
第
五
話

居
留
地
の
下
水
道
　
～
長
崎
の
場
合
～

私
の
話
は
、
長
崎
の
下
水
道
に
つ
ヽ
て
で
す
。
内
容
は
、
ま
ず

一
番

目
と
し
ま
し
て

「江
，１
時
代
に
お
け
る
長
崎
市
街
の
Ｆ
水
道
は
ど
う
ヽ

う
も
の
だ

っ
た
の
か
」
。
二
番
目
と
し
て

「出
島
の
下
水
道
」
、
こ
れ
は
、

”
　

江
戸
時
代
版
外
国
人
居
留
地
で
す
。　
．
番
目
に
、
こ
れ
が
メ
イ
ン
な
の

コヽ
場
　
で
す
が

「長
崎
外
国
人
居
留
地

の
下
水
道
」。
こ
れ
は
、
江
戸
幕
末
、
長

崎‘
　

崎
が
開
港
し
て
大
浦
と

し
う
所

に
外
国
人
居
留
地
が

つ
く
ら
れ
、
そ
こ

”長
　
に
幕
末
か
ら
明
治

の
初
め
頃
に
下
水
道
が

つ
く
ら
れ
て

し
ま
す
が
、

こ

績
　
れ
は
下
水
道
と

い
う
よ
り
開
渠
な
の
で
下
水
溝
と

い

っ
た
は
う
が
正
し

ド
　

ヽ
の
で
し

ょ
う
が
、
こ
の
下
水
溝

の
歴
史
的
な
経
緯

に
つ
し
て
、
述
ベ

ゅ
　
ま
す
。

開
　
　
つ
い
最
近
ま
で
は
、
日
本
の
ド
水
道
の
最
占
の
も
の
は
、
東
京
の
神

話
　
田
に
あ
る
神
田
ド
水
と
ｏ
わ
れ
て
０
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
下

郷
　
水
道
史
の
研
究
に
よ
り
、
神
田
ド
水
よ
り
も
さ
ら
に
古
く
、
横
浜
の
外

一　

国
人
居
留
地
と
か
あ
る
０
は
神
戸
の
外
国
人
居
留
地
、
さ
ら
に
長
崎
の

５ｏ
　
外
国
人
居
留
地
に
下
水
道
や
下
水
溝
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

照
　
井

　

　

仁

ｏ
う
研
究
が
進
ん
で
ま
い
り
、
そ
れ
が
発
掘
調
査
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
、
旧
外
国
人
居
留
地
の
ド
水
道
の
存
在
は
最
近
よ
う
や
く
わ

れ
わ
れ
現
代
人
に
そ
の
存
在
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
が
、
居
留
地
に
下

水
道
が
つ
く
ら
れ
た
当
時
の
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
治
十
七
年
に
ロ
ン
ド

ン
万
国
衛
生
博
覧
会
に
出

張
し
ま
し
た
永
井
久

一
郎
と
し
う
内
務
省
の
事
務
官
が
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
人
は
帰
朝
後
、
「人
日
本
私
立
衛
生
会
」
で
欧
州

の
塵
芥
と
か
上

水
道
、
あ
る
０
は
下
水
道
に
つ
し
て
講
演
し
ま
し
て
、
こ
の
講
演
草
稿

を
元
に
し
ま
し
て
、
『
巡
欧
記
実
衛
生

二
人
工
事
』
と
ヽ
う
本
を
明
治

二
十
年
に
刊
行
し
て
し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
横
浜
外
国
人
居
留
地
の
下

水
道
を
紹
介
し
て
０
ま
す
。
と
ヽ
う
こ
と
は
、
日
本
の
初
め
て
の
近
代

下
水
道
と
い
わ
れ
た
神
田
Ｆ
水
を
明
治
十
六
年
に
設
計
、
築
造
す
る
際

に
は
、
神
戸
あ
る
い
は
横
浜
の
居
留
地
下
水
道
が
参
考
に
さ
れ
た
だ
ろ

う
と
思
０
ま
す
し
、
日
本
の
近
代
下
水
道
建
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
が
居
留
地
の
下
水
道
だ
と
言
え
る
と
思
０
ま
す
。



こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
下
水
道
の
歴
史
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め

る
居
留
地
ド
水
道
に
つ
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
卜
分
な
調
査
、
研
究
が
行

わ
れ
て
き
た
と
は
し
え
ず
、
わ
ず
か
に
横
浜
市
で
早
稲
田
稔
さ
ん
が
横

浜
居
留
地
ド
水
道
に
つ
し
て
研
究
さ
れ
て
業
績
を
残
さ
れ
た
程
度
で
す
。

そ
の
他
の
居
留
地
、
神
戸
、
あ
る
０
は
長
崎
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
手

が
つ
け
ら
れ
て
０
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
歴
史
の
穴
を
少
し
で
も

埋
め
よ
う
と
、
ま
ず
長
崎
居
留
地
の
下
水
道
に
つ
い
て
今
年
六
卜

二
年

の
五
月
に
、
現
地
の
下
水
道
を
見
て
ま
い
り
、
若
千
、
資
料
も
集
め
て

ま
ヽ
り
ま
し
た
。
資
料
は
、
長
崎
県
立
図
書
館
に
か
な
り
膨
大
な
も
の

が
残

っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
非
常
に
断
片
的
な
資
料
で
、
私
は
そ
の

断
片
的
な
も
の
を
少
し
集
め
た
程
度
で
、
そ
の
中
か
ら

一
部
を
ご
紹
介

し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
江
戸
時
代
の
長
崎
の
下
水
道
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
て
み
た
ｔ
と
思
０
ま
す
。
長
崎
の
町
屋
と
い
う
の
は
よ
く
見
て
み
ま

す
と
、
各
敷
地
の

一
番
奥
の
あ
た
り
が
、
ち
ょ
う
ど
裏
側
の
敷
地
と
接

す
る
と
こ
ろ
に
幅
三
十

一
セ
ン
チ
程
の
下
水
溝
が
あ
る
の
が
分
か
り
ま

す
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
背
割
下
水
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
背
割
ド

水
と
ｔ
う
の
は
、
何
も
長
崎
だ
け
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
一
番

有
名
な
の
は
、
大
阪
の
背
割
ド
水
で
す
が
、
そ
の
他
に
、
秀
吉
が
町
づ

く
り
を
行

っ
た
近
江
八
幡
あ
る
い
は
江
戸
と
０
っ
た
と
こ
ろ
に
も
そ
の

存
在
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
背
割
下
水
に
、
生
活
排
水
、
あ
る
０
は

そ
の
土
地
か
ら
流
れ
て
き
た
排
水
が
流
れ
込
ん
で
、
川
や
海
に
流
さ
れ

る
、
こ
う
い
う
よ
う
な
仕
組
み
に
な

っ
て
い
ま
す
。

長
崎
の
背
割
下
水
が
ｏ
つ
頃
に
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
文
献
調

査
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
前
に
長
崎
の
都
市
形
成
が
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
て
き
た
の
か
を
、
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
．
ま
ず
、　
一
五
六
七

年
、
長
崎
純
景
が
城
を
成
立
さ
せ
、　
一
五
七

一
年
に
開
港
さ
れ
、
大
村

純
忠
の
家
臣
朝
永
対
馬
に
よ
る
町
建
て
が
行
わ
れ
ま
す
。　
一
五
八
七
年

に
は
豊
臣
秀
吉
の
征
伐
に
よ
り
公
領
と
な
り
ま
し
た
。

一
五
八
八
年
に
は
長
崎
代
官
を
設
置
、　
一
五
九
二
年
に
は
内
町
二
十

一二
町
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
長
崎
奉
行
が
統
治
し
ま
す
。　
一
五
九

七
年
に
は
外
町
四
町
が
成
立
、
以
後
、
長
崎
代
官
が
統
治
し
ま
し
た
。

一
六
三
三
年
に
は
第

一
次
鎖
国
令
が
出
さ
れ
ま
す
．
そ
し
て
、　
一
六
三

四
年
に
出
島
が
築
造
開
始
さ
れ
ま
す
。
出
島
は

一
六
三
六
年
に
完
成
し

ま
す
．
そ
し
て
、　
一
六
三
九
年
に
ポ

ル
ト
ガ
ル
商
館
が
つ
く
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
が
宗
教
上
の
理
由
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
館
が
閉
鎖
さ
れ
、　
一

六
四

一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
転
入
し
て
き
ま
す
。

そ
の
後
、　
一
六
六
三
年
に

「寛
文
の
大
火
」
が
あ
り
ま
す
。
寛
文
の

大
火
に
よ
り
、
長
崎
の
町
は
ほ
と
ん
ど
焼
け
尽
く
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

一
六
六
七
年
に
ｔ
わ
ゆ
る
倉
田
水
樋
が
着
Ｉ
さ
れ
、　
一
六
七
三
年
に
そ

れ
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

一
八
五
八
年

（安
政
五
）
、
日
米
修
好
通
商
条
約
が
五
ヵ
国
と
締
結

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
理
年
の

一
八
五
九
年

（安
政
六
）
に
開
港
さ
れ
、

す
ぐ
に
居
留
地
の
築
造
に
か
か
り
ま
す
。　
一
八
七
〇
年
、
居
留
地
造
成

第 5話 居留地の下水道～長崎の場合～-51



52-第 5話 居留地の下水道～長崎の場合～

整
備
事
業
が
完
成
し
ま
す
。
下
水
道
関
係
と
し
て
は
、
そ
の
後

一
八
八

六
年

（明
治
十
九
）
に
吉
村
長
策
が
担
当
し
て
、
下
水
溝
の
改
修
が
開

始
さ
れ
、
大
溝
六
ヵ
線
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

お
話
を
す
る
関
係
の
こ
と
は
大
体
こ
の
へ
ん
ま
で
で
、
長
崎
の
町
は
、

十
六
世
紀
以
降
、
日
本
の
窓

日
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
ヽ
う
こ
と
が

お
分
か
り
だ
と
思
ヽ
ま
す
．

本
題
に
戻
り
、
長
崎
の
町
が

一
六
六
三
年
に
全
国
六
十
六
町
の
う
ち
、

三
町
を
除
し
て
五
十
七
町
が
全
焼
し
て
、
六
町
が
半
焼
す
る
と
い
う
大

火
災
に
遭
遇
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
幕
府
は
、
被
災
地
復
旧
に
市

