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今
か
ら
一
五
年
前
、
長
崎
歴
史
文
化
協
会
の
委
員
で
も
あ
ら
れ
た
故
高
田
泰
雄
先

生
の
協
力
を
得
て「
丸
山
華
街
跡
の
碑
」を
建
立
し
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
は
あ
え
て〝
花
〟の
文
字
を
使
わ
ず
、
華
や
か
の
意
味
を
込
め
て〝
華
〟が

い
い
の
で
は
と
い
う
助
言
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
文
献
な
ど
を
参
考
に
し
て「
華
街
」

と
し
ま
し
た
。
建
立
に
際
し
長
崎
歴
史
文
化
協
会
や
長
崎
史
談
会
の
多
く
の
先
生
方

に
大
変
お
世
話
に
な
り
、
こ
こ
で
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
建
立
の
前
年
の
平
成
十
一
年（
一
九
九
九
）は
私
が
長
崎
学
に
少
し
だ
け
足

を
踏
み
入
れ
た
と
き
で
も
あ
り
、
何
も
知
ら
な
い
私
に
ご
教
授
い
た
だ
い
た
の
が
高

田
泰
雄
先
生
、越
中
哲
也
先
生
、そ
し
て
江
口
淳
二
先
生
な
ど
多
く
の
先
生
方
で
、又
、

先
生
方
の
勧
め
で
足
元
を
固
め
る
意
味
で
も
、
自
分
の
地
元
、
丸
山
の
歴
史
を
調
べ

始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
私
は
す
ぐ
に
丸
山
特
有
の
歴
史
に
驚
き
、
そ
の
大
切
さ
を
周

辺
に
話
し
始
め
、
私
の
行
動
は
長
崎
市
の
観
光
部
署
へ
赴
き
、「
丸
山
花
街
跡
」の
看

板
設
置
を
要
望
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
返
事
は
あ
き
ら
か
に〝
お
断
り
〟で
あ
り
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
私
の
説
明
不
足
と
思
い
入
れ
だ
け
で
行
政
へ
立
ち
向
か
う
の
は
難
し

く
、〝
個
〟の
力
の
無
さ
を
か
み
し
め
る
瞬
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
足
で
早

速
、看
板
屋
に
向
か
い
、次
い
で
材
木
屋
に
木
材
を
注
文
し
自
分
の
手
で「
丸
山
の
碑
」

建
立
を
決
め
た
の
で
す
。
も
う
そ
れ
は
自
己
満
足

そ
の
も
の
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
で
し

た
。

　

翌
十
二
年
一
月
、
作
家
の
な
か
に
し
礼
先
生
が

小
説「
長
崎
ぶ
ら
ぶ
ら
節
」で
直
木
賞
を
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
じ
わ
り
じ
わ
り
と
世
間
の
目
が

丸
山
に
向
く
よ
う
に
な
り
、
越
中
先
生
が
発
起
人

と
な
り
長
崎
史
談
会
で
丸
山
歴
史
探
訪
の
企
画
が

立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
私
は
今
ま
で
準
備
し
た
も

の
が
こ
こ
で
役
立
つ
と
は
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
夜
通
し
か
け
て
作
り
上
げ
た
資
料
を
携
え
本
番
に
臨
み
ま
す
。
参
加
者
は

一
〇
〇
人
を
超
え
、
狭
い
丸
山
の
路
地
で
無
我
夢
中
で
解
説
し
た
こ
と
を
昨
日
の
こ

と
の
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
準
備
し
た「
丸
山
華
街
跡
の
碑
」の
解
説
板
を

通
し
て
丸
山
の
意
義
や
大
切
さ
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

不
思
議
な
も
の
で
、私
が
歴
史
を
調
べ
た
こ
と
で
判
明
し
た
も
の
の
一
つ
に
、ち
ょ

う
ど
こ
の
年
が
丸
山
町
の
鎮
守
神
で
あ
る
梅
園
天
満
宮
が
創
建
三
〇
〇
年
を
迎
え
る

と
い
う
こ
と
で
、
丸
山
町
自
治
会
長
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
今
は
亡
き
角
海
老
の
社

