
ら
発
達
し

た
町
で
あ
っ
た
。
其
の
桶
と
は
風
呂
桶
、

洗
面
桶
、
洗
濯
た
ら
い
、
台
所
の
た
ら
い

等
々
で
あ
っ
た
と
言
う
。
然
し
、
寛
政
年

間
（
一
七
九
〇
）
の
同
町
の
住
人
表
を
見
て
み
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
大
通
詞
名
村
多

吉
郎
、
漢
詩
文
学
者
打
橋
竹
雲
父
子
、
奉
行
所
役
人
兼
乙
名
藤
家
な
ど
有
名
人
が

多
く
住
ん
で
い
る
。
其
の
故
に
他
町
の
人
が
真
似
の
で
き
な
い
当
時
と
し
て
は
珍
ら

し
い
「
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
く
り
象
時
計
」
を
傘
鉾
飾
に
、
ま
た
其
の
下
の
幕

さ
が
り
に
は
長
崎

刺
繍
十
二
支
図
（
共
に
市
文
化
財
指
定
）
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
今
年
も
其
の
名
物

の
傘
鉾
を
先
頭
に
押
し
立
て
、
続
い
て
町
内
子
ど
も
連
中
も
加
わ
っ
て
賑
か
に
「
本

踊
」
が
奉
納
さ
れ
る
。

○
榮
町
。
こ
の
町
は
戦
後
、
旧
袋
町
と
旧
酒
屋
町
が
合
併
し
新
し
く
発
展
し
た
町
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
今
回
使
用
さ
れ
る
傘
鉾
は
、
酒
屋
町
の
旧
家
松
田
家
の
一
手
持
で
奉

納
さ
れ
て
い
た
傘
鉾
で
「
秋
の
紅
葉
の
大
樹
の
下
に
、
源
氏
物
語
を
優
雅
に
描
い
た

貝
合
せ
の
貝
四
枚
を
配
し
た
。」
ゆ
か
し
い
感
じ
が
す
る
ダ
シ
飾
り
の
傘
鉾
で
あ
る
。

奉
納
踊
は
長
崎
花
柳
流
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
万
才
」
で
あ
る
。
こ

の
踊
は
、
長
崎
秋
の
大
祭
「
長
崎
く
ん
ち
」
に
、
遠
い
異
国
の
人
達
・
ポ
ル
ト
ガ

ル
・
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
の
人
々
が
馳
せ
参
じ
大
い
に
長
崎
の
街
に
集つ
ど

い
、今
後
と
も
、

此
の
街
が
大
い
に
、
賑
か
に
、
栄
え
ゆ
く
よ
う
に
と
踊
り
納
め
る
と
い
う
、
町
名
に

ぴ
っ
た
り
の
奉
納
踊
で
あ
る
。

○
本
石
灰

も
と
し
っ
く
い

町
。
昔
、
こ
の
町
の
あ
た
り
を
浜
崎
と
い
い
、
横
の
玉
帯
川
の
川
口
は
唐
船

の
荷
揚
げ
場
と
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
た
。
一
七
世
紀
初
頭
、
唐
船
は
天
川
マ
カ
オ

よ

り
船
の
バ
ラ
ス
ト
と
し
て
積
み
渡
っ
て
き
た
石
灰
し
っ
く
い

が
全
国
に
大
い
に
売
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
此
の
浜
崎
の
地
を
長
崎
の
人
達
は
石
灰
し
っ
く
い

町
と
よ
び
石
灰
し
っ
く
い

の
事
を
長
崎
で
は
別

名
「
ア
マ
カ
ワ
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
其
の
天
川
方
面
の
地
に
長
崎
の
貿

易
商
は
次
ぎ
次
ぎ
と
貿
易
船
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
船
を
御
朱
印
船
と
い

っ
た
。
こ
の
町
の
奉
納
踊
は
其
の
御
朱
印
船
を
奉
納
し
て
い
る
。
そ
の
御
朱
印
船
の

代
表
者
と
い
え
ば
長
崎
の
人
達
は
必
ず
荒
木
宗
太
郎
と
い
う
。
そ
れ
は
宗
太
郎
が
数

回
交
易
す
る
中
で
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
安
南
国
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
）
の
国
王

玩
氏
に
大
い
に
信
頼
を
う
け
王
女
ア
ニ
オ
さ
ん
を
嫁
に
お
く
ら
れ
た
の
で
、
宗
太
郎

は
目
出
度
く
王
女
の
一
行
を
船
に
乗
せ
、
長
崎
に
引
き
あ
げ
て
き
て
い
る
。
そ
の
に

ぎ
や
か
な
模
様
を
石
灰
町
の
奉
納
踊
と
し
、
御
朱
印
船
に
は
賑
か
な
唐
囃
子
の
は
や

し
方
を
勤
め
る
町
内
の
子
ど
も
連
中
が
乗
り
込
み
、
船
の
「
上
の
間
」
に
は
荒
木
宗

太
郎
と
美
し
い
唐
衣
装
で
着
か
ざ
っ
た
ア
ニ
オ
さ
ん
が
乗
っ
て
い
る
。
傘
鉾
は
先
年

新
調
し
た
も
の
で
祝
い
物
の
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
二
個
を
台
上
に
配
し
、
幕
に
は
ア
ニ
オ
さ