区
改
正
を
計
画
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
街
路
の
幅
を
本
通
り
筋
が

四
間
、
脇
通
り
筋
が
三
間
、
構
渠

の
幅
は

一
尺
五
寸

（
四
十

五
セ
ン

チ
）
と
定
め
ま
し
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
市
街
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
は
、
長
崎
市
街
が
計
画
的
に
つ
く
ら
れ
た
最
初
の
も
の
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
溝
渠
に
つ
き
ま
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
上
の

詳
し
い
こ
と
は
文
献
に
は
表
れ
て
き
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
明
治
十
九
年

と
二
十
年
に
古
村
長
策
が
ド
水
溝

の
改
修
を
行
う
わ
け
で
す
。
こ
の
事

業
は
大
溝
が
六
線
、
延
長
二
千
二
百
四
十

一
メ
ー
ト
ル
、
中
小
溝
が
延

長
七
十
万
四
百
七
十
二
メ
ー
ト
ル
と
市
内
ほ
ぼ
全
域
に
下
水
溝
を
整
備

す
る
人
事
業
で
し
た
。
こ
の
設
計
を
担
当
し
た
占
村
長
策
で
す
が
、
そ

の
当
時
の
職
は
長
崎
県
技
師
で
し
た
。
彼
は
そ
の
後
、
土
木
学
会
の
会

長
に
な

っ
た
り
し
た
土
木
界
の
大
立
者
で
す
が
、
昭
和

二
年

一
月
に
土

木
学
会
で
講
演
を
行

っ
て
い
ま
す
。
土
木
学
会
の

「会
長
講
演
」
と
し

う
講
演
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
吉
村
は
昔
担
当
し
ま
し
た
長
崎
市
内
の

ド
水
溝
の
改
修
に
つ
し
て
、
若
千
触
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
部
分
を
紹
介

し
ま
す
。

「長
崎
の
在
来
の
下
水
は
、
左
右
石
垣
に
し
て
、
底
は
上
の
ま
ま
に

な

っ
て
居
ま
し
た
の
で
、
水
の
疎
通
悪
し
く
、
従

っ
て
臭
気
を
発
し
、

衛
生
上
も
宜
く
な
い
の
で
、
左
右
石
垣
を
改
築
し
、
天
河
漆
喰
を
合
端

に
充
め
、
底
は
五
島
産
フ
ラ
ッ
グ
ス
ト
ー
ン
、
即
ち
板
石
を
敷
き
、
大

河
漆
喰
を
つ
め
た
石
底
も
防
水
工
事
を
施
し
、
幅
員
及
び
渠
底
の
傾
斜

を
整
理
し
た
。
」

こ
の
中
で
天
河
漆
喰
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
長
崎
地
方

独
特
の
漆
喰
方
法
で
、
長
崎
近
郊
に
風
頭
山
と
ヽ
う
山
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
そ
の
山
肌
を
削

っ
て
採
集
さ
れ
た
天
河
土
に
貝
灰
を
混
ぜ
、
そ

れ
に
水
を
加
え
て
粘
性
を
増
し
て
い
く
漆
喰
で
、
赤
褐
色
を
し
て
い
ま

す
。こ

の
こ
と
か
ら
吉
村
長
策
の
話
し
て
し
る
在
来
の
下
水
道
と
ヽ
う
の

は
、
お
そ
ら
く
寛
文
三
年
の
大
火
後
に
つ
く
ら
れ
た
下
水
清
を
０
っ
て

い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
寛
文
年
間
以
降
、

明
治
十
九
年
ま
で
長
崎
に
お
ヽ
て
大
規
模
な
都
市
計
画
あ
る
ヽ
は
溝
渠

改
良
の
記
録
が
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
寛
文
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
下

水
溝
の
構
造
は
、
左
右
が
石
垣
で
、
底
は
上
の
ま
ま
の
も
の
で
あ

っ
て
、

市
街
全
域
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は
大
変
立
派
な
も
の
と
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推
測
さ
れ
る
わ
け

で
す
。

江
戸
時
代

の
下
水
道

に

つ
し
て
は
、
そ
の
他
資
料
を
探
し
て
み
た
の

で
す
が
、
資
料

は
非
常

に
乏
し
く
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り

ま
せ
ん
が
、

こ
の
下
水
溝

は
明
治
初
期

に
は
非
常

に
不
衛
生
と
な

っ
て

し
た
こ
と
が
古
村

の

一会
長
講
演
」
で
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
開
国
後
、

ヽ
ち
早
く
長
崎

に
着

い
た
外
国
人
商
人
た
ち
は
、
創
設
後

ｉ
百
年
を
経

過
し
て
し
た
長
崎
市
街

の
下
水
溝

の
汚
さ
に
非
常

に
驚
く
と
と
も

に
、

コ
レ
ラ
等

の
伝
染
病
流
行
と
結
び

つ
け
、
居
留
地
建
設

の
際

に
は
、
下

水
道

の
建
設
を
要
求
し
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
と
思

０
ま
す
。
彼
ら
は
、

冒
険
商
人
と
し
て
、
東
南

ア
ジ

ア
、
中
国
、
あ
る
い
は
イ

ン
ド
と

し

っ

た
伝
染
病

の
流
行
地
を
渡
り
歩

ｔ
て
お
り
、
伝
染
病

の
恐
し
さ
を
十
分

体
験
し
て
き
た
は
ず

で
す
。
外
国
人
の
要
求
に
基
づ
き
居
留
地
に
下
水

道
が
建
設
さ
れ
、
こ
の
居
留
地
の
下
水
溝
を
サ
ン
プ

ル
と
し
て
、
明
治

十
九
、　
１
１
年

の
長
崎
市
街
下
水
溝

の
改
修
と

つ
な
が

っ
て
く
る
も

の

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味

で
、
開
渠
と
は

い
え
、
長
崎
居
留
地

の
下
水
溝
も
他

の
居
留
地
の
下
水
道
同
様
、
日
本

の
下
水
道
史
卜
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間
違

０
な

ヽ
よ
う
で
す
。

次

に
、
出
島

の
下
水
道

の
話
し
で
す
が
、
こ
れ

こ
そ
更

に
資
料
が
あ

り
ま
せ
ん
。
出
島
は

一
六
■
六
年

に
完
成
し
て
０
ま
す
。
出
島
は
、
東

西
約
六
―

メ
ー
ト
ル
、
北
側
が
百
七
―
た
メ
ー
ト
ル
、
南
側
が

１
百
１

五
メ
ー
ト
ル
の
規
模

の
扇
形

の
島
で
す
。

こ
れ
ま
で

「出
島
研
究
」
と

ヽ
う

の
は
い
ろ
ヽ
ろ
な
方
面

で
行
わ
れ
て
き
た
わ
け

で
す
が
、
出
島

の

Ｆ
水
道
が
ど
う
な

っ
て
ぃ
た
か
と

い
う

こ
と
を
研
究
し
た
人
は
、
お
そ

ら
く

い
な

０
だ
ろ
う
と
思

０
ま
す
．
も
ち
ろ
ん
、
下
水
道

に
つ
い
て
書

か
れ
て
ヽ
る
文
献
も
、
ほ
と
ん
ど
な

０
わ
け
で
す
。
最
近
、
『
出
島
図
』

と

い
う
分
厚

い
本
が
出
て

，
ま
す
。

こ
れ
は
、
出
島
を
描

い
た
絵
図
を

集
大
成
し
た
図
集

で
す
が
、
こ
の
本

に
出
島

の
下
水
道
が
描
か
れ
て
し

る
の
で
は
な

い
か
を
見

て
ヽ

っ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
に
は

下
水
溝
ら
し
き
も
の
は
全
然
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
一日
の

絵

の
手
法
と
し
て
、
ど
ぶ
や
側
溝
な
ど
は
描
か
な
ヽ
の
が
普
通
だ

っ
た

よ
う
で
す
。
そ
ん
な
中

で
、
出
島

の
下
水
溝

に
つ
い
て
記
述
し
て
ヽ
る

唯

一
の
文
献
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
医
師
と
し

て

一
六
九
〇
年

（元
禄

三
）

に
来
日
し
た

エ
ン
グ
ル
ベ

ル
ト

・
ケ
ン
ペ

ル

（
こ
の
人
は
ド
イ
ツ
人
で
す
が
）
が
書

し
た

『
日
本
誌
』
と

ヽ
う
本

で
す
。

ケ

ン
ペ
ル
は
、　
一
六
九

二
年

（元
禄

五
）

に
帰
国
し
た
の
で
、

約

二
年

は
ど
日
本
に
滞
在
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
日
本

の

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
調
べ
ま
し
て
、

こ
の

『
日
本
誌
』

に
書
き
記

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
出
島

の
下
水
溝

に
つ
い
て
も
触
れ
て
し

る
の
で
す
．
そ
の
部
分
を
紹
介
し
て
み
ま
し

ょ
う
。

一雨
水
は
、
路
地
に
掘

っ
た
深

い
、
曲
が
り
く
ね

っ
た
溝

に
よ

っ
て

悉
く
海

へ
流
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
溝
を
利
用
し
て
も
、
品
物

を
島

へ
持
ち
込
ん
だ
り
、
島
か
ら
持
ち
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き

な

い
．
」

た
だ
こ
れ
だ
け

の
記
述
な
の
で
す
て

こ
れ
か
ら
推
測
し
ま
す
と
、
当
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時
は
密
貿
易
の
取
り
締
ま
り
と
ヽ
う
こ
と
に
非
常
に
重
点
が
置
か
れ
ま

し
て
、
こ
の
た
め
下
水
道
も
こ
の
よ
う
な
曲
が
り
く
ね

っ
た
下
水
道
と

し
て
つ
く
ら
れ
、
歩
行
不
叫
能
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
で

き
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
構
造
と

，
う
の
は
、
人
が
入
れ
る
程
度
の
大
き

さ
で
は
な
か

っ
た
の
か
。
し
か
も
、
開
渠
で
は
な
く
暗
渠
で
は
な
か

っ

た
の
か
と
、
こ
の
文
章
か
ら
は
想
像
で
き
ま
す
。

ケ
ン
ペ
ル
の
記
述
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
出
島
の
発
掘
調
査
か
ら
そ

う
ｏ
っ
た
遺
構
が
出
て
く
る
は
ず
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
出
島
の
発
掘

