
風
信

　
一
般
に「
長
崎
学
」と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
に
は
他
の
地
域
と
異
な
る
幅
広
さ
と
深

み
を
持
つ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
長
崎
の
宗
教
史
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
に
な
り
ま
す
し
、

カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
史
を
見
れ
ば
、
外
来
宗
教
と
土
着
文
化
と
の
融
合
史
と
い
う
側

面
も
見
え
ま
す
。
経
済
史
と
い
う
意
味
で
見
れ
ば
、
長
崎
の
商
業
史
は
そ
の
ま
ま
日

本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
貿
易
史
で
も
あ
り
、
海
外
文
化
交
流
史
で
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
貿
易
の
利
益
を
背
景
と
し
た
社
会
貿
易
史
を
見
る
と
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る

共
和
制
社
会
史
の
様
相
も
見
え
ま
す
。
ま
た
、
蘭
学
の
系
譜
を
見
る
と
、
日
本
の
科

学
史
や
医
学
史
と
な
り
、
長
崎
に
全
国
か
ら
優
秀
な
若
者
が
遊
学
に
来
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
研
究
分
野
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
な
重
み
が
あ
り
、
多

面
性
が
あ
り
ま
す
。

　「
長
崎
学
」を
開
い
た
の
は
古
賀
十
二
郎

先
生
で
す
。

　
古
賀
先
生
は
、
明
治
十
二
年（
一
八
七
九
年
）

に
長
崎
市
五
島
町
に
生
ま
れ
、
東
京
外
国
語

学
校
を
卒
業
、
広
島
で
三
年
間
英
語
教
師
を

し
、
そ
の
後
長
崎
に
戻
り
、
歴
史
家
と
し
て

長
崎
学
の
基
礎
を
築
い
た
人
で
す
。
長
崎
の

地
方
史
研
究
家
の
系
譜
を
た
ど
る
と
必
ず
古

賀
先
生
に
行
き
着
く
の
で
す
。

　
こ
の
古
賀
先
生
の
孫
弟
子
に
当
た
る
方
が

越
中
哲
也
先
生
で
す
。越
中
先
生
は
現
在「
長

崎
歴
史
文
化
協
会
」の
理
事
長
を
さ
れ
て
い

ま
す
。長
崎
歴
史
文
化
協
会
は
十
八
銀
行
グ

ル
ー
プ
の
長
崎
経
済
研
究
所
に
事
務
局
が
あ

る
そ
う
で
す
。

　
私
は
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
越
中
先
生
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
、
何
回
か
お
話
す

る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

　
越
中
先
生
は「
精
霊
流
し
」や「
く
ん
ち
」の
テ
レ
ビ
解
説
も
さ
れ
て
お
ら
れ
、
も
う

九
十
歳
に
な
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
先
生
は
、
N
B
C
テ
レ
ビ
が
毎
年
盆
の
八
月
十
五

日
の
深
夜
に
放
送
す
る「
精
霊
流
し
」の
解
説
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
、
先
生
が

「
来
年
は
、
私
も
船
に
乗
る
と
で
す
た
い
。」の
セ
リ
フ
で
終
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

　
先
生
に
言
わ
せ
る
と
、「
く
ん
ち
」の
解
説
は
下
調
べ
が
で
き
る
の
で
、
何
と
か
な

る
そ
う
で
す
が
、「
精
霊
流
し
」は
、
ど
こ
の
船
が
次
に
来
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、

解
説
が
難
し
い
そ
う
で
す
。

　
昨
年（
平
成
二
十
二
年
）の
精
霊
流
し
の
番
組
を
見
て
い
た
ら
、「
こ
の
船
は
○
○
町
の

船
で
、
船
先
が
ピ
シ
ャ
ー
と
し
て
よ
か
で
す
ね
。
こ
ち
ら
の
船
は
ス
ー
と
し
た
と
こ
ろ
が

伝
統
を
良
く
表
し
て
い
ま
す
。」と
い
っ
た
解
説
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
亀
山
社
中
を
世
の
中
に
紹
介
さ
れ
た
の
も
越
中
先
生
だ
そ
う
で
、
確
か
昭