ん
の
行
列
を
美
し
く
描
い
て
お
ら
れ
る
。

○
船
大
工
町
。
昔
の
此
の
町
は
石
灰
町
に
続
く
海
岸
線
に
そ
っ
て
開
か
れ
た
町
で
、
石

灰
町
沖
に
碇
を
降
し
た
唐
船
を
修
理
す
る
船
大
工
さ
ん
達
が
多
く
住
み
つ
い
て
い
た

町
で
あ
っ
た
が
、寛
永
一
九
年（
一
六
四
二
）こ
の
町
の
上
に
丸
山
、
寄
合
町
が
開
か
れ

る
と
船
大
工
町
は
「
山
の
口
」
の
町
と
し
て
商
家
が
つ
め
か
け
、町
中
を
流
れ
る
川
に
は

「
思
い
切
り
橋
」「
見
か
え
り
柳
」が
名
所
と
し
て
造
ら
れ
町
は
大
い
に
繁
盛
し
て
い
る
。

傘
鉾
は
町
名
に
因
ん
で
「
木
は
だ
葺
」
の
屋
根
に
棟
上
げ
祝
の
用
具
を
配
し
、
紅
白
の

布
を
つ
け
た
「
趣
向
よ
ろ
し
」
と
評
判
の
傘
鉾
で
あ
る
。
奉
納
踊
も
町
名
に
因
ん
で
町

内
子
ど
も
衆
が「
先
び
き
」
し
た
。
囃
子
に
乗
っ
て
、長
崎
刺
繍
の
船
頭
衣
装
を
身
に
つ

け
た
船
頭
さ
ん
を
中
心
に
、川
船
が
諏
訪
の
丸
馬
場
に
威
勢
よ
く
乗
り
こ
ん
で
く
る
。

○
万
屋
町
。
本
来
こ
の
町
は
本
鍛
冶
屋
町
と
い
い
鍛
冶
職
の
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

然
し
長
崎
の
町
が
貿
易
港
と
し
て
繁
昌
す
る
と
共
に
、
中
島
川
の
川
口
が
大
い
に
利

用
さ
れ
、日
用
萬
物
類

よ
ろ
ず
も
の

は
此
の
町
を
中
心
に
取
り
引
き
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

町
名
を
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
萬
屋
町
と
改
め
て
い
る
。
そ
し
て
問
屋
衆
が
多
く

こ
の
町
に
集
ま
っ
て
き
た
。こ
の
町
の
奉
納
踊
は
始
め
角
力

す
も
う

踊
を
奉
納
し
て
い
た
が
、

其
の
後
、
こ
の
町
に
滞
在
し
て
い
た
呼
子
屋
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
奉
納
踊
に

「
鯨
引
」
を
奉
納
す
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
こ
の
奉
納
踊
は
大
評
判
と
な
り
、
以

来
工
夫
に
工
夫
が
加
え
ら
れ
今
日
の
「
鯨
引
」
が
完
成
し
て
い
る
。
ま
た
此
の
町
の

傘
鉾
の
幕

さ
が
り
に
は
町
名
に
因
ん
で
魚
問
屋
の
萬よ
ろ

ず
魚
ず
く
し
を
長
崎
刺
繍
で
あ
ら
わ

し
長
崎
を
代
表
す
る
工
芸
品
の
一
つ
と
し
て
市
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

○
丸
山
町
。
こ
の
町
は
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
に
開
か
れ
、
長
崎
く
ん
ち
奉
納
踊

に
寄
合
町
と
共
に
参
加
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
戦
前
は
必
ず
奉
納
踊
の
先
陣
は

丸
山
町
・
寄
合
丸
が
一
番
に
勤
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
奉
行
所
は
命
じ
て
い
る
。
今
年
も

使
用
さ
れ
る
此
の
町
の
傘
鉾
は
、
現
在
す
る
全
町
の
傘
鉾
飾
り
の
中
で
は
最
古
の
型

に
よ
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
奉
納
踊
は
江
戸
時
代
に
は
「
小
舞

コ
メ
イ

」
と
い
う
古
風

な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
が
今
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
今
尚
こ
の
町
に
は
「
長

崎
検
番
」
の
花
柳
流
の
舞
踊
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
今
年
の
奉
納
踊
に
は
四
十
二
年
ぶ