調
査
は
、
現
な
若
干
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
現
在

行
わ
れ
て
い
る
発
掘
調
査
は
、
出
島
の
境
界
部
周
辺
の
発
掘
が
主
に
行

わ
れ
て
０
ま
し
て
、
出
島
の
中
心
部
の
発
掘
は
全
く
行
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
出
島
が
幕
末
期
に
周
囲
と
陸
続
き
と
な
り
、
長
崎
外
国

人
居
留
地
に
併
合
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
出
島
は
ど
こ
ま

で
の
範
囲
だ

っ
た
の
か
を
確
定
す
る
作
業
が
先
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
周
辺
部
か
ら
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
０
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
周
辺
部
の
発
掘
調
査
の
中
で
、
四
種
類

の
溝
が
発
掘
さ
れ
て
し
ま
す
。
ま
ず

一
つ
は
、
安
山
岩
を
く
り
抜
ヽ
た

も
の
で
、
長
さ
が
約
七
十
セ
ン
チ
前
後
、
内
幅
が
二
十
七
セ
ン
チ
、
深

さ
１
１
セ
ン
チ
の
も
の
が
出
Ｌ
し
て
ヽ
ま
す
。
安
山
岩
は
長
崎
港
の
周

辺
に
は
な
い
岩
石
で
、
遠
く
か
ら
運
ん
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
出
土
地
点
が
出
島
周
辺
の
海
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
所
で
す
の
で
、

お
そ
ら
く
幕
末
期
に
つ
く
ら
れ
た
下
水
道
と
み
ら
れ
ま
す
。

二
番
日
は
底
石
に
厚
さ
六
セ
ン
チ
の
砂
岩
性
の
板
石
を
敷
い
て
、
側

壁
に
自
然
石
の
平
ら
な
面
を
内
側
に
向
け
て
す
え
ら
れ
、
Ｌ
部
を
平
行

に
す
る
た
め
に
厚
さ
五
、
六
セ
ン
チ
の
砂
岩
性
の
板
石
を
置
い
て
、
そ

の
上
に
厚
さ
八
セ
ン
チ
の
砂
岩
性
板
肩
を
蓋
石
と
し
て
置
し
て
ぁ
る
も

の
で
す
。
内
径
は
高
さ
が
ｉ
ｌ
六
セ
ン
チ
、
幅
が
二
十
五
か
ら
四
―
セ

ン
チ
で
す
。
古
文
書
等
か
ら
、
慶
応
三
年
ぐ
ら
い
に
築
造
さ
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

三
番
目
の
構
は
、
Ｖ
字
形
を
し
た
溝
で
、　
い
わ
ゅ
る
三
角
溝
と
い
わ

れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
幕
末
に
築
造
さ
れ
た
長
崎
居
留
地
に
多
く
見

ら
れ
る
三
角
溝
と
人
体
同
じ
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

こ
の
構
も
幕
末
期
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

四
番
目
に
、
出
島
の
旧
花
畑
井
戸
付
近
に
あ
る
溝
で
す
。
こ
れ
は
、

地
下
六
十
セ
ン
チ
に
埋
め
ら
れ
た
暗
渠
で
す
。
幅
が
約
１
十
セ
ン
チ
、

深
さ
が
１
１
セ
ン
チ
の
四
角

い
暗
渠
で
す
が
、
こ
れ
は
出
Ｌ
品
か
ら
十

八
世
紀
頃
に
築
造
さ
れ
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
長
崎
市
立
博
物
館
員
の

方
が
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
四
種
類
の
溝
が
出
て
き

て
ヽ
ま
す
が
、
出
島
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
溝
は
、
四
番
目
の
暗
渠
の
み

で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
ケ
ン
ペ
ル
の

『
日
本
誌
』
の
記
述
に
合
致

す
る
溝
は
見

つ
か

っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
今
後
の
発
掘
調
査
、
研
究
に

待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
出
島
の
給
水
経
路
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な

っ
て
い
た
の
か
と

い
う
と
、
倉
田
水
樋
が

一
六
六
七
年
に
長
崎
市
街
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
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て
，
ま
す
。

こ
れ
は
倉

出
次
郎
右
衛
門
と

し
う
人
が

つ
く

っ
た
の
で
倉

田
水
樋
と

０
０
ま
す
が
、

こ
れ
を
出
島

の
ほ
う
ま
で
延
ば
し
て
給
水
し

て
ヽ
る
の
で
す
。
給
水
料
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
毎
年
銀

三
貫
六

百
＝
を
徴
収
し
た
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
し
尿

の
ほ
う

に

つ
ｔ
て
は
、
桶

に
溜
め
て
そ
の
桶
を
舟

で
出
島
か
ら
運

ん
だ
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

さ
て
本
題

の
長
崎
外
国
人
居
留
地
の
下
水
道

に
つ
い
て
で
す
。

こ
の
下
水
道
は
ど
う

ｔ
う
も

の
か
と

し
う
と
、
皆
さ
ん

一
度

は
ご
覧

に
な

っ
た
と
思

０
ま
す
が
、
長
崎

の
街

に
オ
ラ
ン
ダ
坂
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
坂
道

の
両
脇

に
下
水
溝
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
が

い
わ
ゆ
る
居
留

地
の
ド
水
道
と
言
わ
れ

て
い
る
も

の
で
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
昔
か

ら
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、

か
え

っ
て
そ

の
歴
史
的
経
緯
と

か
そ
う

い

っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
調
査
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
今
回
、
若
干
調
査
し
て
み
た
わ
け
で
す
。

ま
ず
、
居
留
地
が
ど

の

へ
ん
に
あ

っ
た
の
か
を
図
１

１
で
見
て
み
た

い
と
思

０
ま
す
。
長
崎

の
外
国
人
居
留
地
は
、
長
崎
市

の
南

の
ほ
う
に

大
浦
川
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
周
辺
の
大
浦
町
、
あ

る
０
は
東
山
手
町
、

松

ケ
伎
町
、
小
曽
根
町
、
波

′
Ｖ
町
こ
の
辺

一
帯
が

ｏ
わ
ゆ
る
外
国
人

居
留
地
と
し
て
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
大
体
、
十
万
坪

の
敷
地
が
あ

っ
た

わ
け
で
す
。
十
万
坪

の
敷
地
と

し
う
の
は
、

日
本

の
外
国
人
居
留
地
で

は
横
浜
に
次
ぐ
大
き
さ

で
す
。

長
崎
は
、
安
政

７‐１
年

六
月
―
九

日
に
調
印
さ
れ
た
日
米
修
好
通
商
条

約

に
よ

っ
て
開
港
場

に
指
定
さ
れ
る
。
そ

の
際
、
横
浜
あ
る
い
は
神
戸

な
ど
と
同
様

に
、
外
国
人
居
留
地
を
ど
こ
に
す
る
か
で
幕
府
と
外
国
側

で
大
変
も
め
た
わ
け

で
す
．
当
初
、
幕
府
側
が
長
崎
港
対
岸

の
飽

ノ
浦

町
、
あ
る
０
は
人
浦
川

の
対
岸

の
松

ケ
枝
町
と
か
小
曾
根
町
、
こ
の
辺

に
日
本
人
街
と
隔
離

し
て
外
国
人
居
留
地
を

つ
く
ろ
う
と
計
画
し
ま
す
。

し
か
し
．
外
国
側
は
、
強
硬

に
日
本
人
街
と
接
す
る
大
浦
地
区
を
希
望

し
ま
す
。
結
果
的

に
は
、
横
浜
、
神
戸

の
よ
う
に
幕
府
の
言

い
な
り
に

は
な
ら
な

い
で
、
外
国
側
の
主
張
が
通
る
わ
け

で
す
。
そ
の
最
大

の
理

由

は
、
長
崎

に
は
出
島
が

あ

っ
た
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、
出
島
は
、
日

本
人
街
と
完
全

に
隔
離
さ
れ
て
、
こ
こ
に
住
む
オ
ラ
ン
ダ
人
の
生
活
は

ま
さ
に
籠

の
鳥
、
外
国
人
は

一官
営

の
監
獄
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
人
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
目
に
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
人
、

フ

ラ
ン
ス
人
、
ド
イ
ツ
人
ら
は
こ
の
出
島
化

に
強
硬
に
反
対
す
る
わ
け
で

す
。
中

で
も
、
イ
ギ
リ
ス
初
代
公
使

の
Ｒ

・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
そ

の
急

先
鋒

で
し
た
。

そ
し
て
、
開
港
は
安
政
六
年
六
月

‐
日
．
土
地

の
造
成
は
た
だ
ち
に

行
わ
れ
ま
す
。
大
浦
地
区
の
造
成

は
、
翌
年

の
十
月
頃
に
終
了
し
ま
す

が
、
長
崎
居
留
地
全
体

の
造
成
は
明
治

二
年

ま
で
続
き
ま
す
。

こ
れ
は
、

外
国
側
が
大
浦
地
区
だ
け

で
は
狭

ヽ
こ
と
を
理
由

に
、
東
山
手
、
そ
れ

に
続
く
南
山
手
、
松

ケ
枝
、
梅

ケ
崎
、
下
り
松
町
、
あ
る
０
は
出
島
と

い
う
ふ
う
に
大
浦

に
続
く
土
地
を
居
留
地
と
し
て
造
成
し
て
い

っ
た
か

ら
で
す
。

こ
れ
ら
の
土
地
の
造
成
は
、
幕
府
が
独
立
で
行

っ
て
、
外
国



5←――第 5話 居留地の F水道～長崎の場合～

図-1 居留地の位置図

｀
＼
ミ、、

f.. /
′

丼

籠

ヽ

日

．

~ヽ■

ン
，

■

／

´

´

´

■
オ
詢

一
¨

イ `こ ス́/″
~~

rC).‐ i

・
ヨ
タ

，
Ｓ
ヨ
コ
〓
‐

・′

ヽ

ヽ

、

―

―

‘

―

″

″

●

′

薔
お
一
Ｆ

‘
′
」
・

．●
　

，

・「

珈

ヽ

　́
・■

．
オ
ブ
ョ

‘

・

●
１

・

・ヽ

゛
ｒ

一

ヽ
、

一

一
‐

』一けし
′

:/ 辞

ふ、`

ペ

脚

彙
.“

'.|
|,_|

●
.

