


こ
の
ま
ち
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、

層
の
よ
う
に
重
な
り
合
う
多
様
な
文
化
。

そ
れ
は
複
雑
か
つ
難
解
で
あ
り
な
が
ら
も
、

ま
だ
見
ぬ
世
界
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
宝
な
の
だ
ろ
う
。
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平
戸
、長
崎
、島
原
半
島
、外
海
、そ
し
て
五
島
列
島
へ
、

海
外
交
流
と
信
仰
の
歴
史
を
紐
解
く
旅
に
出
る
。

無
数
に
あ
る
宝
と
宝
を
つ
な
い
で
、

ひ
と
つ
の
答
え
に
た
ど
り
着
く
。

ようこそ、長崎のミュージアムへ
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た
と
え
ば
、
甲
冑
や
太
刀
の
拵
え
な
ど

に
見
ら
れ
る
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
は
、
現
代

の
視
点
で
捉
え
て
も
、
奇
抜
か
つ
斬
新
、

そ
し
て
ど
こ
か
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
戦
乱

の
世
が
終
わ
っ
た
殿
様
た
ち
が
、
自
ら
の

威
厳
を
保
つ
た
め
に
こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
舶
来
品
が
多
く
含
ま
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
も
、
海
外
貿
易
に
基
づ
い
た
平
戸
藩

の
繁
栄
の
歴
史
が
う
か
が
え
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
の
鎖
国
以
前
、
平
戸
か

ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
去
っ
た
も
の
の
、
オ

ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
商
館
は
開
設
さ
れ

て
い
た
。
中
で
も
平
戸
和
蘭
商
館
は
、
徳

川
家
康
か
ら
の
朱
印
状
を
得
て
一
六
〇
九

年
に
設
置
。
そ
の
後
、
幕
府
の
命
に
よ
り

長
崎
の
出
島
へ
移
転
す
る
と
、
大
洋
路
の

時
代
か
ら
続
い
た
、
海
外
貿
易
港
と
し
て

の
役
割
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。

　

松
浦
史
料
博
物
館
か
ら
歩
く
こ
と
約
十

分
。
三
百
七
十
年
余
り
の
時
を
経
て
現
代

に
よ
み
が
え
っ
た
、
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館

に
た
ど
り
着
く
。
海
沿
い
に
佇
む
白
亜
の

建
物
は
、一
六
三
九
年
築
造
の
平
戸
和
蘭
商

館
の
倉
庫
を
忠
実
に
復
元
し
た
も
の
だ
と

い
う
。
こ
こ
で
は
松
浦
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
中
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
貿
易
を
含
む
、

海
外
交
流
の
歴
史
を
伝
え
る
収
蔵
品
を
展

示
。
松
浦
史
料
博
物
館
と
あ
わ
せ
て
訪
ね

た
い
。

　

ま
た
、
時
間
が
許
せ
ば
、
平
戸
港
を

発
着
す
る
的
山
大
島
や
度
島
行
き
の
船

に
乗
っ
て
、
船
上
か
ら
建
物
を
眺
め
て
み

る
の
も
お
す
す
め
だ
。
か
つ
て
海
の
道
を

渡
り
、
平
戸
の
地
に
降
り
立
っ
た
人
々
。

彼
ら
が
目
に
し
た
風
景
が
目
の
前
に
よ
み

が
え
る
。
大
航
海
時
代
に
想
い
を
馳
せ
る

こ
と
が
で
き
る
、
貴
重
な
体
験
に
な
る
だ

ろ
う
。

平
戸
に
あ
っ
た

オ
ラ
ン
ダ
貿
易
の
拠
点

平戸オランダ商館

平戸島

生月島
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オランダ船船首飾木像（複製） ポルトガル船模型
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長
崎
市

平
戸
、横
瀬
浦
、そ
し
て
福
田
か
ら
長
崎
へ
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
来
航
し
た
港
の
そ
ば
に
は
新
し
い
ま
ち
が
生
ま
れ
、