長
松
浦
矩
亨
氏
と
共
に
、
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
年
祭
の
記
述
を
も
と
に
創

建
三
〇
〇
年
祭
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
其
の
祭
の
と
き
、
長
崎
で
は
珍
し
い
女

神
輿
の
練
り
歩
き
や
、
御
神
体
の
御
開
帳
、
宝
物
の
展
示
と
三
日
間
に
わ
た
る
祭
事
は

成
功
裏
に
終
わ
り
、
多
く
の
観
光
客
や
市
民
の
み
な
さ
ま
に
も
参
詣
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

こ
の
成
功
を
弾
み
に
翌
年
か
ら
私
達
は「
丸
山
華
ま
つ
り
」と
称
し
、
花
魁
道
中
な

ど
花
街
ら
し
い
催
し
を
加
え
今
な
お
継
続
中
で
す
。

　
こ
の
創
建
三
〇
〇
年
祭
の
後
、
松
浦
会
長
の「
何
か
を
や
ら
な
け
れ
ば
何
も
始
ま
ら
な

い
」の
口
癖
は
、
何
も
し
な
か
っ
た
丸
山
町
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
始
ま
り
出
し
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
年
に
三
回
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
梅
園
天
満
宮
境
内
の
開
放
が
常
時
開

放
と
な
り
、
さ
ら
に
境
内
の
梅
の
実
を
み
ん
な
で
収
穫
を
す
る「
梅
ち
ぎ
り
祭
」、
そ

の
梅
で
参
詣
者
へ
振
る
舞
う
梅
酒
作
り
。
夏
に
は
子
供
ラ
ジ
オ
体
操
や
、
50
年
以
上

途
絶
え
て
い
た
精
霊
流
し
の
も
や
い
船
も
始
ま
り
、
町
に
は
活
気
が
生
ま
れ
町
が
動

き
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
次
に
丸
山
町
の
長
崎
く
ん
ち
踊
町
が
復
活
、
そ
し
て
平
成

十
五
年（
二
〇
〇
三
）に
は
、
長
崎
く
ん
ち
の
年
番
町
を
引
き
受
け
た
の
で
す
。

　

丸
山
町
の
年
番
町
出
演
は
、
く
ん
ち
が
始
ま
っ
た
四
〇
〇
年
近
い
歴
史
の
中
で
初

の
こ
と
。
そ
れ
は
花
街
と
し
て
の
特
権
と
伝
統
を
打
ち
消
す
も
の
だ
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
が
、
一
踊
町
と
し
て
新
参
者
と
し
て
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し

て
お
役
目
は
無
事
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
、
い
よ
い
よ
平
成
十
八
年（
二
〇
〇
六
）

の
長
崎
く
ん
ち
踊
町
の
復
活
に
向
け
て
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
ち
ま
す
。

　

丸
山
町
の
踊
町
復
活
は
四
一
年
ぶ
り
と
な
り
、
そ
れ
を
知
る
人
は
高
田
泰
雄
先
生

ぐ
ら
い
で
連
日
の
よ
う
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
私
に
と
っ
て
歴
史
を
紐
解
く
醍
醐
味

の
よ
う
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
昔
と
今
と
で
は
や
り
方
や
仕
来
り
も
変
わ
っ
て
い
ま
し

た
が
、
世
の
中
に
こ
ん
な
に
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
の
か
と
思
う
ほ
ど
夢
の
実
現
に
心

う
な
ら
せ
ま
す
。
そ
し
て
多
く
の
方
々
か
ら
の
助
言
や
、
み
な
さ
ま
方
に
支
え
ら
れ

踊
町
が
復
活
、
諏
訪
の
踊
り
場
で
の
声
援
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
想
い
出
で
す
。

　

い
ろ
ん
な
こ
と
が
軌
道
に
乗
り
、
そ
し
て
思
っ
て
い
た
こ
と
が
次
々
と
叶
っ
て
い

く
。
で
も
、
当
初
か
ら
懸
念
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
、
町
内
で
の
人
材
不
足
。