，

‥

18´
でヽそ

e

■ ■、
■ ‐ _ ´́´

ヽ

マ

、 .e

`●

_■●〆_‐

´ 1、

”
“
Ｃ

・ ア
=.〉「 ._

“
ョ
´

”
¨
０

ン
／

芸

円

鶏ヽ

"
ヽ
ヽ
´

ゝ■″
′′． Ж

"̈
C

一こ

．　
　
　
一一ノ

ヽ
ノ

・

卜

、
　

多

~`//く



第 5話 居留地の下水道～長崎の場合～-57

の
技
術
的
援
助
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と
ヽ
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

担
当
し
た
の
は
、
人
草
の
赤
崎
村
、
現
在
の
熊
本
県
人
草

・
有
明
町
の

庄
屋
の
北
野
織
部
を
中
心
と
し
た
天
草
の
人
々
で
し
た
。
地
元
長
崎
に
、

こ
の
よ
う
な
人
工
事
を
施
上
す
る
技
術
を
持

っ
た
人
が
お
ら
ず
、
請
負

う
者
が
出
て
こ
な
か

っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天
草
は
昔
か
ら
―
拓

事
業
が
盛
ん
で
、
そ
の
技
術
を
持

っ
て
い
た
の
で
す
。

―‥
地
の
進
成
後
、
居
留
地
の
築
造
は
計
画
的
に
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
住
宅
を
建
設
す
る
前
に
、
道
路
や
石
畳
、
下
水
溝
、
石
垣

等
の
Ｌ
木
工
事
を
完
璧
な
ま
で
に
先
行
さ
せ
て
０
ま
す
。
そ
の
中
の
道

路
は
、
ま
ず
大
浦
地
区
に
お
ｔ
て
は
、
道
路
を
岸
と
平
行
に
通
し
ま
し

て
、
縦
は
そ
の
道
と
直
角
に
交
わ
ら
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
縦
横
に
つ

く

っ
て
通
し
た
区
画
を
四
等
分
に
し
ま
し
て
、
そ
の

一
つ
の
区
画
が
六

百
五
十
坪
前
後
で
、
間
口

一
に
対
し
て
奥
行
き
は
そ
の
三
倍
と

っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
整
然
と
し
た
都
市
計
画
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
大
浦
地
区
に
続
き
、
東
山
手
、
南
山
子
が
計
画
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
地
区
は
丘
陵
地
で
、
大
浦
地
区
の
よ
う
な
計
画

的
な
縦
横
の
道
路
を
つ
く
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
こ
の

道
路
が
丘
陵
に
応
じ
て
曲
が
り
く
ね
り
ま
し
て
、
大
浦
地
区
が
整
然
と

し
た
区
画
で
あ

っ
た
の
と
異
な
り
、
山
手
地
区
の
区
画
は
、
大
き
な
所

が
あ

っ
た
り
小
さ
い
所
が
あ

つ
た
り
し
て
ヽ
ま
す
。
山
子
地
区
は
住
宅

地
と
し
て
利
用
さ
れ
、
平
均
的
な
坪
数
は

一
千
坪
ぐ
ら
い
で
す
が
、
大

浦
地
区
は
商
業
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
ど
坪
数
は
大
き

く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
設
計
、
計
画
は
、
私

に
は
幕
府
が
独
自

で
や

っ
た
と
は
思

え
ま
せ
ん
．
都
市
計
画
の
採
用
、
ま
た
そ
の
規
模
が
非
常

に
大
き

ｏ
こ

と
か
ら
、
外
国
人

の
ァ
ド
バ
ィ

ス
が
ぁ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考

え
ま
す
．

そ
れ
で
は
、
開
港
し
て
外
国
商
人
が
ゃ

っ
て
き
た
長
崎

の
街

の
衛
生

状
態
は
ど
う
だ

っ
た
の
で
し

ょ
う
。
先
程

の
吉

村
長
策

の

「会
長
講

演
」
に
も
あ

っ
た
よ
う

に
、
長
時

に
お
け

る
衛
生
状
況

は
と

て
も
悪

か

っ
た
と
思

０
ま
す
。
幕
末
期
に
お
け
る

コ
レ
ラ
の
流
行
を
例

に
と

っ

て
も

一
人
五
九
年
、　
一
人
六
１
年
、　
一
八
六
１
年
と
立
て
続
け
に
流
行

し
て
い
ま
す
．

こ
の
理
由
を
み
て
み
ま
す
と
、
在
来

の
Ｌ
下
水
道

の
老

朽
、
不
良
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
長
崎
と

０
う
街
は
大
部
分
が
低
湿
地

区

に
あ
り
ま
す
。
井
戸
水

に
良
質

の
水
を
得

る

こ
と

は
非
常

に
難

し

か

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、　
一
六
六
七
年
と

ｏ
う
割
合
早

い
時
期

に
倉

田
水
樋
が
着
ェ
さ
れ
ま
し
て
、　
一
六
七
三
年

に
竣
上
し
た
し
ま
す
。
し

か
し
、
長
崎
が
開
港
し
た
時
に
は
こ
の
倉

田
水
樋
も

二
百
年
た

っ
て
ｏ

ま
す
．
施
設
も
当
然
、
老
朽
化
し
て
い
る
で
し

ょ
う
。
汚
水
や
汚
物
が

混
入
す
る
こ
と
は
如
何
と
も
し
難
く
、
大
雨
が
降

っ
て
市
内

の
河
川
が

増
水
す
れ
ば
、
泥
水
が
容
赦
な
く
浸
入
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思

い
ま
す
。

一
方
、
寛
文
年
間

に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
下
水
溝
も

二
百
年
た

っ
て
い

ま
す
。

こ
れ
も
か
な
り
老
朽
化
し
て
ヽ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
下
水
溝
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は
底
が
ｔ
の
ま
ま
と
い
う
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
汚
水
が
簡
単
に
丼
戸

に
浸
入
し
て
し
ま
う
状
況
だ

っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
長
崎
は

鎖
国
期
日
本
の
唯

一
の
窓
口
で
あ
り
、　
コ
レ
ラ
等
の
伝
染
病
も
長
崎
か

ら
入

っ
て
き
て
日
本
全
上
に
蔓
延
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か

っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
を
長
崎
が

コ
レ
ラ
等
伝
染
病
の
発
生
地
で
あ
る
か
の
よ

う
な
誤
解
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
。
長
崎
に
や

っ
て
き
た
外
国
人
商
人

た
ち
も
同
様
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
長
崎
の
町
は
、
風
光
明
媚
な
町
で
、

保
養
地
と
し
て
は
最
適
だ
と
の
印
象
を
も

っ
た

一
方
で
、
非
常
に
不
潔

な
町
、
伝
染
病
の
発
生
地
と
ヽ
う
印
象
を
も
持

っ
た
の
で
は
な
か

っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
居
留
地
の
下
水
道
の
築
造
が
当
然
要
求

さ
れ
、
日
本
人
街
の
溝
の
よ
う
に
溝
の
す
き
ま
か
ら
汚
水
が
地
下
浸
透

し
た
り
、
下
水
蓋
の
な
い
下
水
道
は
駄
目
だ
と
主
張
い
た
し
ま
す
。

土
地
の
造
成
、
あ
る
い
は
道
路
、
下
水
道
の
築
造
は
、　
一
八
六
〇
年

九
月
二
十
九
日

（万
延
元
年
八
月
十
五
日
）
に
締
結
さ
れ
た

「長
崎
地

所
規
則
」
に
基
づ
き
行
わ
れ
ま
す
が
、
下
水
溝
関
係
は
こ
の
第
五
条
に

よ

っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
第
五
条
に

「
町
々
道
路
溝
掘
並
波
止
場
之
事
」

と
い
う
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
り
ま
す
。

「溝
掘
或
は
水
吐
必
要
の
節
は
日
本
政
府
よ
り
是
を
設
け
外
国
民
の

住
地
或
は
街
中
の
分
と
も
此
為
の
税
は
借
主
不
拘
候
事
」

居
留
地
の
施
設
に
関
し
ま
し
て
、
必
要
な
溝
渠
、
下
水
道
を
整
備
し

て
、
市
街
、
道
路
、
お
よ
び
波
上
場
を
維
持
す
る
の
は
、
土
地
所
有
者

た
る
幕
府
の
務
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
幕
府
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
何

ら
の
租
税
を
も
外
国
借
地
人

へ
課
税
す
る
こ
と
な
く
、
全
額
出
費
す
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
て
０
ま
し
た
。

な
ぜ
、
道
路
、
下
水
溝
等
の
整
備
は
日
本
側
の
責
務
と
い
う
こ
と
に

な

っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、　
一
つ
は
も
と
も
と
が
日
本
の
１‐
地
で
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
外
国
人
側
か
ら
し
ま
す
と
、
長
崎
居

留
地
は
、
中
国
な
ど
の
外
国
に
あ
る
居
留
地
と
比
較
し
て
狭
小
な
土
地

の
割
に
高
額
な
借
地
料
を
支
払

っ
て
お
り
、
そ
の
分
日
本
側
が
道
路

・

下
水
溝
等
を
完
備
す
る
の
は
当
然
の
義
務
で
あ
る
、
こ
う
い
う
見
解
を

も

っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
長
崎
に
限
ら
ず
横
浜
で
も
そ
う
で
し

た
。道

路
、
ド
水
溝
の
整
備
は
大
浦
地
区
か
ら
順
次
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。

大
浦
地
区
で
は
上
地
の
造
成
が
終
了
し
た

一
八
六
〇
年
十

一
月

（万
延

元
年
十
月
）
か
ら
始
ま

っ
た
と
ぁ
り
ま
す
．

そ
れ
で
は
、
居
留
地
を
巡
る
当
時
の
様
子
が
日
本
最
初
の
英
字
新
聞

「長
崎

シ
ッ
ピ
ン
グ
リ
ス
ト
＆
ア
ド
バ
タ
ィ
ザ
ー
」
と

ぃ
ぅ
新
間

に

載

っ
て
い
ま
す
の
で
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
新
聞
は
、
名

前
の
と
お
り
長
崎
港
に
入
港
す
る
船
の
紹
介
、
あ
る
０
は
長
崎
あ
る
い

は
横
浜
、
神
戸
、
上
海
等
に
あ
り
ま
す
商
社
の
広
告
の
掲
載
が
メ
イ
ン

で
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
残
り
の

ス
ペ
ー
ス
に
、
長
崎
居
留
地
の
様
子
あ
る
い
は
日
本
の
政
治
の
情
勢
、

国
際
情
勢
等
が
若
千
載

っ
て
い
る
新
聞
で
、
半
年
ほ
ど
で
廃
刊
と
な

っ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
時
代
の
居
留
地
の
様
子
を
知
る
に
は
非
常
に
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貴
重
な
資
料
で
す
．