た
く
さ
ん
の
教
会
堂
が
建
て
ら
れ
た
。

さ
な
が
ら
小
ロ
ー
マ
の
よ
う
だ
っ
た
長
崎
の
ま
ち
に
も
、

や
が
て
禁
教
の
高
札
が
掲
げ
ら
れ
る
。

国
際
貿
易
都
市
と
し
て
華
や
い
だ
時
代
。

そ
の
陰
に
は
、信
徒
発
見
ま
で
の
長
い
道
の
り
が
あ
っ
た
。

異
文
化
と
出
会
っ
た
ま
ち

一
六
一
四
年

江
戸
幕
府
が
全
国
に
禁
教
令
を
発
令

一
五
九
七
年

二
十
六
聖
人
が
西
坂
の
丘
で
殉
教

一
五
八
七
年

豊
臣
秀
吉
が
伴
天
連
追
放
令
を
発
布

一
五
八
〇
年

大
村
純
忠
が
長
崎
と
茂
木
を
イ
エ
ズ
ス
会
に
寄
進

一
八
六
七
年

浦
上
四
番
崩
れ
が
起
こ
る

一
八
七
三
年

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
高
札
が
撤
去
さ
れ
る

一
八
六
五
年

信
徒
発
見

一
六
四
四
年

国
内
最
後
の
神
父
が
殉
教
し
、
国
内
に
不
在
と
な
る

一
六
四
一
年

平
戸
か
ら
長
崎
出
島
へ
オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
移
転

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
と
貿
易
、キ
リ
ス
ト
教
の
教
会（
南

蛮
寺
）な
ど
を
題
材
と
し
て
お
り
、長
崎
に
来
航
し
た
南

蛮
人
の
風
俗
や
交
易
品
が
分
か
る
国
認
定
の
重
要
美
術

品
。写
真
の
屏
風
は
複
製
だ
が
、実
物
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

桃
山
時
代　

複
製

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵

南
蛮
人
来
朝
之
図　
部
分

長崎市

4849

　

”お
す
わ
さ
ん
“の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い

る
諏
訪
神
社
の
秋
の
大
祭
、
長
崎
く
ん
ち
。

一
六
三
四
年
か
ら
続
く
祭
礼
は
二
人
の
遊
女
、

高
尾
と
音
羽
が
諏
訪
神
社
の
神
前
に
謡
曲
「
小

舞
」
を
奉
納
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。

　

現
在
は
毎
年
十
月
七
日
（
前
日
）・
八
日

（
中
日
）・
九
日
（
後
日
）の
三
日
間
に
わ

た
っ
て
執
り
行
わ
れ
、
見
ど
こ
ろ
は
長
崎
市

内
五
十
八
カ
町
の
中
か
ら
、
そ
の
年
の
当
番

町
が
奉
納
す
る
絢
爛
豪
華
な
演
し
物
。
龍
踊

や
鯨
の
潮
吹
き
、
コ
ッ
コ
デ
シ
ョ
な
ど
特
色

あ
る
奉
納
踊
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
唐
人

船
、
阿
蘭
陀
船
、
龍
船
な
ど
船
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
演
し
物
も
少
な
く
な
い
。

　

か
つ
て
長
崎
の
ま
ち
に
繁
栄
を
も
た
ら
し

た
海
の
道
。
伝
統
あ
る
祭
り
は
、
様
々
な
民

族
が
船
を
使
っ
て
行
き
来
し
た
海
外
交
流
の

歴
史
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

受
け
継
が
れ
る
心 

③

モ
ッ
テ
コ
ー
イ
の
掛
け
声
が

響
き
渡
る
三
日
間

伝
統
の
長
崎
く
ん
ち

受け継がれる心 ③

7071

八
幡
船
と
呼
ば
れ
た
倭
寇
の
船
が
使

用
し
た
船
印
。中
央
に
源
氏
の
氏
神・

八
幡
神
の
称
号
「
八
幡
大
菩
薩
」、

右
に
平
戸・春
日
神
社
の
祭
神「
春
日

大
明
神
」、左
に
松
浦
家
が
守
護
と

し
た
式
内
社「
志
自
岐
大
菩
薩
」の

神
号
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
展
示

十
六
世
紀

船
幟

（
伝
八
幡
船
の
旗
）

輸
入
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
甲
冑
を
日
本

風
に
作
り
替
え
た
、大
変
珍
し
い
も

の
。大
腿
部
を
守
る
草
摺
な
ど
、も
と

も
と
は
な
か
っ
た
パ
ー
ツ
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。

平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
展
示

十
七
世
紀

南
蛮
甲
冑

禁
教
期
に
あ
た
る
十
七
世
紀
の
も
の
。

松
浦
家
二
十
七
代
久
信
の
妻
が
キ
リ

シ
タ
ン
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、松
浦
家

内
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
関
わ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。オ
ラ
ン
ダ
の

