
先
日
、
長
崎
歴
史
文
化
協
会
で
長
崎
の
諏
訪
の
森
の
石
組
に
つ
い
て
越
中
哲
也
先

生
に
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
、
こ
の
「
な
が
さ
き
の
空
」
を
書
く
き
っ
か
け
と
な
り
ま

し
た
。

私
の
父
は
文
化
や
歴
史
に
造
詣
が
深
か
っ
た
。
50
年
程
前
に
、
父
と
二
人
で
立
山

千
本
桜
を
最
初
に
植
樹
し
た
の
は
諏
訪
公
園
の
丸
馬
場
の
地
で
し
た
。
そ
の
地
の
忠

魂
碑
の
横
手
に
あ
る
石
組
の
前
に
立
ち
、
父
か
ら
こ
こ
は
寺
の
跡
地
だ
、「
こ
の
付

近
か
ら
六
角
堂
あ
た
り
ま
で
昔
は
寺
の
庭
園
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
の
が
子
ど
も

の
頃
だ
っ
た
。

昨
年
か
ら
六
角
堂
付
近
の
石
組
の
写
真
を
撮
っ
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
し
た
り
す
る
う

ち
に
、
次
第
に
私
は
石
の
一
つ
一
つ
に
歴
史
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

調
べ
る
う
ち
に
い
つ
し
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
こ
は
、
大
き
な
日
本
庭
園
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
思
い
を
深
め
な
が
ら
検
索
し
、
県
立
図
書
館
で
文
献
を
調

べ
た
が
分
か
ら
な
く
行
き
止
ま
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
長
崎
歴
史
文
化
協
会

の
越
中
先
生
や
市
立
博
物
館
の
原
田
館

長
に
写
真
を
検
証
し
て
も
ら
う
と
、「
こ

れ
は
新
し
い
発
見
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
ま
で
長
崎
の
歴
史
の
中
で
埋
も
れ
た

部
分
で
は
な
い
か
。
も
う
少
し
よ
く
調

べ
て
み
た
ら
」
と
言
わ
れ
、
更
に
念
入

り
に
郷
土
史
を
調
べ
て
回
っ
た
。

長
崎
市
史
に
よ
る
と
、
現
在
の
諏
訪

公
園
丸
馬
場
の
地
に
正
保
二
年
（
1
6

4
5
）、
天
台
宗
の
僧
・
玄
澄
が
小
庵
を

む
す
ん
だ
と
あ
る
。

承
應
元
年
（
1
6
5
2
）
長
崎
奉
行
が
そ
の
事
を
聞
き
寺
を
建
立
さ
せ
た
。
そ
の

年
玄
澄
は
江
戸
・
東
叡
寺
の
大
僧
正
・
公
海
か
ら
松
嶽
山
正
光
院
安
禅
寺
の
寺
号

と
、
絵
師
狩
野
家
貞
の
筆
に
よ
る
東
照
大
権
現
家
康
像
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
安
禅

寺
と
し
た
の
は
慶
長
年
間
、
当
地
に
安
禅
寺
と
い
う
尼
寺
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
に

基
づ
い
た
と
し
て
い
る
。
寛
文
十
二
年
（
1
6
7
2
）、
長
崎
奉
行
と
し
て
牛
込
忠

左
衛
門
が
任
ぜ
ら
れ
、
安
禅
寺
の
由
来
を
聞
き
東
照
宮
の
神
像
を
奉
持
し
て
、
安
禅

寺
の
上
方
に
東
照
宮
を
建
立
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

そ
の
後
は
寺
の
改
修
も
進
み
、
各
方
面
か
ら
の
多
く
の
寄
進
も
集
ま
り
、
安
禅
寺

と
東
照
宮
は
長
崎
一
の
大
寺
院
と
な
り
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
。

安
政
以
降
、
長
崎
港
は
外
国
貿
易
の
減
退
に
よ
り
寺
は
衰
退
し
、
明
治
に
入
り
廃

仏
毀
釈
に
よ
り
廃
寺
と
な
り
、
3
0
0
0
坪
を
越
し
た
敷
地
の
大
半
は
現
在
の
長
崎

公
園
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

其
の
中
で
東
照
宮
は
、
明
治
初
年
に
破
壊
さ
れ
た
が
明
治
三
十
四
年
（
1
9
0
1
）、

同
地
に
再
興
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
県
立
図
書
館
横
か
ら
丸
馬
場
を
経
て
東
照