そ
の
新
聞
の
、　
一
八
六

一
年
七
月
―
日
号
に

「第

一
回
居
留
地
参
事

会
」
の
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
居
留
地
内
の
施
設

に
つ
ヽ
て
議
論
さ
れ
て
０
ま
す
。
そ
の
内
容
は
ま
ず
第

一
番
日
に
、
居

留
地
内
の
施
設
の
欠
陥
と
０
う
こ
と
に
つ
い
て
、
第

二
番
目
に
、
施
設

の
欠
陥
の
修
正
案
に
つ
０
て
、
三
番
目
に
、
将
来
、
居
留
地
の
拡
大
、

充
実
さ
せ
る
べ
き
居
留
地
像
に
つ
ヽ
て
で
す
。

最
初
の
、
居
留
地
内
の
施
設
の
欠
陥
と
し
て
は
、
居
留
地
の
地
盤
が

全
体
的
に
低
ｏ
と
か
、
居
留
地
周
辺
の
海
が
浅
す
ぎ
て
船
が
人
港
で
き

な
い
と
か
、
街
路
の
幅
が
狭
す
ぎ
る
な
ど
と
と
も
に
、
下
水
道
関
係
と

し
て

「溝
渠
の
設
計
は
よ
い
が
、
施
工
が
拙
く
て
建
物
の
基
礎
を
脅
か

す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
、
生
活
あ
る
い
は
商
行
為
を
営
む
Ｌ
で
の
最
小

限
必
要
な
こ
と
の
指
摘
を
行

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
対
策
と
し

て
二
番
目
に

「溝
渠
は
全
面
的
に
補
修
し
直
し
、
舗
装
の
上
、
下
水
溝

に
覆
い
を
す
る
こ
と
」
、
そ
う
し
う
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。

二
番
目
の
、
将
来
、
居
留
地
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
の
中
で
は
、
降
水

時
の
水
吐
き
の
た
め
に
、
バ
ン
ド
に
は
中
央
部
に
、　
一
般
道
路
に
は
片

側
に
へ
こ
み
を
つ
く
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
ま
す
。
居
留
地
が
十
分
に

整
備
さ
れ
て
い
な
い
時
点
で
、
居
留
民
は
建
物
あ
る
い
は
倉
庫
内
の
商

品
を
水
か
ら
ま
ず
守
る
こ
と
を
第

一
に
挙
げ
、
次
に
悪
臭
と
か
伝
染
病

対
策
と
し
て
下
水
溝
に
蓋
を
す
る
等
の
対
策
を
構
ず
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
ま
す
．

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点

に
お
い
て
は
ま
だ
下
水
溝
は
居
留
民
を
満

足
さ
せ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
こ

の
時
期
、
長
崎

に

一
旅
行
者
と
し
て
や

っ
て
き
た
ダ

・
ア
ン
ナ
と

ｏ
う

女
性
が

「
＞

ｒ
ａ
ヽ
く
一∽〓
ζ
営
一ド

，
コ
０
」
８
‥
』
と

い
う
旅
行
記
を
ま

と
め
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
も
長
崎

の
下
水
溝

の
様
子
に
つ
き
ま
し
て
若

干
触
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
紹
介
し
ま
す
。

一長
崎
の
街

の
石
畳

の
道
を
観
察
し
、
中
央
盛
高

に
し
て
両
側

の
家

側

の
排
水
溝

に
水
が
流
れ
込
む
の
で
、
雨
後

に
お

し
て
も
道
路
は
乾

い

て
衛
生
的
で
あ
る
。
」

居
留
民
の
不
満
と
異
な
り
ま
し
て
、
長
崎

の
下
水
溝
を
大
変
褒

め
て

い
ま
す
．
こ
れ
は
、

ほ
か
の

マ
ニ
ラ
と
か
そ
う

い

つ
た
東
南

ア
ジ
ア
の

都
市
と
比
較
し
て
長
崎

の
下
水
溝
は
非
常

に
整
備
さ
れ
て
し
た
と

ｏ
う

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
て

居
留
地
が
置
か
れ
た
当
時
、
居
留
民
に
不
満

で
あ

っ
た
下
水
溝
は
、

そ
の
後
ど
う
整
備
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
し

ょ
う
か
．
居
留
地
は
、
大
浦
、

山
手
地
区
を
核

に
順
次
増
設
整
備
さ
れ
て
し
く

の
で
す
が
、
ど
う
も
下

水
溝

に
つ
い
て
は
そ

の
後

の
居
留
民
を
満
足
さ
せ
て
い
な
か

っ
た
よ
う

な
の
で
す
。
そ
の
例
と
し
て
、　
一
八
六
五
年
四
月

二
十
九

日
付

で
英
国

臨
時
代
理
公
使
か
ら
幕
府

の
水
野
和
泉
守

、
松

平
周
防
守
宛
書
幹
中

一借
地
料

〓
割
引
棄
却
」
を
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う

い
う
も
の

か
と

い
０
ま
す
と
、
借
地
料

は
借
こ
の
外
国
人
か
ら
地
上
の
日
本
人
に

全
額
渡
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
借
地
料

の
う
ち
の
三
割
を
道
路
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と
か
ド
水
溝
築
造
の
た
め
に
流
用
し
て
欲
し
い
と
ヽ
う
も
の
で
、
こ
の

制
度
は
横
浜
居
留
地
で
は

「
三
割
金
制
」
と
い
う
こ
と
で
行
わ
れ
て
ヽ

た
も
の
で
す
。
こ
の
提
案
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
道
路
や
下
水
溝

等
の
整
備
が
相
当
遅
れ
て
ヽ
た
と
ヽ
う
推
察
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
に
対
し
て
、
幕
府
側
が
ど
う
対
処
し
た
の
か
と
ヽ
う
と
、
三
割
金
制

に
対
し
て
は
、
提
案
が
あ

っ
た
時
は
こ
れ
を
拒
み
、
実
施
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
幕
府
の
長
崎
会
所
の
予
算
不
足

の
た
め
、
施
設
予
算
の
調
達
に
も
苦
し
み
、
担
当
者
福
井
金
平
が
長
崎

居
留
地
内
の
民
有
地
地
主
と
交
渉

の
う
え
、
借
地
料

の
う
ち
三
割
を

三
ヵ
年
公
借
し
、
そ
れ
を
施
設
予
算

へ
流
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
て
、
外
国
人
側
の
提
案
が
通
る
よ
う
な
か

っ
こ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
制
度
は
明
治
二
十
二
年
の
居
留
地
内
の
民
有
地
が
買
収

さ
れ
る
ま
で
続
き
ま
す
。

し
か
し
、
整
備
の
遅
れ
た
Ｆ
水
溝
も
、
長
崎
居
留
地
の
ほ
ぼ
全
域
に

網
羅
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ま
す
が
、
そ
れ
が
何
年
ご
ろ
に
な

っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
調
査
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
下
水
道
は
、
現
在
、
東
山
手
あ
る
い
は
南
山
手
の

一
部
に

現
存
し
て
し
ま
す

（写
真
１
、
２
）
。
「東
山
手
、
南
山
手
の
側
溝
」
と

ヽ
う
地
図

（図
１
２
）
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
長
崎
大
学
工
学
部
の

岡
林
助
教
授
が
長
崎
市
教
育
委
員
会
の
依
頼
を
受
け
て
山
手
居
留
地
の

土
木
遺
構
を
調
査
し
、
報
告
書
に
ま
と
め
た
も
の
の
中
の
、
山
手
に
現

存
す
る
側
溝
を
示
し
た
地
図
で
す
。
元
々
は
東
山
手
、
南
山
手
の
道
路

の
協
に
は
、
必
ず
側
溝
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
在
は
、
こ

の
よ
う
に
黒
い
線
で
引
か
れ
て
い
る
部
分
し
か
残

っ
て
ヽ
ま
せ
ん
。　
一

方
、
東
山
手
、
南
山
手
以
外
の
大
浦
地
区
や
出
島
地
区
と
か
の
地
区
に

お
ヽ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
ド
水
溝
は
残

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
大

浦
地
区
が
元
々
が
商
業
地
で

一
層
都
市
化
が
進
ん
で
き
た
こ
と
、
ぁ
る

ヽ
は
公
共
下
水
道
が
布
設
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
と
切
り
換
え
ら
れ
、
無

用
の
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
な
ど
の
た
め
に
だ
ん
だ
ん
な
く

な

っ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
す
が
、
文
化
遺
産
と
し
て
は
非
常
に
貴
重
な

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
で
も
保
存
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
ま
す
。

長
崎
居
留
地
の
Ｆ
水
道
は
ほ
と
ん
ど
開
渠
で
す
。
横
浜
、
神
戸
居
留

地
は
開
渠
も
あ
り
ま
す
が
、
暗
渠
が
大
半
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
下
水

道
築
造
を
担
当
し
た
の
が
幕
府
側
だ

っ
た
こ
と
、
下
水
道
築
造
を
手
掛

け
た
時
期
が

一
八
六
〇
と
い
う
割
合
に
早
い
時
期
だ

っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。　
一
八
六
〇
年
と
い
う
時
期
に
は
、
横
浜
居
留
地
に
お
ヽ
て

も
下
水
道
を
つ
く

っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
時
期
の
も
の
は
木
棚
で

つ
く

っ
た
開
渠
の
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
日
本
に
お
い
て

は
、
技
術
的
に
暗
渠
を
つ
く
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
か

っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
長
崎
居
留
地
は
ほ
と
ん
ど
が
丘
陵
地
で
す
。

丘
陵
地
に
暗
渠
を
布
設
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
無
理
が
あ

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
す
が
、
横
浜
居
留
地
も
最
初
は
木
棚
の
開
渠
だ
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写真-1 長崎市南山手町 (旧外人居留地)の中溝
(マ リア園前・下流側から。
写真提供、長崎市水道部・原賀欣―郎氏)

写真-2 長崎市南山手町 (旧外人居留地)の中清
(マ リア園前・上流側から。
写真提供、長崎市水道部・原賀欣―郎氏)
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図-2 現存する東山手・南山手の側溝 (岡林隆敏「伝続的建造物群保存地区
土木工作物調査報告書」より) (注 )太線は居留地時代の側溝
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っ
た
の
で
す
が
、　
一
八
六
三
年
に
石
造
り
の
開
渠
に
変
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
各
国
領
事
の
要
望
に
よ

