
幕
末
の
頃
、
幕
府
の
施
設
「
長
崎
海

軍
伝
習
所
」
の
教
官
と
し
て
来
日
し
た

オ
ラ
ン
ダ
人
・
カ
ッ
テ
ィ
ン
デ
ィ
ー
ケ

は
、
そ
の
日
記
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
誰
で
も
海
旅
の
後
に
は
、
ち
ょ
っ
と

し
た
事
に
も
感
嘆
し
易
い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
気
持
ち
以
外
に
、
実
際

長
崎
入
港
の
際
、
眼
前
に
展
開
す
る
景

色
ほ
ど
美
し
い
も
の
は
、
ま
た
と
こ
の

世
界
に
あ
る
ま
い
と
断
言
し
て
も
、
あ

な
が
ち
過
褒
で
は
あ
る
ま
い
」

長
崎
港
を
ぐ
る
り
と
山
々
が
囲
ん
で

い
る
地
形
、
斜
面
を
利
用
し
て
建
て
ら

れ
た
家
々
、
そ
の
間
を
縫
う
よ
う
に
石

畳
の
道
が
走
る
。
長
崎
が
、「
坂
の
街
」

と
言
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
道
は
埋
め

立
て
地
を
の
ぞ
き
、
寛
文
三
（
一
六
六

三
）
年
の
大
火
の
後
に
復
興
さ
れ
た
ま

ま
の
姿
を
今
に
留
め
て
い
る
。
長
崎
は
、

戦
国
の
昔
よ
り
南
蛮
貿
易
の
拠
点
だ
っ

た
。
江
戸
時
代
の
鎖
国
令
下
に
お
い
て

も
出
島
・
唐
人
屋
敷
を
通
し
交
易
が
行

わ
れ
続
け
た
。
横
浜
や
神
戸
よ
り
も
、

異
国
と
交
わ
っ
て
き
た
歴
史
が
長
い
。

そ
の
せ
い
か
、
反
り
屋
根
の
唐
寺
院
や

白
亜
の
洋
館
と
い
っ
た
建
築
物
が
、
独

特
な
地
形
の
景
観
の
中
に
、
違
和
感
な

く
な
じ
ん
で
い
る
。

昭
和
三
十
二
年
、
旧
グ
ラ
バ
ー
邸
を

所
持
者
の
長
崎
造
船
所
が
市
に
寄
贈
し

て
以
来
、
長
崎
市
は
数
多
く
の
歴
史
的

建
造
物
の
保
存
に
も
力
を
入
れ
て
き
た
。

市
民
の
意
識
も
高
い
。
昭
和
六
十
三
年

に
、
南
山
手
の
香
港
上
海
銀
行
取
り
壊

し
の
話
が
持
ち
上
が
る
も
、
熱
心
な
保

存
運
動
に
よ
り
中
止
と
な
っ
た
。
こ
の

一
件
を
き
っ
か
け
に
、「
保
存
地
区
保
存

条
例
」
が
公
布
さ
れ
、
東
山
手
町
、
南

山
手
町
を
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
護
地

区
と
し
て
国
か
ら
選
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

そ
の
東
山
手
町
、
か
つ
て
は
外
国
人

住
宅
だ
っ
た
と
い
う
瀟
洒

し
ょ
う
し
ゃ
な
洋
館
群
の

中
に
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
一
棟
が
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
国
旗
が
軒
先
に
は
た
め
き
、

