
風
信

「
長
崎
学
講
座
」の
花

　
越
中
哲
也
理
事
長
の
許
に
多
く
の
人
々
が
集
ま
る〈
長
崎
歴
史
文
化
協
会
〉（
以
下

〈
歴
文
〉）は
、
一
週
の
う
ち
の
月
、
水
、
金
曜
日
の
三
日
間
が
開
か
れ
て
い
て
、
月

曜
の
午
前
中
に
は「
長
崎
学
講
座
」が
あ
る
。
週
毎
に
違
う
講
師
が
担
当
さ
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
世
界
を
展
い
て
く
れ
る
素
敵
な
時
間
だ
。
年
中
、
こ
れ
だ
け
の
人
材
を
用
意

で
き
る
理
事
長
の
お
人
柄
と
手
腕
、
そ
し
て
周
囲
の
人
々
の
熱
意
と
が
思
わ
れ
る
。

　
こ
の〈
歴
文
〉の
部
屋
に
花
が
あ
っ
た
ら
、も
っ
と
親
し
い
雰
囲
気
に
な
る
、と
思
っ

た
私
は
、
自
宅
の
庭
で
育
て
た
花
々
（
主
に
茶
花
の
類
）を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
だ
単
に
、
庭
の
植
物
を
持
っ

て
き
て
挿
し
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、

越
中
先
生
よ
り「
久
保
さ
ん
、
花
の
説

明
ば
し
て
や
っ
て
く
れ
ん
ね
、
花
の

名
前
も
知
ら
ん
人
の
多
か
と
や
け
ん
」

と
の
お
言
葉
が
あ
っ
た
。
一
体
、
何

年
前
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
か
…
そ
れ

以
来
私
は
、
長
崎
学
講
座
の
始
ま
る

前
に
、
ほ
ん
の
少
々
の
時
間
を
い
た

だ
き
、
そ
の
日
持
っ
て
き
た
花
や
草

を
聴
講
の
方
々
に
お
見
せ
し
、
そ
の

一
つ
一
つ
に
つ
い
て
の
名
称
だ
け
で

な
く
、そ
の
性
質
や
分
類
な
ど
を
喋
っ

て
い
る
。

　
例
え
ば
犬
蓼
に
つ
い
て
は
、
ア
カ

マ
ン
マ
と
も
呼
ば
れ
る
お
馴
染
み
の

雑
草
で
あ
る
こ
と
、
オ
オ
イ
ヌ
タ
デ
、

オ
オ
ケ
タ
デ
な
ど
の
種
類
が
あ
る
こ

と
、
な
ど
を
語
る
。
つ
い
で
に「
犬
蓼
の
ひ
と
葉
ひ
と
葉
の
秀
先
ま
で
も
み
ぢ
し
て

を
り
師
走
の
原
っ
ぱ
」と
い
う
自
作
短
歌
を
披
露
し
た
り
も
す
る
。

　
町
な
か
に
あ
る
私
の
庭
は
、
外
部
か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

植
物
た
ち
は
殆
ど
人
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
自
宅
の
玄
関
や
仏
壇
や
茶
席
の
床

の
間
に
挿
し
て
は
い
る
け
れ
ど
静
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
受
講
生
の
皆
さ
ん
が
頷
き
な

が
ら
見
た
り
聞
い
た
り
誉
め
た
り
し
て
下
さ
る
こ
の
時
間
は
、
草
花
た
ち
と
私
に

と
っ
て
有
り
難
い
ひ
と
と
き
だ
。

「
古
文
書
を
読
む
会
」

　
歴
文
に
は「
長
崎
学
講
座
」の
他
に
、
毎
週
水
曜
午
後
の「
水
曜
懇
話
会
」。
第
二
、

四
金
曜
午
後
の「
食
文
化
サ
ー
ク
ル
」が
あ
る
。
私
は
こ
れ
に
参
加
で
き
な
い
で
い
る

け
れ
ど
、
談
論
風
発
の
良
き
時
間
で
あ
る
よ
う
だ
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
、
月
水
金
か
ら
は
外
れ
て
い
る
の
だ
が
、
第
一
第
三
火
曜
日
午

前
中
に「
古
文
書
を
読
む
会
」が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
越
中
先
生
が
示
し
て
下
さ
る
古

文
書
資
料（
お
お
よ
そ
長
崎
に
関
す
る
も
の
）を
、
先
生
の
後
見
の
許
で
川
原
清
氏
の

指
導
に
よ
り
十
余
名
の
会
員
が
、
熱
心
に
そ
し
て
楽
し
く
解
読
。
平
成
十
六
年
刊「
な

が
さ
き
の
空
・
第
十
五
集
」に「
長
崎
傳
來
智
恵
鑑
」が
掲
載
さ
れ
て
以
降
、
第
二
十

七
集
の「
長
崎
村
散
使
田
川
家
記
録
」ま
で
十
三
年
間
、
毎
年
解
読
し
た
も
の
が
、
越

中
先
生
の
叮
嚀
な
解
題
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
。

　
私
は
、
こ
の
会
の
始
め
か
ら
参
加
し
て
学
習
し
て
き
た
が
、「
長
崎
傳
來
智
恵
鑑
」

が「
な
が
さ
き
の
空
」に
載
っ
た
と
き
の
嬉
し
さ
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。
ま
た
、
毎
年

掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
に
学
習
し
て
き
た
仲
間
た
ち
と
の
貴
重
な
思
い
出

と
な
っ
て
い
る
。
長
ら
く
指
導
し
て
下
さ
っ
た
宮
田
修
二
氏
は
既
に
亡
く
な
ら
れ
た

け
れ
ど
、
古
文
書
に
対
す
る
彼
の
情
熱
は
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
宮
田

氏
だ
け
で
は
な
く
、
亡
く
な
ら
れ
た
り
事
情
あ
っ
て
退
会
さ
れ
た
り
し
た
方
々
の
こ

と
も
胸
に
残
っ
て
い
る
。

事
務
局
の
こ
と

　
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
た「
な
が
さ
き
の
空
」は
年
一
回
刊
の
冊
子（
発
行
者
・
十
八

銀
行
）の
こ
と
で
あ
る
が
、
毎
月
一
回
─
長
崎
歴
文
協
短
信
─
と
し
て
、
A
3
判
一

枚
の「
な
が
さ
き
の
空
」が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
年
間
十
二
回
の
発
行
で
、
毎
号
異
な

る
筆
者
に
よ
っ
て
興
味
深
い
文
章
が
綴
ら
れ
、
末
尾
に
は
越
中
先
生
に
よ
る「
風
信
」

が
載
る
。
各
月
々
の
行
事
や
来
信
な
ど
を
紹
介
し
た
簡
潔
な
文
章
で
あ
る
。

　
そ
の
十
二
回
の
短
信
を
核
と
し
て
、
年
一
回
刊
行
の
冊
子「
な
が
さ
き
の
空
」が
編

ま
れ
る
の
だ
。

　〈
歴
文
〉を
語
る
と
き
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
事
務
局
の
存
在
で
あ
る
。
十
八
銀

行
の
グ
ル
ー
プ
会
社
・
長
崎
経
済
研
究
所
勤
務
で
事
務
局
担
当
の
丹
田
智
子
さ
ん
は
、

私
の
知
る
事
務
員
さ
ん
と
し
て
は
三
人
目
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
こ
の
事
務
員
さ
ん
の

存
在
に
よ
っ
て〝
歴
文
〟の
活
動
は
ス
ム
ー
ス
に
為
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
電
話
や
来
客

の
応
待
だ
け
で
も
忙
し
そ
う
で
あ
る
が
、
会
員
諸
氏
へ
の
心
配
り
や〝
歴
文
〟の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
管
理
、
越
中
先
生
の
秘
書
と
し
て
の
役
割
、
加
え
て「
な
が
さ
き
の
空
」を

毎
月
毎
年
発
行
す
る
仕
事
…
何
度「
あ
り
が
と
う
」と
感
謝
し
て
も
足
り
な
い
よ
う
だ
。

声
に
出
し
て

　「
あ
り
が
と
う
」と
い
え
ば
、
十
一
月
三
日
の
長
崎
市
立
図
書
館
で
の
こ
と
が
思
わ

れ
る
。
越
中
先
生
の
講
演〈
長
崎
の
絵
画
〉が
開
始
し
た
と
き
、
先
生
は
そ
れ
ま
で
談

笑
し
て
お
ら
れ
た
方
を「
僕
の
同
級
生
で
、
お
医
者
さ
ん
」と
、
会
場
全
体
に
紹
介
さ

れ
た
。
先
生
の
同
級
生
と
い
う
こ
と
は
九
十
五
歳
か
し
ら
、
と
思
う
間
も
な
く
そ
の

方
に
、
そ
の
場
で
話
す
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
の
だ
。（
注
・
片
伯
部
貢
先
生
）

　
そ
の
方
は
、
ご
自
分
が
癌
を
患
っ
た
こ
と
、「
あ
り
が
と
う
」と
い
う
言
葉
を
声
に

出
し
て
毎
日
々
々
、
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
言
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

癌
を
克
服
で
き
た
こ
と
、を
話
さ
れ
た
。
何
か
し
ら
、じ
ー
ん
と
伝
わ
る
話
で
あ
っ
た
。

普
段
、い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
感
謝
す
る
こ
と
は
多
い
が
、口
に
出
し
て「
あ
り
が
と
う
」

と
は
、
あ
ま
り
言
っ
て
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
形
式
的
に「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
」と
言
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
生
活
の
場
面
々
々
で
、
素
直
に「
あ
り
が
と
う
」

と
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
講
演
会
が
終
っ
て
、
長
崎
の
絵
画
の
こ
と
を
思
い
返
し
な
が
ら
家
路
を
急
い
だ
私