っ
て
石
造
り
の
下
水
溝
に
変
え
ら
れ
た

の
で
す
が
、
こ
の
当
時
の
文
書
に
よ
る
と
、
「長
崎

の
下
水
溝
も
石
垣

造
り
の
開
渠
だ
か
ら
、
横
浜
も
同
様
に
す
る
の
が
適
当
だ
。
石
垣
に
す

れ
ば
当
初
の
経
費
は
増
え
る
が
、
維
持
管
理
は
容
易
で
、
修
繕
費
は
省

け
る
」
そ
う
い
う
要
望
が
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
横
浜
に
お
い
て

は
外
国
人
側
は

「開
渠
と
い
う
の
は
地
表
の
排
水
だ
け
に
適
用
す
る
も

の
で
、
蓋
を
し
て
も
ま

っ
た
く
下
水
道
と
し
て
役
立
た
な
い
」
と
か
、

「開
渠
と
０
う
の
は
動
物

の
生
活
に
と

っ
て
危
険
、
有
害
で
あ
り
、

種
々
の
重
病
を
発
生
さ
せ
や
す
い
。
ま
し
て
腐
敗
の
早

ｔ
横
浜
で
は
重

大
な
結
果
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
議
論
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
開
渠
で

は
な
く
、
暗
渠
を
要
望
し
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
明
治
三
年
に
陶
管
製
下
水
道
を
つ
く
り
ま
し
て
、
明
治
十

四
年
、
十
五
年
に
は
レ
ン
ガ
管
に
よ
る
下
水
道
を
布
設
し
、
開
渠
か
ら

暗
渠

へ
と
変
わ

っ
て
い
く
の
で
す
。
ま
た
、
も
う

一
つ
の
居
留
地
神
戸

に
お
き
ま
し
て
は
、
神
戸
の
場
合
は
開
港
が

一
八
六
七
年
と
か
な
り
遅

れ
ま
し
た
の
で
、
横
浜
の
よ
う
な
下
水
道
の
存
在
を
十
分
知
り
え
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
最
初
か
ら
レ
ン
ガ
管
に
よ
る
暗
渠
の
下
水
道

を
布
設
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
長
崎
の
下
水
道
は
開
渠
の
ま
ま
で
暗
渠
化
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
長
崎
が
日
本
の
西
の
外
れ

に
あ
り
、　
一
八
六
七
年
の
神
戸
開
港
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
、
長
崎
貿

易
が
年

々
さ
び
れ
、
居
留
民
も
長
崎

か
ら
横
浜
や
神
戸
に
移
る
よ
う
に

な

っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
九
年

に
は
長
崎

に
あ
り
ま
し
た
居

留
地
会
議
も
解
散
し
て
し
ま

０
ま
す
。
そ
う

ヽ
う
こ
と
か
ら
、
下
水
道

に
お

い
て
も
横
浜

の
よ
う
な
暗
渠
化

の
要
望
も
だ

ん
だ
ん
弱
く
な

っ
て

ｔ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

ヽ
ま
す
。

長
崎
居
留
地
山
手
地
区

の
下
水
溝

の
構
造
面
を
み
ま
す
と
、
そ
の
特

徴
は
、
形
状
が
Ｖ
字
型
、
Ｕ
字
型
、
四
角
型
、
船
底
型
と
、
非
常

に
バ

ラ

エ
テ

ィ
に
富

ん
で
い
る
こ
と
で
す
。

Ｕ
字
型
は
、
石
を
く
り
抜

い
て

つ
く

っ
た
り
、
天
河
十
で
底
を
丸
く
し
た
り
し
て
い
る
も
の
で
す
。
四

角
溝
と

三
角
溝
は
板
石
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く

っ
て
０
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
同

一
水
路
に
お
き
ま
し
て
も
な
ら
れ
、
上
流
か
ら
Ｕ
字
溝
、

Ｖ
字
溝
、

四
角
溝
と
形
状
を
変
え
て
き
て
い
る
も

の
も
あ
り
、
非
常

に

面
白

い
も

の
で
す
。

こ
れ
に

つ
い
て
、
あ
る
長
崎
在
住
の
人
に
聞

い
た

話

で
す
が
、
最
初
は
素
掘
り
と
し
て
つ
く
り
、
そ
れ
を
借
地
人
が
自
分

の
好
み
の
形

に
つ
く
り
変
え
た
の
だ
と

ヽ
う

こ
と
が
長
崎

に
は
伝
わ

っ

て
い
る
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、

三
角
溝
は
、
二日
か
ら
長
崎

に
は

一デ

ラ

ン
ダ
技
術

の
影
響
」

と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
長
崎
市
立
博
物
館
員

の
お
話
し
で
は
、
オ
ラ

ン
ダ

人
を
ｉ
角
溝

に
案
内
し
た
ら
、

三
角
溝
は
オ
ラ

ン
ダ
の
溝
と
同
じ
形
だ

と
話
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

三
角
溝

は
何
も
長
崎
に
だ
け
あ

る
わ
け

で
な
く
、
横
浜

の
山
手
居
留
地
に
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
長
崎

近
郊

の
島
、　
つ
ヽ
最
近
、
炭
鉱
が
閉
山
し
た
高
島
と

い
う
島
が
あ
り
ま
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写真-3 長崎県高島町にあるオランダ式三角溝

(写真提供、長崎市水道部・原賀欣一郎氏)
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す
が
、

こ
の
高
島

の
裏
手

に
も
Ｖ
字
型

の
三
角
溝
が
あ
り
ま
す

（写
真

３
）
。
平
戸
に
も
あ

っ
た
と

０
う
人
も

し
ま
す
。

こ
こ
に
共
通
す

る
点

は
、
外
国
人
が
住
ん
で
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
こ
の
下
水
溝
を
細
か
く
み
て
い
き
ま
す
と
、
下
水
溝

の
勾
配

が
、
坂
道
の
道
路
勾
配
と
同
じ
で
な
く
、
道
路
匂
配
よ
り
緩
や
か
に
し
、

そ

の
差
は
階
段
状

に
処
理
す
る
こ
と

に
よ
り
、
水
勢
を
殺
す
よ
う
な
工

人
が
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
道
路
面
を
下
水
溝

の
あ
る
側

に
傾
斜
を

つ

け
て
、
石
畳
の
向
き
も
、
ド
水
溝
側

に
斜
め
に
向
け
、
雨
水
が
下
水
溝

に
流
れ
や
す
く
す
る
よ
う
な
細
か
な
配
慮
も
み
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
設
計
あ
る
い
は
施
Ｉ
の
技
術
は
、
私
の
み
た
限
り
で
は
、

そ

の
当
時

の
日
本

の
技
術
で
―
分
対
応

で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思

ヽ
ま
す
け
れ
ど
、
特
徴

の
あ
る
Ｖ
字
型

の
形
、
技
術
面

で
の
細
か
な

Ｉ
夫
か
ら
し
ま
し
て
、
何
ら
か
の
形

で
外
国
人
技
術
者

の
ア
ド
バ
イ
ス

が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
し
ま
す
。

の
中
で
三
角
溝
は
居
留
地
的
な
所
に
多
い
技
術
だ
と
聞
い
た
の
で
、
あ

る
い
は
日
本
人
が
流
し
に
真
似
を
し
た
の
か
、
ど

っ
ち
な
の
か
と
い
う

気
が
し
た
ん
で
す
が
．

照
井
　
日
本
に
も
、
古
来
か
ら
農
業
の
水
利
関
係
で
そ
う
い
う
三
角
溝

は
使
わ
れ
て
は
い
る
よ
う
で
す
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

渡
辺
　
高
野
山
の
薬
研
式
便
所
が
や
は
り
Ｖ
字
型
で
す
か
ら
、
昔
か
ら

日
本
に
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
中
国
か
ら
来
た

か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
薬
研
式
と
い
う
の
は
後
か
ら
付
け
た
の

で
し
ょ
う
。

照
井
　
た
だ
、
幕
末
期
に
お
け
る
横
浜
居
留
地
、
あ
る
い
は
長
崎
居
留

地
と
し
っ
た
と
こ
ろ
は
外
人
と
か
か
わ
り
の
あ
る
土
地
柄
で
あ
る
の
で
、

何
ら
か
の
外
国
人
の
技
術
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
想
像
し
た
わ
け
で
す
。

稲
場
　
三
角
形
と
い
う
の
は
工
事
は
じ
や
す
い
の
で
し
ょ
う
か
、
し
に

く
い
の
で
し
ょ
う
か
。　
一
番
簡
単
な
気
が
す
る
ん
で
す
が
。

熊
井
　
揃
え
て
い
く
と
な
る
と
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。
四
角
の
ほ
う
が

や
り
や
す
い
で
し
ょ
う
ね
。
両
方
、
ち
ょ
ん
と
落
と
し
こ
め
ば
い
い
。

山
を
三
角
に
揃
え
る
と
な
る
と
、
工
事
し
に
く
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

昔
は
よ
く
三
角
の
鍬
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
れ
で
掘
れ
ば
三
角
に
な
る

と
は
思
う
の
で
す
け
れ
ど
。
今
み
た
い
に
ス
コ
ッ
プ
な
ん
か
で
す
く

っ

て
い
た
の
で
は
、
い
け
ま
せ
ん
。
ス
コ
ッ
プ
だ
と
か
普
通
の
鍬
で
は
駄

Ｈ
で
す
。
あ
あ
０
う
の
も
割
合
に
す
く
ヽ
方
は
粗

っ
ぽ
い
感
じ
が
し
ま

熊
井
　
さ

っ
き

の
話

で
す
が
、
三
角

の
排
水
溝
が
出
ま
し
た
が
、
外
人

が
居
留
し
て
い
る
所

に
多
く
み
ら
れ
る
と

い
う
お
話
で
す
が
、
徳
川
か

ら
明
治
、
大
正
に
か
け
て
、
日
本

の
都
会

で
使

っ
た
流
し
が
全
部

三
角

で
す
。
今
は
四
角

で
す
が
、
Ｌ日
の
お
勝
手

の
流
し
は
全
部
、
板
を

‥
枚

合
わ
せ
て
、
流
す
と

い
う
形
態

の
流
し
を
結
構
使

っ
て
い
ま
す
。
年
寄

り
に
聞
く
と
、
皆
、

こ
れ
を
使

っ
た
こ
と
が
あ
る
と

い
い
ま
す
。
お
話

討
　
論
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す
。

稲
場
　
背
割
下
水
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
家
と
家
の

裏
側
に
下
水
を
布
設
し
て
い
る
と
ヽ
う
意
味
な
の
で
す
か
？

照
井
　
そ
う
で
す
。

稲
場
　
そ
れ
が

一
六
六
三
年
の
大
火
の
後
に
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
。

照
井
　
そ
う
で
す
。

稲
場
　
そ
の
背
割
下
水
と
い
う
の
は
、
や
は
り
石
造
り
な
の
で
す
か
？

照
井
　
石
造
り
で
す
。
た
だ
、
底
が
上
の
ま
ま
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
、