入
り
口
に
は
「
地
球
館
」
の
文
字
。「
建

物
が
空
い
て
い
た
の
で
、
何
か
に
利
用

で
き
な
い
か
、
と
市
か
ら
お
話
が
あ
っ

て
」
と
語
る
牛
嶋
洋
一
郎
さ
ん
は
、
地

球
館
を
拠
点
と
す
る
「
国
際
交
流
塾
」

の
塾
長
だ
。
そ
の
名
の
通
り
外
国
人
と

の
交
流
を
テ
ー
マ
に
活
動
を
行
っ
て
い

る
塾
だ
が
、
館
内
の
雰
囲
気
は
い
た
っ

て
フ
ラ
ン
ク
。
日
本
人
と
外
国
人
が
一

緒
に
厨
房
に
立
ち
、
英
会
話
の
先
生
と

生
徒
が
そ
ろ
っ
て
食
事
を
と
る
。
お
互

い
か
し
こ
ま
り
つ
つ
距
離
を
縮
め
よ
う

と
努
め
る
図
で
は
な
く
、
た
だ
国
籍
を

問
わ
ず
付
き
合
い
が
な
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
心
安
さ
が
あ
る
。
地
球
館
で
は
主

に
、「
ワ
ー
ル
ド
フ
ー
ズ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
」

と
、
英
語
や
中
国
語
と
い
っ
た
語
学
教

室
が
開
か
れ
て
い
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
の

シ
ェ
フ
は
、
一
五
〜
二
〇
名
の
外
国
人

長
崎
｜
｜
外
国
文
化
に
な
じ
ん
で
き
た
街

長
崎
と
い
う
街
に
は
、
い
く
つ
も
の
形
容
詞
が
つ
い
て
い
る
。

坂
の
街
、
異
国
情
緒
漂
う
街
、
貿
易
の
街
。
地
形
も
歴
史
も
独
自
性
が
あ
る
街
な
の
だ
。

早
く
か
ら
貿
易
港
と
し
て
開
け
た
長
崎
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
入
っ
て
き
た
。

町
の
人
々
は
「
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
」
そ
れ
ら
の
文
化
を
受
け
入
れ
て
き
た
。

そ
の
歴
史
を
継
ぎ
、
今
も
街
の
人
々
は
他
文
化
へ
の
寛
容
さ
を
保
ち
続
け
て
い
る
。

取
材
・
文

木
内

昇

写
真

谷
山
　
實

に
ち
ぎ
ん
の
あ
る
街
か
ら

に
ち
ぎ
ん
の
あ
る
街
か
ら

明治26年清国政府と在日華僑によって建立された孔子
廟は、極彩色の瑠璃（るり）瓦が目を引く（右）。オラ
ンダ坂の下にある野口彌太郎記念美術館は、かつて長
崎英国領事館として使われていた。重要文化財に指定
されている（下）。

水深のある長崎港は船を
つけるのに適していた。

長
崎
市
指
定
重
要
文
化
財
の

洋
風
住
宅
を
三
棟
は
長
崎
市

古
写
真
資
料
館
に
。
江
戸
末

期
か
ら
の
長
崎
の
写
真
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。
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が
日
替
わ
り
で
勤
め
て
い
る
。
自
国
の