都
市
、デ
ル
フ
ト
で
焼
成
さ
れ
た
も
の
。

絵
柄
は
、大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
マ
リ

ア
に
救
い
主
の
母
と
な
る
こ
と
を
告

げ
て
い
る
場
面
。

松
浦
史
料
博
物
館
展
示

十
七
世
紀

受
胎
告
知
図
柄

菓
子
鉢

松
浦
家
の
事
績
を
記
し
た
旧
記
。

南
蛮
の
黒
船
が
来
航
し
、全
国
か

ら
商
人
が
や
っ
て
き
た
平
戸
。西
の

都
と
表
現
さ
れ
た
と
い
う
内
容
が

記
さ
れ
て
い
る
。

平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
展
示

江
戸
時
代
前
期

大
曲
記

一
八
一
三
年
に
平
戸
島
内
で
測
量
が

行
わ
れ
た
。そ
の
際
、平
戸
北
部
に
あ

る
白
岳
山
頂
に
お
い
て
、当
時
藩
主

だ
っ
た
熈
が
立
ち
合
っ
た
。

松
浦
史
料
博
物
館
展
示

一
八
二
一
年

伊
能
図
・

平
戸
島
図

ば
は
ん

し

じ

き

ひ
ろ
む
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九
月
か
ら
十
月
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
る
ア
ゴ

（
ト
ビ
ウ
オ
）
漁
。
平
戸
で
は
、
こ
の
時
季
に
吹

く
風
を
「
ア
ゴ
風
」
と
呼
び
、
九
州
か
ら
山
陰
に

か
け
て
の
海
底
で
産
ま
れ
た
、
ホ
ソ
ア
オ
ト
ビ
や

ツ
ク
シ
ト
ビ
ウ
オ
な
ど
の
稚
魚
が
北
風
と
と
も
に

南
下
し
て
く
る
。
以
前
に
比
べ
れ
ば
、
漁
を
す
る

船
は
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
が
、
二
艘
曳
き
の
船

が
群
れ
を
追
い
か
け
る
光
景
は
、
昔
も
今
も
変
わ

ら
な
い
季
節
の
風
物
詩
で
あ
る
。

　

串
に
刺
し
た
ア
ゴ
を
、
炭
火
で
ま
ん
べ
ん
な
く

こ
ん
が
り
焼
い
て
し
っ
か
り
乾
燥
さ
せ
る
と
、
旨

味
が
深
い
上
品
な
だ
し
が
取
れ
る
。
黄
金
色
に
透

き
通
っ
た
ア
ゴ
だ
し
は
、
お
正
月
の
雑
煮
や
茶
わ

ん
蒸
し
、
う
ど
ん
、
煮
物
な
ど
様
々
な
料
理
と
相

性
が
い
い
。

撮
影
協
力
：
林
水
産
（
平
戸
市
）

受
け
継
が
れ
る
心 

①

北
風
が
吹
い
た
ら

季
節
到
来

平
戸
の
ア
ゴ
漁

受け継がれる心 ①

3839

受け継がれる心 ⑥
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島
原
の
郷
土
料
理
と
い
え
ば
「
具
雑
煮
」
。

丸
餅
、
白
菜
、
ゴ
ボ
ウ
、
シ
イ
タ
ケ
、
か
ま

ぼ
こ
…
と
、
色
と
り
ど
り
の
具
材
が
ひ
し
め

く
一
品
は
家
庭
料
理
と
し
て
、
ま
た
お
も
て

な
し
料
理
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

具
雑
煮
の
発
祥
は
「
島
原
・
天
草
一
揆
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
圧
政
、
凶
作
、
飢
饉
に