幕
末
期
に
開
国
し
た
際
に
、　
コ
レ
ラ
と
か
伝
染
病
が
入

っ
て
き
て
、
そ

れ
ら
が
下
水
か
ら
丼
戸
に
入
り
ま
し
て
、
長
崎
が
伝
染
病
の
流
行
地
に

な

っ
た
の
で
す
。

稲
場
　
お
聞
き
し
た
か

っ
た
の
は
、
背
割
下
水
が
で
き
る
前
、
大
火
の

前
で
す
が
、
そ
れ
も
や
は
り
素
掘
か
何
か
で
あ

っ
た
と
ヽ
う
話
で
す
か
。

照
井
　
そ
れ
は
資
料
が
な
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

稲
場
　
で
も
、
や
は
り
あ

っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
石
組
教
で
あ

っ
た
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
。
そ
う
思

っ
て
も

い
い
の
で
は
な

い
で

し
ょ
う
か
。
元
々
、　
一
五
六
七
年
か
ら
町
は
あ

っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
、

だ
け
ど
、　
一
五
六
七
年
か
ら

一
六
六
三
年
の
約
百
年
間
と
い
う
も
の
、

ど
の
よ
う
に
排
水
を
し
て
い
た
の
か
と
思

っ
て
、
そ
れ
で
聞
い
た
わ
け

で
す
。

照
井
　
簡
単
な
排
水
溝
は
当
然
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん

資
料
が
な
く
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。

稲
場
　
こ
の
前
、
た
ま
た
ま
大
阪
で
会
議
が
あ

っ
て
、　
つ
い
で
が
ぁ
り

ま
し
て
大
阪
市

の
文
化
財
協
会

の
方

に
聞

い
た
の
で
す
が
、
太
閣
下
水
、

あ
れ
は
江
戸
時
代

に
な

っ
て
か
ら

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
元

々
大
阪
市

が

い

っ
て
し
る
よ
う
な
、
豊
臣
時
代

に
あ
あ

ヽ

っ
た
太
閣
下
水
が

つ
く

ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
の
だ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
太
閤
下
水
が

つ
く
ら

れ
た
同
じ
場
所

に
、
素
掘

の
水
路
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
時
代
を
下
る

に
連
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
石
造
り
に
な

っ
て
い

っ
て
、
そ
し
て
今

い
う

太
閤
ド
水

に
な

っ
た
と

い
う
よ
う
な

こ
と
を
言

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

今
言
う
太
閤
ド
水
が
そ
の
ま
ま

い
わ
ゆ
る
豊
臣
時
代

に
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
大
阪
市

の
人
は
思

っ
て
い
る
み
た
い
な
雰
囲
気
が
あ
る
け
れ
ど
、

そ
う
で
も
な

い
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
ま
し

た
。

渡
辺
　
太
閤
さ
ん
が
掘

っ
た
下
水
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

稲
場
　
そ
う
そ
う
。
（笑
）
そ
う

い
う
意
味
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ

と
を
言

っ
て
ヽ
ま
し
た
。
た
だ
、
面
白

い
の
は
同
じ
場
所

に
下
水
と

ｏ

う
の
は
造
ら
れ
る
の
だ
な
と
。
元

々
、
素
掘
で
掘

っ
た
と
こ
ろ
が
だ
ん

だ
ん
と
石
組
み
に
な

っ
て
、

，立
派

に
な

っ
て
い
く
と

ヽ
う
。
排
水
す
る

場
所

は
、
同
じ
場
所

に
す
る
も
の
で
す
ね
と
言

っ
て
お
ら
れ
た
も

の
で
、

そ
れ
は
ど
こ
か
別

の
場
所
で
も
間

ヽ
た
こ
と
が
ぁ
る
な
と
思

っ
た
り
し

て
。

谷
口
　
長
岡
京
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
、
長
岡
京
時
代

の
水
路
と

今

の
近
代
下
水
道
が
同
じ
な
ん
で
す
。
下
水
道
工
事
を
や
り
ま
す
と
か
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か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

石
丸
　
こ
れ
は
Ｆ
水
道
な

の
で
す
が
、
汚
水
も
入

っ
て
し
た
と
す
る
と

汚
泥
は
底

の
は
う
に
た
ま
る
わ
け

で
す
。
長
崎

の
場
合

は
、
勾
配
が
あ

る
か
ら
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

照
井
　
雨
が
降
れ
ば
、
全
部
流
れ
る
の
で
し

ょ
う
。
た
だ
、
大
浦
地
区

は
海

の
そ
ば

の
平
坦
地
な

の
で
、
そ
の

へ
ん
維
持
管
理
は
し

ょ

っ
ち
ゅ

う
や

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
が
。

石
丸
　
そ
の
場
合
、

三
角
形
や
四
角
形
は
、
溜
ま
り
方

は
違
う

の
で
す

か
？

稲
場
　
や
は
り
三
角
形
で
す
か
ら
、　
一
般

に
溜
ま
ら
な

０
で
し

ょ
う
ね
。

た
だ
、
丘
陵
地
は
ど
こ
ま
で
も
丘
陵
地
で
は
な

い
か
ら
、
平
坦
地
に
な

る
所

で
は
ど
う
な
の
で
し

ょ
う
か
。

Ｖ
字
型

の
水
路
は
全
部
海

に
つ
な

が
る
ま
で
Ｖ
字
型
に
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

照
井
　
ｏ
や

い
や
、
Ｖ
字
型
は
丘
陵
地
に
多

い
ん
で
す
。

西
村
　
そ
う

ｏ
う
下
水
溝
か
ら
、
現
在

の
長
崎
市

の
Ｆ
水
道

に
何
か
そ

れ
を
生
か
す
と
か
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
は
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
た

だ
単

に
遺
跡
と
し
て
残
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
。

照
井
　
上
木
文
化
遺
産
と
し
て
残
し
て
い
る
だ
け
だ
と
思

い
ま
す
。

北
川
　
写
真
を
見
る
と
、
非
常

に
流
れ
が
よ
く
て
、
不
衛
生
な
感
じ
と

い
う
の
は
あ
ま
り
し
な

い
の
で
す
け
れ
ど
。

照
井
　
非
常

に
さ
れ

い
で
す
。
汚
泥
は
溜
ま

っ
て
０
な
か

っ
た
で
す
。

北
川
　
そ
れ
で
、
外
国

の
方
か
ら
そ
ん
な
に
不
満
が
出
る
の
か
と

い
う

な
ら
ず
長
岡
京
の
排
水
溝
が
出
て
く
る
。

稲
場
　
だ
か
ら
、
だ
い
た
い
こ
の
百
年
間
、
そ
う
思

っ
て
も
し
ヽ
の
で

し
ょ
う
ね
。

熊
井
　
昔
の
水
路
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
潰
し
て
ま

っ
た
く
違
う
所

に
ル
ー
ト
を
変
え
て
管
を
入
れ
る
と
、
流
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
大

雨
の
時
に
温
れ
て
し
ま
う
。
昔
の
水
路
は
何
と
な
く
水
が
流
れ
や
す

ｏ

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
も
水
路
を

や
た
ら
に
潰
す
な
と
０
う
こ
と
で
、
怖
く
な

っ
て
分
流
に
し
て
か
ら
水

路
を
全
部
潰
す
の
を
や
め
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
全
部
生
か
せ
と
。
昔

の
も
の
を
生
か
せ
と
。
そ
の
前
は
結
構
潰
し
ま
し
た
が
、
結
局
、
そ
れ

が
水
害
の
元
に
な
る
ケ
ー
ス
が
随
分
出
て
き
た
の
で
や
め
て
し
ま

っ
た

わ
け
で
す
。
昔
か
ら
あ
る
水
路
は
、
や
は
り
自
然
に
水
が
そ
こ
へ
ｏ
く

ら
制
御
し
て
ヽ
て
も
あ
る
程
度
入

っ
て
く
る
。

稲
場
　
昔
の
人
は
、
よ
く
観
察
し
て
い
る
も
の
で
す
ね

谷
日
　
外
国
人
か
ら
の
要
請
に
よ

っ
て
ど
う
０
う
人
た
ち
が
担
当
し
た

か
と
ヽ
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
か
？
　
日
本
の
実
際
に
作
業
し
た
人
た

ち
を
指
導
し
た
部
署
で
す
。

照
井
　
長
崎
奉
行
所
外
国
人
居
留
場
掛
頭
取
福
井
金
平
と
ヽ
う
人
が
中

心
に
な

っ
て
、
居
留
地
の
築
造
を
天
草
の
北
野
織
部
に
頼
ん
だ
。
具
体

的
に
、
技
術
的
な
設
計
を
誰
が
や

っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
資
料
を

み
て
も
出
て
こ
な
０
の
で
す
。
た
だ
、
県
立
図
書
館
に
膨
大
な
資
料
が

あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
丹
念
に
見
て
ヽ
け
ば
あ
る
ヽ
は
出
て
く
る
の
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稲
場
　
だ
か
ら
、
開
渠
で
も
暗
渠
で
も
満
潮