宮
に
か
け
て
の
現
存
す
る
石
門
、
石
垣
、
石
灯
籠
、
石
の
唐
獅
子
は
当
時
を
ほ
う
ふ

つ
さ
せ
る
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
石
垣
の
石
は
近
く
の
男
風
頭
と
い
わ
れ

る
岩
原
郷
立
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

さ
て
六
角
堂
付
近
の
不
思
議
な
石
組
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
諏
訪
神
社
の
話
に
よ
る

と
磐
座
（
い
わ
く
ら
）
磐
境
（
い
わ
さ
か
）
で
あ
り
、
祭
祀
跡
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

磐
座
、
磐
境
は
古
代
の
人
々
が
神
が
降
臨
す
る
と
信
じ
て
い
た
巨
岩
や
石
に
囲
ま

れ
た
神
聖
な
場
所
と
言
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
遺
跡
は
日
本
庭
園
と
結
び
つ
か
な
い
か
と
、
文
献
で
ル
ー
ツ
を
調
べ
た
が
結

論
は
容
易
で
な
い
と
し
て
、
其
の
ル
ー
ツ
の
ひ
と
つ
に
磐
座
、
磐
境
が
あ
る
と
し
て

い
る
と
言
う
。

こ
の
磐
座
、
磐
境
に
注
目
し
た
の
が
日
本
庭
園
の
石
組
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

重
森
三
玲
（
し
げ
も
り
み
れ
い
1
8
9
6
〜
1
9
7
5
）
で
あ
る
。
彼
の
著
書
「
日

本
庭
園
史
大
系
」
第
一
巻
の
論
文
の
中
で
、
自
ら
の
作
庭
の
体
験
を
踏
ま
え
て
「
私

が
石
を
組
む
時
、
一
個
の
石
を
単
な
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
石

の
中
に
何
か
あ
る
も
の
を
見
て
い
る
。
何
か
し
ら
石
の
中
に
不
明
な
が
ら
も
、
あ
る

も
の
を
感
じ
取
る
事
が
出
来
る
」
と
し
て
い
る
。
日
本
庭
園
で
は
慶
兆
の
物
と
し
て

亀
や
鶴
の
型
が
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
道
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
、
江
戸
時

代
に
は
徳
川
大
権
現
の
永
遠
を
祈
る
鶴
石
、
亀
石
は
庭
園
造
り
に
は
大
い
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

私
は
様
々
な
説
と
議
論
は
別
に
し
て
、
現
在
私
た
ち
の
目
前
に
、
大
き
な
亀
の
形

を
し
た
石
、
座
禅
を
組
ん
だ
と
思
わ
れ
る
座
禅
石
、
鶴
に
見
立
て
た
立
石
が
見
受
け

ら
れ
る
。
そ
の
石
組
を
取
り
囲
む
よ
う
な
人
工
的
な
石
組
が
現
存
し
、
鯨
を
形
ど
っ

た
鯨
石
等
も
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
奉
納
し
て
徳
川
幕
府
へ
の
忠
誠
心
を
こ
の
庭

園
の
形
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
付
近
に

は
、
庵
を
む
す
ん
だ
跡
地
と
見
ら
れ
る
も
の
も
現
存
す
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
此
の
石
組
は
庭
園
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

人
が
眺
め
て
風
流
を
楽
し
ん
だ
日
本
庭
園
と
は
異
な
り
、
家
康
を
神
格
化
さ
せ
て
祭

る
た
め
の
庭
園
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
外
部
に
出
る
こ
と
も
、
歴
史
に
書
き
留

め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
埋
も
れ
て
い
た
の
で
は
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。

石
組
付
近
の
庭
園
の
広
さ
は
約
6
0
0
坪
は
下
ら
な
い
。
こ
の
広
い
庭
園
が
長
崎

公
園
の
内
に
存
在
し
て
お
り
、
樹
齢
約
7
0
0
年
の
公
園
内
の
大
楠
、
藤
の
大
木
等

が
時
代
の
歳
月
を
重
ね
こ
れ
ら
の
石
組
を
守
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

来
春
完
成
す
る
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
と
、
こ
の
諏
訪
の
森
を
長
崎
歴
史
の
一
つ

の
エ
リ
ア
と
位
置
付
け
る
事
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
景
観
と
環
境
は
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
長
崎
の
誇
り
だ
と
考
え
て
い

る
。
次
代
に
残
す
べ
き
素
晴
ら
し
い
遺
産
で
あ
る
。
私
は
こ
の
諏
訪
の
森
の
景
観
一

帯
を
長
崎
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
す
る
べ
く
、
努
力
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