和
二
十
九
年
に
、
毎
日
新
聞
の
コ
ラ
ム
に「
亀
山
の
白
袴
」と
い
う
表
題
で
書
か
れ
た

の
が
最
初
だ
そ
う
で
す
。

　
長
崎
の
古
老
の
話
に
よ
る
と
、「
亀
山
の
や
つ
は
悪
か
っ
た
も
ん
ね
ー
」と
い
う
の

が
、
当
時
の
長
崎
の
人
た
ち
の
感
覚
だ
っ
た
よ
う
で
、「
確
か
に
、
浪
人
集
団
が
墓

の
上
の
一
軒
屋
に
た
む
ろ
し
て
い
た
ら
、
周
囲
か
ら
は
物
騒
に
思
え
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。」と
越
中
先
生
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
、
長
崎
に「
亀
山
」と
い
う
地
名
は
な
く
、
亀
山
社
中
の
あ
っ
た
所
は「
伊

良
林
次
石
」と
い
う
処
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
何
故
、「
亀
山
」の
名
が
付
い

た
か
と
い
う
と
、
社
中
の
置
か
れ
た
屋
敷
が
、
一
八
〇
〇
年
初
頭
か
ら
五
十
年
程
度

焼
か
れ
た「
亀
山
焼
」の
細
工
場
の
跡
で
あ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
亀
山
焼
の
窯
が

閉
じ
ら
れ
た
一
年
後
に
、
坂
本
龍
馬
た
ち
が
長
崎
に
来
て
、
こ
の
屋
敷
を
根
城
に
し

て
社
中
を
作
り
、「
亀
山
社
中
」の
名
が
付
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
日
曜
、
昼
の
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
ら
、
越
中
先
生
が
出
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
内
容

は
九
州
の
シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
で
し
た
。
長
崎
に
伝
来
し
た
カ
ス
テ
ラ
は
全
国
に
広

が
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
長
崎
に
医
学
を
学
び
に
来
た
医
者
が
、
カ
ス
テ
ラ
は

卵
や
砂
糖
を
豊
富
に
使
う
の
で
滋
養
に
良
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
製
法
を
学
び
、

よ
り
一
層
全
国
に
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
し
か
し
、
番
組
の
中
で「
何
故
、
全
国
に
カ
ス
テ
ラ
は
広
が
っ
た
の
で
す
か
」と
い

う
質
問
に
、
越
中
先
生
の
答
え
は
一
言
、「
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
、
カ
ス
テ
ラ
は

お
い
し
か
っ
た
け
ん
で
す
た
い
。」こ
れ
に
は
、
思
わ
ず
噴
き
出
し
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
は
主
食
と
し
て
パ
ン
を
必
要
と
し
ま
す
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
に
関
係
の
あ
る
パ
ン
を
焼
く
場
所
の
許
可
は
奉
行
所
か
ら
長
崎
町
内
の

一
ヵ
所
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
出
島
に
運
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
パ
ン
を
自

由
に
焼
い
た
り
、
庶
民
が
食
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　「
長
崎
学
」を
堅
い
学
問
に
し
て
難
し
い
解
説
を
す
る
の
も
良
い
と
思
い
ま
す
が
、越
中
先

生
の
よ
う
に
誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
平
易
に
話
を
さ
れ
、ユ
ー
モ
ア
や
、何
と
も
言
え
な
い

面
白
み
を
持
ち
、素
人
に
も
興
味
を
か
き
立
た
せ
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
長
崎
の
歴
史
と
文
化
は
、
長
崎
の
財
産
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、