に
な

っ
た
り
す
る
と
水
が

入

っ
て
き
ま
す
。

渡
辺
　
そ
う

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
開
渠

の
ほ
う
が
掃
除
し
や
す

０
ん

で
す
。

稲
場
　
出
島

の
地
図
な
ど
を
み
て
も
、
開
渠
で
そ
ん
な
に
大
き

い
も
の

が
あ
る
よ
う
に
は
書

ヽ
て
な

０
で
す
ね
。

照
井
　
ど
れ
を
見
て
も
堀
は
な

ヽ
で
す
。

稲
場
　
曲
が
り
く
ね

っ
て
い
る
と

い

っ
た

っ
て
、
出
島
は
小
さ

い
で
す
。

で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
‥
そ
ん
な
に
大
き

い
と
、
中
に
入

っ
て
こ
れ
る
か

ら
。
わ
ざ
わ
ざ
曲
が
り
く
ね
ら
せ
る
ほ
ど
、
人
の
侵
人

、
脱
出
を
警
成

す
る
ぐ
ら

い
だ

っ
た
ら

い

っ
そ
の
こ
と

つ
く
ら
な

い
ほ
う
が
ま
し
で
は

な

い
か
と
思
う
。
あ
ん
な
に
小
さ

い
出
島
な
ら
。

照
井
　
曲
げ
て

つ
く

っ
た
の
だ

っ
た
ら
、
人
が
入
れ
る
ぐ
ら

０
の
大
き

さ
で
は
な
か

っ
た
か
と
想
像
し
た
ん
で
す
。

熊
井
　
そ
れ
は
、
照
井
さ
ん
の
想
像

で
す
か
。

照
井
　
想
像
な
ん
で
す
。

北
川
　
出
島

の
町
割
は
、
曲
が
り
く
ね

っ
て
は
ヽ
な

０
ん
で
し

ょ
ぅ
。

照
井
　
そ
れ
は
整
然
と
し
て
０
ま
す
。

北
川
　
出
島

に
は
、
外
国
商
館
が
ち

ょ

っ
と
ぁ

っ
た
く
ら

ヽ
で
す
ね
。

照
井
　
人
通
り
が
、
縦

に

一
つ
あ
る
だ
け

で
す
。
小
さ

ｏ
島
な
ん
で
す
。

稲
場

　

一
町
四
方
ぐ
ら

い
の
も
の
で
し
ょ
う
。
せ
ヽ
ぜ

ぃ
。
そ
ん
な
に

大
き
な
も

の
で
な

い
だ
け

に
…
。
ち

ょ

っ
と
面
白

い
こ
と
で
す
ね
。

印
象
は
受
け
た
の
で
す
が
。

照
井
　
現
存
し
て
い
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
山
手
地
区

で
す
。
あ
の

ヘ

ん
は
丘
陵
地
な
の
で
す
。
私
が
見
た
日
は
す
ご

●
雨
が
降

っ
た
の
で
す

が
、
本
当

に
き
れ

ｏ
で
し
た
。
し
か
し
、
丘
陵
地
以
外

で
は
溝

に
汚
泥

が
溜
ま

っ
た
の
で
は
な

い
で
し

ょ
う
か
。

渡
辺
　
下

の
ほ
う
の
平
ら

の
ほ
う

で
す

よ
、
汚

泥
が
溜

ま
る
所

は
、

も

っ
と
大
き

い
と
こ
ろ
に
な

っ
て
か
ら
じ
ゃ
な

い
で
し

ょ
う
か
。

稲
場
　
出
島

の
下
水
は
、
人
が
入
れ
る
ぐ
ら

い
と
お

っ
し

ゃ
っ
た
の
で

し
た
ね
。

照
井
　
そ
う

０
う
ふ
う

に
文
献

に
載

っ
て
ヽ
る
の
で
、
私

は
そ
う
ｏ
う

よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
す
。

稲
場
　
出
島

っ
て
そ
ん
な

に
大
き
く
は
な

い
で
し

ょ
う
。
大
し
て
大
き

い
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
人
が
入
れ
る
と

い
う
の
は
す
ご
く
大
き

い
で
す
よ
ね
。

渡
辺
　
こ
の
間
、
照
井
君
と
も
ち

ょ

っ
と
話
し
た
の
で
す
が
、
僕
は
ど

う
も
開
渠

で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。
当
時
、
そ
ん
な
に
大
き

な
も

の
を
暗
渠

に
す

る
に
は
、
石
か
何
か
で
や
れ
ば
別

で
す
が
、
日
本

の
技
術

で
は
ト
ン
ネ

ル
エ
法

で
や
ら
な
け
れ
ば
、
平
た

い
所

で
は
蓋
掛

け
は
非
常

に
難
し

ヽ
よ
う
な
気
が
し
た
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
暗
渠
で
は

な

い
の
で
は
な

い
か
。

稲
場
　
出
島
と

い
う

の
は
埋

め
立
て
地
で
し

ょ
う
。

照
井
　
埋
め
立
て
地

で
す
。
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福
田
　
出
島
は
、
ど
の
く
ら

い
の
人
が

い
た
の
で
す
か
？

照
井
　
記
録
は
残

っ
て
い
る
は
ず

で
す
が
、
ち

ょ

っ
と
そ
こ
ま
で
は
調

べ
て
い
ま
せ
ん
．

福
田
　
先
程
、
し
尿
を
桶

で
排
出
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
人

の
農
業

の
関
係
と
か
、
そ

の

へ
ん
に
ち
ょ

っ
と
興
味
を
も

っ
た
も

の
で

す
か
ら
。
そ
の

へ
ん
の
記
録

は
、
あ
り
ま
す
か
？

照
井
　
そ
の

へ
ん
は
、
長
崎
市
立
博
物
館

の
方

に
電
話
で
聞

い
た
く
ら

い
で
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
を
調
べ
た
わ
け
で
は
な

ヽ
の
で
、
は

っ
き

り

し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

稲
場
　
こ
れ
は
想
像
だ
け
ど
、
平
素

の
船
が
入
る
時
と
、
船
が
人
ら
な

い
時
は
違
う
。

で
す
か
ら
、
船
が
入
る
時
は
向

こ
う
か
ら

い
ろ
し
ろ
な

物
産
を
積
ん
で
き

て
、

日
本
か
ら
輸
出
品
を
運
び
出
し
ま
す
。
そ
う

０

う
時
は
、
ど

っ
と
人
が
増
え
る
け
れ
ど
、

い

っ
た
ん
船
が
去

っ
て
し
ま

う
と
あ
と
は
管
理
を
す
る
程
度

の
人
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
す
。
だ
か
ら
、

せ
し
ぜ

い
三
十
人
と
か
四
十
人
じ
ゃ
な

い
で
す

か
。
多
く

い
た
と
し
て

も
、
平
素

で
あ
れ
ば
。
と

こ
ろ
が
、
船
が
入

っ
た
時
は
、
百
人
と
か
水

夫

の
人
が
上
が

っ
て
く
る
と
か
。
こ
れ
は
、
私

の
勘

で
す
が
。
地
図
を

見
て
い
れ
ば
、
そ
ん
な
も

の
で
す
．
本
当

に
、
そ
れ
は
牢
獄
な
た

い
な

も
の
で
す
。
絶
対

に
、
そ
こ
か
ら
出
さ
な

ヽ
の
で
す
か
ら
。

石
丸
　
飲
み
水
は
井
戸
か
何
か
で
す
か
？

照
井
　
倉
田
水
樋
と

い
う

の
が
あ

り
ま
し
て
、

そ

こ
か
ら
出
島

ま

で

引

っ
張

っ
た
の
で
す
．

石
丸
　
こ
れ
も
排
水
路

で
は
な

０
ん
で
す
か
？

照
井
　
そ
う
で
は
な

い
ん
で
す
。
上
水
道
な
の
で
す
。
木
樋

で
出
島
ま

で
引

っ
張

っ
た
の
で
す
。

谷
口
　
先
程
、
北
川
さ
ん
が
石
畳

の
下
水
溝
は
清
潔
だ

っ
た
の
で
は
と

い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ち

ょ
う
ど

一
八
五
〇
、
六
〇
年
代
と

い

う
の
が
、　
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
と

っ
て
は
ペ

ッ
テ
ン
コ
ー
フ
ァ
ー
と

コ
ッ
ホ

が

コ
レ
ラ
の
流
人
に
関
し
て
調
査

し
て
い
た
時
期
な
ん
で
す
。
ベ

ッ
テ

ン
コ
ー
フ
ァ
ー
は
土
壌
汚
染
が

コ
ン
ラ
の
原
因
に
な

っ
て
い
る
と
し
、

コ
ッ
ホ
は

コ
レ
ラ
菌
を
主
張
し
て
ヽ
た
。
明
治
時
代
、
森
鴎
外
が
ペ

ッ

テ
ン
コ
ー
フ
ァ
ー
の
弟
Ｆ
で
す
か
ら
、

日
本
に
Ｆ
水
道
を

つ
く
れ
と

い

う
時

に
、
上
壊
汚
染
が

コ
レ
ラ
の
原
因
だ
か
ら
、
家
を

つ
く
る
時
に
も

土
地
の
清
潔
う
ん
ぬ
ん
と

ヽ
う
思
想
が
入

っ
て
０
る
の
だ
ろ
う
と
思

い

ま
す
。
元

々
、
江
戸
時
代

の
日
本

は
、
ま

つ
た
く
そ
う

。
う
ケ
ー
ス
が

な
か

っ
た
の
で
す
。
土
そ
の
も

の
が
土
壌
だ
か
ら
、
雨
が
降

る
と
す
ぐ

に
ぬ
か

っ
た
と

ヽ
う
の
は
随
所

に
出

て
き
ま
す
．
そ
う
す
る
と
、
皆
、

側
溝
な
ど
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ

て
い
な

０
で
、
汚
水
が
停
滞
し
た
り
す

る
と
、
ぬ
か
る
み
と
汚
水

の
停
滞
が
あ
る
の
で
す
ご
く
不
潔
な
感
じ
が

し
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
居
留
地
下
水
道

の
場

合
で
も

，
レ
ラ
対
策

の
論
争
が
な
さ
れ

て
し
た
の
で
は
な

０
か
と
想
像

し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
証
明
す

る
も
の
を
探
し
て
い
る
が
見

つ

か
ら
な

い
。
明
治
時
代

の
上
水
道
が
先
か
下
水
道
が
先
か
と

し
う
場
合

で
も
私
も
思
考
的
に
そ
れ
が
根
強
く
反
映
さ
れ
て
ヽ
た
と
想
像
し
て
い



7∈――第 5話 居留地の下水道～長崎の場合～

る
ん
で
す
．

（昭
和
六
二
年
九
月
‐
六
日
、
日
本
下
水
道
協
会
会
議
室
に
て
）

著
者
の
現
職

日
本
下
水
道
協
会
調
査
部
下
水
道
史
編
纂
室
■
任