苦
し
ん
で
い
た
島
原
・
天
草
の
人
々
は
一
六

三
七
年
、
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
原
城
に
立

て
籠
も
っ
た
。
そ
の
数
、
三
万
七
千
人
。
彼

ら
は
わ
ず
か
十
五
歳
の
天
草
四
郎
の
も
と
、

八
十
八
日
間
に
わ
た
っ
て
籠
城
を
続
け
た
。

こ
の
時
、
様
々
な
食
材
を
煮
炊
き
し
て
作
っ

た
の
が
具
雑
煮
の
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
皆
に
愛
さ
れ
る
郷
土
の
味
は
、
命
懸
け

の
戦
い
の
中
で
人
々
の
心
を
温
め
た
特
別
な

料
理
で
あ
っ
た
。

撮
影
協
力
：
元
祖 

具
雑
煮 

姫
松
屋（
島
原
市
）

受
け
継
が
れ
る
心 

⑥

戦
い
の
中
で

生
ま
れ
た
具
雑
煮
は

今
や
、郷
土
の
誇
り

103

繁栄した都市
異文化交流の足跡

長崎歴史 文化博物館Nagasaki
Museum

of
History and

Culture

無
用
な
争
い
を
避
け
る

そ
の
た
め
の
論
理

50

　

一
五
七
一
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
初
め

て
長
崎
に
入
港
し
た
の
は
、
大
村
純
忠
と

イ
エ
ズ
ス
会
が
開
港
協
定
を
結
ん
だ
翌
年

だ
っ
た
。
禁
教
に
よ
り
海
外
交
流
が
厳
し

く
制
限
さ
れ
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
船
や
唐
船

が
来
航
し
、
長
崎
の
ま
ち
は
国
際
貿
易
都

市
と
し
て
華
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
。
出
島

や
唐
人
屋
敷
を
起
点
に
様
々
な
モ
ノ
や
コ

ト
が
行
き
交
う
よ
う
に
な
っ
た
時
代
。
禁

教
の
下
、
異
な
る
民
族
は
ど
の
よ
う
に
共

生
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
の
学
芸
員
・
深

瀬
公
一
郎
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
江
戸
時
代
の
長
崎
に
は
異
な
る
民
族
や

文
化
、
宗
教
が
衝
突
す
る
こ
と
な
く
暮
ら

せ
る
仕
組
み
が
あ
り
ま
し
た
。
出
島
や
唐

人
屋
敷
な
ど
交
流
の
場
を
限
定
し
た
居
留

地
が
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
ま
た
奉
行
所
の

役
人
や
町
人
も
、
浦
上
村
の
人
々
が
キ
リ

シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
に
は
薄
々
気
づ
い
て

い
た
け
れ
ど
も
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
シ

タ
ン
は
邪
宗
で
あ
っ
て
こ
こ
に
い
る
人
た

ち
は
異
宗
。
邪
宗
は
幕
府
に
反
抗
す
る
け

れ
ど
も
、
異
宗
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。

無
用
な
争
い
を
避
け
る
た
め
の
論
理
の
下

で
、
共
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

頃
の
長
崎
の
ま
ち
は
、
多
様
性
に
寛
容
な

ま
ち
だ
っ
の
で
す
。
し
か
し
幕
末
に
な
り

ふ
た
た
び
外
国
人
宣
教
師
が
現
れ
る
と
、

浦
上
の
信
徒
た
ち
は
信
仰
を
告
白
し
、

新
た
な
展
開
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
」
。

　

長
崎
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
を
語
る
場
合
、

厳
し
い
弾
圧
や
迫
害
の
歴
史
に
目
を
向
け

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
一
方
で
「
長

崎
に
は
他
者
を
排
斥
せ
ず
受
け
入
れ
て
融

合
す
る
文
化
が
あ
る
」
と
深
瀬
さ
ん
は
考

え
る
。

　

西
洋
と
の
出
会
い
や
貿
易
と
都
市
の
繁

栄
、
人
々
の
交
流
な
ど
長
崎
の
ま
ち
を
舞

台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
多
様
な
歴
史

の
真
実
。
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
で
は
、

そ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
貴
重
資
料

や
分
か
り
や
す
い
解
説
と
と
も
に
紹
介
し

て
い
る
。

ふ
か

せ

こ
う
い
ち
ろ
う

長崎歴史文化
博物館
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