古
賀
十
二
郎
先
生
を
祖
と
す
る
長
崎
学
の
系
譜
が
あ
り
、
越
中
哲
也
先
生
に
つ
な
が

り
ま
す
。
こ
う
し
た
系
譜
を
大
切
に
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
長
崎
学
の
活
動
を
基
礎
に「
長
崎
さ
る
く
」の
よ
う
な
観
光
振
興

に
つ
な
が
れ
ば
、
学
問
の
み
な
ら
ず
、
経
済
振
興
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
崎
と
い
う
土
地
の
持
つ
面
白
さ
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
追
記
）

・
全
く
の
私
事
で
す
が
、長
崎
歴
史
文
化
協
会
が「
な
が
さ
き
の
空
」と
い
う
冊
子
を
発
行

さ
れ
て
お
り
、そ
の
内
容
は
十
八
銀
行
の
H
P
で
も
公
開
さ
れ
、私
も
時
々
覗
い
て
い
ま
し

た
。あ
る
時
、H
P
を
見
て
い
る
と
、そ
こ
に
私
の
妻
の
母
方
の
祖
父
の
名
前
を
見
つ
け
ま

し
た
。そ
の
祖
父
と
い
う
の
は
、戦
前
、旧
制
長
崎
中
学
の
国
語
教
師
を
し
て
い
ま
し
た
。

越
中
先
生
は
そ
の
教
え
子
だ
そ
う
で
す
。そ
れ
を
見
つ
け
て
連
絡
を
し
た
の
が
先
生
と
知

り
合
う
き
っ
か
け
で
し
た
。「
あ
ら
ら
ら
ー
」と
言
っ
て
、快
く
会
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

・
新
中
川
電
停
の
近
く
に
鳴
滝
高
校
が
あ
り
ま
す
が
、そ
こ
が
旧
制
長
中
の
校
舎
だ
っ
た

そ
う
で
す
。そ
の
裏
門
の
前
の
石
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
、妻
の
祖
父
の
旧
宅
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。越
中
先
生
も
中
学
二
〜
三
年
生
の
頃
、「
先
生
の
家
に
お
邪
魔
し
て
勉
強

を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。」と
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
ロ
ン
グ
先
生
は
厳
し
か
っ
た

も
ん
ね
ー
」と
越
中
先
生
が
言
っ
て
お
ら
れ
、こ
ち
ら
が
恐
縮
し
ま
し
た
。

三
四
七
号
　
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日

─ 
長
崎
学
と
越
中
先
生 

─

　
六
月
一
日
は
く
ん
ち
の
小
屋
入
り
で
す
。
今
年（
平
成
二
十
三
年
）は
本
社
長
崎
支
店

の
あ
る
出
島
町
が
踊
町
に
な
り
ま
す
。
今
年
も
越
中
先
生
が
く
ん
ち
の
解
説
を
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
み
で
す
。�

（
N
T
T
西
日
本 

長
崎
支
店
　
営
業
部
長
）

○
明
治
時
代
以
降
、
長
崎
で
は
六
月
一
日
を「
小
屋
入
り
」と
言
い
、
長
崎
く
ん
ち
踊
町
の

人
々
は
早
朝
よ
り
シ
ャ
ギ
リ
の
音
に
合
わ
せ
て
目
を
さ
ま
し
、
一
同
ま
ず
諏
訪
神
社
に

夏
衣
装
の
紋
付
袴
に
て
参
拝
、
午
後
は
袴
を
ぬ
ぎ
夏
も
の
の
唐
人
パ
ッ
チ
を
は
き
、
紋

付
の
裾
を
か
ら
げ
、
く
ん
ち
の
時
に
お
世
話
に
な
る
年
番
町
や
商
工
会
の
事
務
所
に

シ
ャ
ギ
リ
と
共
に
挨
拶
に
回
る
。
長
崎
の
人
達
は「
こ
の
シ
ャ
ギ
リ
の
音
を
聞
く
と
、

何
故
か
わ
く
わ
く
し
ま
す
」と
言
わ
れ
る
。

○
さ
て
、今
年
の「
梅つ

雨ゆ

入
り
」は
六
月
十
一
日
と
暦
に
記
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、六
月
五
日「
ツ