は
じ
め
は
三
十
代
の
私
が
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
と
先
輩
方
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

が
、
あ
れ
か
ら
十
五
年
、
そ
れ
は
切
実
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
始
め
る
こ
と

の
難
し
さ
を
知
り
ま
し
た
が
、
今
は
継
続
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
々
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
い
つ
ま
で
も
甘
え
る
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
、
町
に
人
が
い
な
い
の
で
す
。
高
齢
化
社

会
と
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
中
心
の
町
に
は
人
と
の
関
わ
り
が
極
端
に
少
な
い
の

で
す
。
お
そ
ら
く
丸
山
町
に
と
っ
て
の
永
遠
の
課
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
私
の
住
む
丸
山
は
そ
も
そ
も〝
花
街
跡
〟な
ん
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
も
そ
も
花
街
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

　

今
、落
ち
着
い
て
考
え
ま
し
た
。丸
山
に
は
長
崎
検
番
が
あ
る
。芸
妓
衆
が
お
ら
れ
、

そ
し
て
料
亭
が
あ
り
、
つ
ま
り
、
こ
の
町
に
は
花
街
と
呼
べ
る
要
素
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
過
去
で
は
な
く
現
在
進
行
形
で
す
。
そ
こ
で
振
り
返
っ

て
感
じ
た
こ
と
は〝
丸
山
華
街
跡
〟で
は
な
く
、〝
丸
山
華
街
〟な
ん
で
す
。

　

今
回
の
再
建
に
あ
た
り
、
文
字
を
少
し
だ
け
改
修
し
ま
し
た
。
そ
れ
は〝
跡
〟を
削

除
し〝
丸
山
華
街
の
碑
〟と
改
修
し
た
こ
と
で
す
。
寛
永
十
九（
一
六
四
二
）年
よ
り
始

ま
っ
た
花
街
は
三
七
〇
年
以
上
続
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
そ
の
ま
ま
の
続
い

て
い
る
文
化
が
丸
山
に
あ
る
の
で
す
。

　

私
自
身
、
料
亭
に
生
ま
れ
て
料
亭
で
育
ち
、
そ
し
て
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
先
、
丸
山
に
料
亭
は
増
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
減
る
こ
と
な
い
よ

う
営
業
を
続
け
、〝
街
〟が〝
跡
〟に
な
ら
な
い
よ
う
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

丸
山
の
存
在
理
由
で
も
あ
る
花
街
を
微
力
な
が
ら
も
支
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

�

（
長
崎
歴
史
文
化
協
会
理
事
）

　

今
年
の「
夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜
」は
五
月
二
日
で
し
た
。
そ
し
て
、
此
の
日
に
摘
ん
だ

お
茶
に
は「
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
」と
の
説
明
で
し
た
。

三
九
四
号　

平
成
二
十
七
年
五
月
十
日

華
街
跡
か
ら
華
街
へ

○
五
月
三
日（
日
）は「
な
が
さ
き
9
条
フ
ェ
ス
タ
」会
。市
公
会
堂
前
十
三
時
二
十
分
集
合
・

出
発
。

○
前
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
五
月
四
日
恒
例
の
長
崎
九
條
の
会
主
催「
第
九
回
憲
法