家
庭
料
理
を
作
り
、
サ
ー
ブ
し
な
が
ら

料
理
の
説
明
も
し
て
く
れ
る
と
い
う
、

そ
の
国
の
味
も
文
化
も
堪
能
で
き
る
シ

ス
テ
ム
だ
。
こ
の
日
、
調
理
を
担
当
し

て
い
た
の
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
出
身
の
セ

シ
リ
ア
さ
ん
。
彼
女
は
日
本
人
と
結
婚

し
、
諫
早

い
さ
は
や

に
暮
ら
す
主
婦
で
も
あ
る
。

ひ
と
月
に
三
、
四
回
の
当
番
の
た
び
、

買
い
出
し
に
行
き
、
メ
ニ
ュ
ー
の
レ
パ

ー
ト
リ
ー
を
研
究
す
る
の
は
、
家
庭
を

持
つ
身
で
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
は

ず
。
そ
れ
で
も
地
球
館
に
来
る
の
が
楽

し
み
だ
と
彼
女
は
言
う
。

「
知
ら
な
か
っ
た
国
の
人
と
出
会
え
る

し
、
自
分
の
国
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

え
る
。
こ
こ
で
は
外
国
人
だ
か
ら
と
特

別
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
普
通
の
人

付
き
合
い
が
で
き
る
か
ら
ね
」

牛
嶋
さ
ん
が
国
際
交
流
塾
を
立
ち
上

げ
た
の
は
、
平
成
四
年
の
こ
と
だ
。
異

国
情
緒
あ
ふ
れ
る
街
の
こ
と
、
興
味
の

お
も
む
く
ま
ま
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ

た
と
思
い
き
や
、「
そ
れ
ま
で
国
際
交
流

に
は
ま
る
で
興
味
は
な
か
っ
た
」。
実
は

こ
と
の
発
端
は
、
英
語
だ
っ
た
。
ご
両

親
の
介
護
の
た
め
、
高
校
教
諭
の
職
を

辞
し
長
崎
に
帰
っ
て
い
た
当
時
、
ふ
と
、

「
英
会
話
が
で
き
な
い
の
は
悔
し
い
」
と

思
っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
お
そ
ら
く
誰

し
も
一
度
は
考
え
る
こ
と
。
し
か
し
、

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
常
套
で
は
な
か
っ

た
。
英
会
話
学
校
に
通
う
の
で
は
な
く
、

地
元
の
留
学
生
を
訪
ね
歩
き
、「
日
本
人

は
英
会
話
を
で
き
な
い
人
が
多
い
が
基

礎
知
識
は
あ
る
の
で
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で

な
く
て
も
し
ゃ
べ
る
機
会
さ
え
あ
れ
ば

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
。
協
力
し

て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
話
を
持
ち
か
け

た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
既
成
の
教
室
に

ピ
ン
と
く
る
も
の
が
な
く
て
」
と
牛
嶋

さ
ん
は
さ
ら
り
と
言
う
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
一
か
ら
作
っ
て
し
ま
お
う
と
い

う
発
想
に
は
驚
く
。
し
か
し
そ
こ
か
ら

の
過
程
に
も
ま
た
驚
か
さ
れ
る
。

英
会
話
教
室
を
発
足
す
る
と
、
ま
ず
、

牛
嶋
さ
ん
は
教
室
の
機
関
誌
を
制
作
す

る
。
そ
れ
が
国
際
親
善
協
会
の
会
長
の

目
に
留
ま
り
、
声
を
掛
け
ら
れ
協
会
の

会
報
誌
作
り
を
手
伝
う
よ
う
に
な
る
。

す
る
と
そ
の
活
動
が
「
長
崎
伝
習
所
」

に
つ
な
が
る
。
伝
習
所
と
い
う
の
は
、

ま
ち
づ
く
り
や
国
際
交
流
な
ど
を
テ
ー

マ
に
し
た
活
動
団
体
を
市
民
か
ら
公
募

し
、
資
金
援
助
す
る
と
い
う
市
が
行
っ

て
い
る
事
業
。
以
前
か
ら
、
土
地
柄
も

あ
っ
て
国
際
交
流
関
係
の
塾
が
あ
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
長
続
き
せ
ず
解
散
し
て