ユ
入
り
し
た
」と
気
象
台
よ
り
発
表
。
今
年
は
例
年
に
な
く
早
い
ツ
ユ
入
り
で
し
た
。

○
五
月
二
七
日
と
言
え
ば
私
は
東
郷
元
師
が
対
馬
の
沖
で
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
に
勝
利
さ
れ
た
日
で
あ
っ

た
事
を
思
い
だ
し
、「
旗
艦
の
帆
柱
　
信
号
あ
が
る
　
み
空
は
晴
る
れ
ど
風
た
ち
て
…
」と
呟
い
た
。

○
一
六
〇
三
年
長
崎
イ
エ
ズ
ス
会Collegco

《
学
校
》で
出
版
さ
れ
たVocabrlario

《
日
ポ

辞
書
》に
はTcuyu

《
ツ
ユ
》を
地
方
で
はN

agaxi

《
ナ
ガ
シ
》と
言
う
と
記
し
て
あ
っ
た
。

○
七
月
の
行
事
は
七
月
七
日
の
七た
な

夕ば
た

の
行
事
に
始
ま
る
。「
長
崎
歳
時
記
」に
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
あ
る
。

　
七
月
六
日
　
家
々
色い
ろ

紙が
み

を
も
っ
て
短
冊
を
造
り
詩
歌
を
書
き
、
女
子
は
更
に
色
紙
に
て

衣
服
を
つ
く
り
共
に
竹
に
結
び
て
立
つ
、
そ
の
夜
は
座
敷
の
縁え
ん

側が
わ

に
台
を
置
き
鏡
餅
・

ソ
ー
メ
ン
・
西
瓜
等
を
供
え
　
燈
を
と
も
し
乞き
っ

巧こ
う

奠て
ん

を
願
う
。

○
乞
巧
奠
と
は
中
国
古
来
の
祭
礼
で（
旧
）七
月
七
日
農
耕
を
司
る
索
牛
星
と
織
物
を
司
る

織
女
星
が
天
の
川
に
鵲う

の
鳥
が
作
る
橋
を
渡
っ
て
、一
年
に
一
度
お
逢
い
に
な
る
の
で
、

其
の
時
に
二
星
に
お
願
い
す
る
と
願
い
事
を
適か
な

え
て
下
さ
る
と
言
う
。

○
唐
の
白
楽
天
の
叙
事
詩「
長
帳
歌
」に
も
其
の
事
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。「
七
月
七

日
長
生
殿
　
夜
半
無
人
私
語
時
　
在
天
願
作
比
翼
鳥
　
在
地
願
為
連
理
枝
…
…
」

○
今
月
は
次
の
書
籍
を
御
寄
贈
い
た
ゞ
い
た
。

　
長
崎
文
献
社
よ
り『
長
崎
学
へ
の
道
案
内
』（
二
、〇
〇
〇
円
）『
長
崎
游
学
・
軍
艦
島
は
生
き

て
い
る
』（
八
〇
〇
円
）『
岩
崎
弥
太
郎
の
長
崎
日
記
・
赤
瀬
浩
著
』（
八
〇
〇
円
）　
軍
艦
島

の
資
料
は
新
名
勝
の
案
内
で
あ
り
、
長
崎
日
記
は
良
く
資

料
が
整
理
し
て
あ
り
、
両
書
と
も
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

○
諫
早
史
談
会
よ
り『
諫
早
史
誌
43
号
』前
号
に
引
き
続
き「
三
條

公
記
」「
島
原
大
変
記
」等
の
御
労
作
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

冨
久
　
幸
芳

東古川町小屋入り  （北川るみ子撮影）