は「
た
だ
い
ま
」と
玄
関
を
開
け
た
。
待
ち
構
え
て
い
た
よ
う
に
、
猫
の
菜
々
が
ニ
ャ

ア
と
迎
え
て
く
れ
る
。「
あ
り
が
と
う
、
菜
々
、
留
守
番
あ
り
が
と
う
ね
」と
言
う
と
、

菜
々
は
嬉
し
そ
う
に
ニ
ャ
ア
ー
ン
と
大
き
な
声
を
発
し
た
。
こ
の
年
末
に
は
十
八
歳

に
な
る
猫
で
あ
る
。
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あ
り
が
と
う
、
な
が
さ
き
の
空

　
月
曜
日
の
朝
、〈
歴
文
〉へ
持
っ
て
行
く
花
を
選
ぶ
た
め
に
庭
へ
出
た
私
は
、
椿
の

木
に
、
小
海
老
草
に
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
コ
ス
モ
ス
に「
あ
り
が
と
う
」「
あ
り
が
と
う
」と

声
を
か
け
て
は
剪
っ
た
の
だ
っ
た
。�
（
長
崎
歴
史
文
化
協
会
理
事
）

○
十
二
月
に
な
り
ま
し
た
。
昔
は「
師し

走わ
す

」と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
師
走
の
意
議
は「
日
頃

は
落
つ
い
て
仕
事
を
さ
れ
る
先
生
方
も
、十
二
月
に
な
る
と
何
に
彼
と
仕
事
に
忙
し
く
、

走
り
回
ら
れ
る
の
で
師
走
と
言
う
の
で
す
」と
説
明
さ
れ
る
人
も
お
ら
れ
る
。

○
私
達
の
若
い
頃
の
十
二
月
と
言
え
ば「
忠
臣
蔵
義
士
の
討
入
」話
が
第
一
で
し
た
。「
年
の

瀬
や
水
の
流
れ
と
人
の
身
は
」の
句
に
答
え
て
、
義
士
の
一
人
・
大
高
源
五
が「
あ
し
た

待
た
る
る
其
の
宝
舟
」の
句
は
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

○
こ
れ
に
対
し
て
長
崎
で
は
深
堀
義
士
の
話
も
有
名
だ
っ
た
の
で
す
。
時
は
元
禄
十
三
年

十
二
月
十
九
日
の
事
件
で
、
ち
ょ
う
ど「
忠
臣
蔵
」の
一
年
前
の
事
件
だ
っ
た
の
で
す
。

事
件
内
容
に
つ
い
て
は
平
幸
治
先
生
著
の「
深
堀
の
歴
史
」（
長
崎
新
聞
社
刊
）を
お
読
み

戴
く
と
よ
い
。

○
野
口
文
竜
の『
長
崎
歳
時
記
』（
寛
政
七
年
編
）に
よ
る
と

　
十
二
月
二
四
日
、
家
々
に
酒
を
入
れ
る
事
を
忌
む
　
俗
に
酒
精
進
と
い
う
。
其
の
由
来

は「
当
日
は
愛
宕
社
の
縁
日
で
あ
り
、
此
の
日
に
酒
を
慎
し
む
こ
と
に
よ
り
来
る
年
の

火
災
を
ま
ぬ
が
る
」と
言
う
。

　
こ
の
頃
よ
り
二
七
・
八
日
此
ま
で
家
々
年
の
餅
と
て
餅
を
つ
く
…
又
柱
も
ち
と
言
う
事

あ
り
　
餅
に
て
宝
袋
を
つ
く
り
水
引
を
つ
け
柱
に
つ
け
る
。
こ
の
餅
、
新
年
初
め
て
雷

の
鳴
る
日
に
取
り
出
し
是
を
焼
き
て
食
す
れ
ば
雷
を
避さ
く

る
…
…

○
長
崎
旧
家
の
年
末
行
事
に
つ
い
て
は
、
脇
山
壽
子
女
史
の『
脇
山
家
お
ぼ
え
書
─
長
崎

年
中
行
事
抄
』（
平
成
二
二
年
刊
）を
読
ま
れ
る
と
参
考
と
な
り
楽
し
い
。

○
今
月
御
寄
贈
い
た
だ
い
た
書
籍

一
、
奈
良
国
立
博
物
館
よ
り『
正
倉
院
展
図
録
』。
宮
内
庁
正
倉
院
宝
物
が
一
般
に
拝
観
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
十
一
年
九
月
が
第
一
回
で
今
年
は
七
十
回
で
あ
っ

た
。
今
年
展
示
い
た
だ
い
た
の
は
六
十
四
件
で
あ
り
、
今
年
の
展
示
品
の
中
、「
聖
武

天
皇
一
周
忌
斉
会
資
料
」は
初
公
開
で
あ
り
、
他
に
奈
良
時
代
銭
貨
、
鋳
塊
、
鏡
等
お

ど
ろ
き
の
物
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
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︱
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︱
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︱
︱
︱
︱

本
年
も
、
ま
た
、
除
夜
の
鐘
を
御
突
き
に
な
っ
て

良
き
新
年
を
御
迎
え
下
さ
い
ま
せ
。

�

敬
　
具 久

保
　
美
洋
子

庭の椿の花を嗅ぐ菜々