さ
る
く
」。
参
加
者
も
多
く
盛
会
。
特
に
今
回
は
子
供
達
に
も
平
和
の
事
を
学
び
ま
し
ょ

う
と
子
供
茶
会
の
開
催
は
好
評
で
し
た
。

○
次
い
で
五
月
五
日
は「
子
供
の
日
」。
昔
は
旧
暦
の
五
月
五
日（
現
六
月
二
十
日
）を「
男

の
節
句
」と
し「
家
々
軒
先
に
菖
蒲
と
フ
ツ
を
挿
し
」、
家
の
前
に
は
大
き
な
吹
き
流
し

を
つ
け
た
鯉
の
ぼ
り
と
、武
者
を
描
い
た「
節
句
バ
タ
」が
何
本
も
た
て
て
あ
り
ま
し
た
。

こ
の「
男
の
節
句
の
日
」に
は
各
家
、
唐
あ
く
チ
マ
キ
・
虂ふ
き

の
味
噌
汁
、
ノ
ウ
ソ
の
湯
引
、

干
フ
グ
・
干
大
根
・
焼
豆
ふ
の
煮
し
め
が
用
意
し
て
あ
り
、
大
波
止
で
は
ペ
ー
ロ
ン
が

あ
り
ま
し
た
。旧
記
を
み
る
と「
町
々
、こ
の
日
セ
ー
ラ
ン
エ
あ
り
子
供
大
い
に
賑
わ
う
」

と
も
あ
り
ま
し
た
。

○
ま
た
五
月
の
行
事
と
し
て「
各
町
・
井
が
わ
祭
り
あ
り
街
を
あ
げ
て
祝
う
」と
あ
り
、「
こ

の
日
は
各
町
・
井
戸
わ
き
に
祀
る
水
神
宮
に
鏡
餅
・
甘
酒
・
ビ
ワ
・
黄う

瓜り

を
供
え
神
主

を
迎
え
祝
い
事
を
し
た
」と
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
殆
ん
ど
見
か
け
な
い
よ
う
で
す
ね
。

○
四
月
二
十
三
日（
木
）は
長
崎
県
美
術
館
開
館
十
周
年
の
記
念「
ス
ペ
イ
ン
黄
金
世
紀
の

静
物
画
特
別
展
」開
会
式
あ
り
出
席
。
盛
会
。

○
今
月
各
方
面
よ
り
御
寄
贈
い
た
だ
い
た
書
籍

一『
な
が
さ
き
経
済
4
月
号
』（
長
崎
経
済
研
究
所
編
・
発
刊
）、
県
内
企
業
生
産
の
持
ち
直

し
、観
光
客
の
増
加
あ
り
長
崎
の
経
済
の
先
行
き
持
ち
直
す
見
通
し
あ
り
。
問
題
点
は
、

「
人
材
の
不
足
、
買
上
げ
受
注
の
不
振
、
仕
入
商
品
ま
た
は
原
材
料
の
値
上
げ
」と
あ
る
。

一『
わ
か
る
！
和
華
蘭
』新
長
崎
市
史
普
及
版
と
し
て
長
崎
市
よ
り
発
刊
。
市
長
の
発
刊
の

辞
に「
前
発
刊
の
新
長
崎
市
史
を
分
か
り
易
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
」と
あ
り
、
写

真
も
多
く
楽
し
み
な
が
ら
学
べ
る
、
大
い
に
参
考
と
な
る
本
だ
っ
た
。（
四
月
中
旬
よ
り

一
般
書
店
に
て
販
売
・
九
〇
〇
円
＋
税
）

一『
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
24（
三
月
刊
）』韓
国
高
麗
茶
碗
研
究
特
集
号
で
伊
先
生
他
七
氏

の
論
考
。
最
後
に
谷
晃
先
生
の「
高
麗
焼
に
は
從
来
窯
・
借
用
窯
・
倭
館
が
あ
る
と
い

う
が
未
発
掘
で
調
査
不
充
分
、
再
調
査
が
望
ま
し
い
」と
あ
っ
た
。

一『
危
機
の
中
の
平
和
憲
法
』（
福
崎
博
孝
法
律
事
所
内
青
井
未
帆
講
演
会
実
行
委
員
会
刊
）

学
習
院
大
青
木
教
授
が
二
月
十
四
日
Ｎ
Ｂ
Ｃ
ホ
ー
ル
で

講
演
さ
れ
た
内
容
を
整
理
し
た
冊
子
。「
平
和
憲
法
に
関

す
る
思
い
や
考
え
」に
つ
い
て
深
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
。

�

山
口
　
広
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「長崎丸山華街之碑」解説板