（
長
崎
さ
く
ら
の
会
）

｜
｜
｜
｜
｜
｜

○
先
月
末
、
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
て
下
さ
っ
た
友
人
が
、
開
口
一
番
「
長
崎
っ
て
、
活

気
が
な
く
な
っ
た
ね
」
と
言
う
。
そ
し
て
私
に
「
観
光
都
市
長
崎
で
は
な
く
、
文

化
を
語
れ
る
街
・
長
崎
に
し
な
さ
い
よ
」
と
言
う
。

○
四
月
に
入
っ
た
ら
、
何
か
急
に
忙
し
く
な
っ
た
。
今
月
か
ら
は
毎
週
一
回
、
古
文

書
研
究
会
に
出
席
せ
よ
と
言
う
し
、
台
湾
、
上
海
の
研
修
会
に
も
是
非
同
行
せ
よ

と
言
わ
れ
る
。
ま
た
原
田
正
美
会
長
、
高
尾
副
会
長
よ
り
は
、
八
月
に
行
く
チ
ベ

ッ
ト
研
修
会
の
準
備
も
し
て
お
い
て
下
さ
い
と
言
わ
れ
る
。

○
四
月
八
日
は
、
お
釈
迦
様
の
花
ま
つ
り
、
二
十
一
日
は
弘
法
大
師
の
日
で
あ
り
、

十
六
日
は
長
崎
バ
ラ
モ
ン
大
会
の
日
、
更
に
五
月
一
日
は
媽
祖
様
の
誕
生
日
、
こ

れ
も
忘
れ
ぬ
よ
う
に
崇
福
寺
に
出
席
せ
よ
と
の
事
。

○
二
月
の
ラ
ン
タ
ン
F
の
媽
祖
行
列
は
シ
ョ
ー
で
あ
り
、「
本
当
の
媽
祖
祭
は
五
月

一
日
で
す
よ
」
と
崇
福
寺
藩
美
官
総
代
よ
り
、
厳
し
く
御
電
話
を
戴
く
、
当
日
十

時
崇
福
寺
集
合
。
天
の
神
に
山
羊
、
豚
を
供
え
、
福
建
料
理
を
い
た
だ
く
。（
参

加
希
望
者
は
事
務
局
上
田
ま
で
連
絡
下
さ
い
。
会
費
三
、
〇
〇
〇
円
）

○
先
年
来
た
ず
ね
ら
れ
て
い
た
「
ト
ル
コ
・
ラ
イ
ス
」
長
崎
発
祥
の
説
。
ふ
と
し
た

こ
と
よ
り
其
の
ル
ー
ツ
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
う
ち
発
表
す
る
事
に
し
よ

う
と
考
え
て
い
る
。

○
F
M
ナ
ガ
サ
キ
・
ラ
ジ
オ
で
毎
朝
九
時
半
よ
り
私
が
「
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
長

崎
話
」、
そ
の
ル
ー
ツ
は
前
長
崎
県
立
図
書
館
長
の
故
永
島
正
一
先
生
が
昭
和
三

十
五
年
四
月
よ
り
N
B
C
ラ
ジ
オ
で
始
め
ら
れ
た
「
長
崎
も
の
し
り
手
帳
」
に
始

ま
っ
て
い
る
。
以
来
何
年
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
ね
。
私
な
り
に
毎
朝
苦
心
し
て
い

る
の
で
す
。

○
二
十
六
聖
人
の
結
城
了
悟
神
父
の
近
著
「
ロ
レ
ン
ソ
了
斎
」
を
戴
く
。
了
斎
は
平

戸
白
石
の
人
で
あ
っ
た
事
。
彼
は
盲
人
で
あ
っ
た
が
、
信
長
、
秀
吉
に
も
面
談
し
、

晩
年
は
長
崎
に
、
そ
し
て
古
賀
の
教
会
に
も
お
ら
れ
た
。
更
に
、
其
の
面
影
が
一

六
〇
〇
年
当
時
の
長
崎
の
風
景
を
描
い
た
南
蛮
屏
風
に
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
神
父

と
共
に
描
か
れ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
皆
様

に
お
す
す
め
で
き
る
「
長
崎
キ
リ
シ
タ
ン
史
料
の
一

冊
」
で
あ
る
。（
一
、
六
〇
〇
円
）

風
信

二
七
三
号

平
成
十
七
年
四
月
二
十
日

諏
訪
の
森
に
大
庭
園
が
あ
っ
た

井
村
　
啓
造

長崎諏訪森の石組