り
に
丸
山
花
街
伝
統
の
く
ん
ち
の
奉
納
踊
を
拝
見
で
き
る
こ
と
が
楽
し
み
で
あ
る
。

○
こ
の
「
な
が
さ
き
の
空
・
第
二
九
〇
号
」
が
発
行
さ
れ
る
頃
は
、
我
が
歴
史
文
化
協

会
は
大
い
そ
が
し
で
あ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
は
、
協
会
事
務
所
の
あ
る
桶
屋
町
が
七

年
ぶ
り
の
踊
町
に
当
り
、
本
会
よ
り
は
前
回
も
加
勢
に
与あ
ず

か
っ
た
蒲
池
、
川
崎
、
田

村
、
陸
門
、
各
氏
の
他
、
今
回
は
新
し
く
松
澤
、
眞
野
、
荒
濱
の
各
氏
を
は
じ
め
、

女
性
軍
も
裏
方
と
し
て
十
数
名
お
加
勢
下
さ
る
事
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

其
の
御
婦
人
方
の
中
に
は
遠
く
京
都
よ
り
ワ
ザ
ワ
ザ
お
出
か
け
下
さ
る
方
も
お
ら
れ

る
と
お
聞
き
し
た
。「
郷
土
の
祭
り
」
へ
の
参
加
は
何
ん
と
も
言
え
ぬ
楽
し
さ
が
あ

り
ま
す
か
ら
ね
と
言
わ
れ
る
。

○
然
し
、
其
の
加
勢
人
の
衣
裳
の
準
備
が
大
変
な
の
だ
そ
う
で
す
。
山
高
帽
に
紋
付
袴
、

御
婦
人
方
は
袷
あ
わ
せ
の
晴
れ
着
。
そ
れ
に
七
日
の
朝
の
集
合
は
午
前
五
時
半
。「
御
婦
人

の
着
付
は
四
時
か
ら
で
し
ょ
う
ね
」
と
事
務
局
担
当
の
上
田
女
史
、
そ
し
て
「
長
崎

く
ん
ち
っ
て
、
ま
あ
大
変
な
事
な
の
で
す
ね
」
と
私
の
周
囲
の
人
達
は
呆あ
き

れ
て
い
た
。

○
「
今
年
も
お
世
話
に
な
り
ま
す
」
と
、
名
古
屋
の
椙
山
学
園
の
井
上
友
幸
先
生
他
三

名
の
先
生
方
が
先
月
私
の
処
に
お
見
え
に
な
っ
た
。「
今
年
で
先
生
の
処
に
参
り
ま

す
の
は
二
十
八
年
目
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
る
。
昭
和
六
十
二
年
、
当
時
私
は
市
立
博

物
館
に
在
職
し
て
い
た
。
椙
山
学
園
の
教
頭
先
生
が
お
見
え
に
な
っ
て
「
今
年
の
秋

よ
り
私
達
学
園
の
修
学
旅
行
を
、
た
だ
自
由
に
学
生
を
長
崎
に
行
か
せ
る
だ
け
で
な

く
、
一
定
の
方
向
を
決
め
て
学
生
達
に
勉
強
さ
せ
た
い
の
で
其
の
コ
ー
ス
を
考
え
て

下
さ
い
と
言
わ
れ
る
」
早
速
、
私
は
当
時
、
市
博
物
館
の
原
田
博
二
学
芸
員
と
相
談

し
て
七
ツ
の
専
門
コ
ー
ス
を
決
め
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
「
さ
る
く
博
」
の
原
型

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
今
年
は
十
一
月
十
五
・
十
六
日
よ
り
二
回
に
わ
け
て
四

百
人
の
生
徒
さ
ん
が
来
ら
れ
る
と
言
う
。
コ
ー
ス
は
　
一
、
長
崎
キ
リ
シ
タ
ン
研
究

一
、
長
崎
と
医
学
　
一
、
長
崎
と
唐
蘭
文
化
交
流
な
ど
な
ど
各
コ
ー
ス
を
き
め
、
協

会
の
各
委
員
を
其
の
学
習
指
導
者
に
お
願
い
し
た
。
よ
い
成
果
が
あ
が
り
ま
す
よ
う

に
。

○
宮
川
雅
一
氏
よ
り
自
著
の
「
長
崎
散
策
第
三
・
向
井
去
来
の
句
碑
を
訪
ね
て
」
を
、

シ
ー
ボ
ル
ト
記
念
館
よ
り
「
鳴
滝
紀
要
16
」
を
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
両
書
共
地
方
史

を
研
究
す
る
上
に
は
是
非
参
考
資
料
と
し
て
座
右
に

お
か
れ
る
事
を
お
勧
め
で
き
る
書
物
で
あ
っ
た
。

風
信

二
九
〇
号
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
日

長
崎
く
ん
ち
・
今
年
の
み
ど
こ
ろ
（
一
九
編
）

越
中
　
哲
也

文政年間丸山傘鉾図（長崎名勝図絵）