し
ま
う
。
そ
ん
な
と
き
、
牛
嶋
さ
ん
に

白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
だ
。

「
す
べ
て
『
た
ま
た
ま
』
で
、
そ
れ
が

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
形
で
す
ね
」

国
際
交
流
塾
は
盛
況
を
博
し
、
活
動

も
目
覚
ま
し
く
、
長
崎
伝
習
所
と
し
て

は
異
例
の
五
年
の
間
、
長
崎
伝
習
所

「
国
際
交
流
塾
」
と
し
て
活
動
を
継
続
、

一
〇
年
前
の
平
成
九
年
に
市
民
団
体
・

長
崎
「
国
際
交
流
塾
」
と
し
て
独
立
し

た
。で

は
、
そ
の
活
動
を
長
き
に
わ
た
り

支
え
て
き
た
も
の
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。

要
因
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
根
幹
に
あ
る

の
は
、
人
と
人
と
の
付
き
合
い
に
立
ち

戻
っ
て
国
際
交
流
を
と
ら
え
た
点
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

英
会
話
が
で
き
な
い
の
は
悔
し
い

そ
れ
が
交
流
へ
と
つ
な
が
っ
た

長崎国際交流塾を主宰する牛嶋洋一郎さん。塾での活
動のほかに大学で講義を行うなど多忙な日々。バドミ
ントンとチェスには特に力を入れる（上）。

国
籍
を
問
わ
ず
、
趣
味
を
共
有
し

親
睦
を
深
め
て
い
く

以前は長崎港が一望のもとに見られたという高台に建つ洋館が
地球館だ。掲げる国旗はその日の料理によって変わる。

地
球
館
は
東
山
手
洋
風
建
築
群
の
一
棟
に

あ
る
。
造
り
は
洋
風
だ
が
桟
瓦
葺
き
に
鬼

瓦
と
い
う
の
は
日
本
な
ら
で
は
（
上
）。
マ

ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
煙
突
も
す
べ
て
の
棟
に

（
中
）。
中
国
風
の
欄
間
と
擬
宝
珠
が
軒
下
の

部
分
に
し
つ
ら
わ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
国

の
テ
イ
ス
ト
が
混
じ
り
合
う
（
下
）。
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や
内
容
は
、
各
班
の
リ
ー
ダ
ー
に
任
せ
、

国
籍
を
問
わ
ず
共
通
の
趣
味
で
つ
な
が

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ

で
も
サ
ー
ク
ル
的
な
遊
び
ム
ー
ド
に
終

始
し
て
い
る
の
で
は
、
と
う
が
っ
た
見

方
を
す
る
の
は
大
間
違
い
で
あ
る
。
例

え
ば
、
週
に
一
度
行
わ
れ
る
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
班
の
活
動
を
覗の

ぞ

け
ば
、
レ
ベ
ル
の

高
い
ラ
リ
ー
が
展
開
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど

部
活
の
様
相
で
あ
る
。
参
加
し
た
誰
も

が
等
し
く
コ
ー
ト
に
は
入
れ
る
よ
う
工

夫
さ
れ
、
み
な
そ
の
規
律
に
従
っ
て
キ

ビ
キ
ビ
動
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
コ
ー

ト
に
入
る
順
番
を
待
っ
て
い
る
間
な
ど
、

塾
生
の
間
で
会
話
が
途
切
れ
る
こ
と
な

く
、
自
然
な
形
で
交
流
が
行
わ
れ
る
の

だ
。
班
長
を
務
め
る
森
脇
茂
さ
ん
は
言

う
。「

体
育
館
の
予
約
を
と
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
皆
さ
ん
は
シ
ュ
ー
ズ
と
ウ
エ
ア
だ

け
用
意
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
こ

と
で
、
道
具
も
用
意
し
て
お
誘
い
し
て

い
る
ん
で
す
よ
。
最
初
に
日
本
に
来
ら

れ
た
人
は
、
場
所
も
分
か
ら
な
い
と
思

う
の
で
、
僕
ら
が
迎
え
に
行
っ
た
り
も

し
ま
す
」

班
長
の
細
や
か
な
フ
ォ
ロ
ー
の
甲
斐

あ
っ
て
、
活
動
人
数
は
一
五
年
間
減
る

こ
と
が
な
い
。
年
に
一
度
は
、
長
崎
大

学
留
学
生
協
会
と
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会

を
開
き
、
今
年
は
国
際
大
会
ま
で
開
い

た
。「
長
崎
は
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
発
祥
の
地

で
す
か
ら
」
と
言
う
森
脇
さ
ん
も
、
実

は
誘
わ
れ
て
「
た
ま
た
ま
」
塾
に
入
り
、

「
中
学
の
頃
や
っ
て
い
た
の
で
」
バ
ド
ミ

ン
ト
ン
班
を
は
じ
め
た
。
こ
れ
だ
け
し

っ
か
り
し
た
団
体
な
の
に
、「
国
際
交
流
」

主
眼
で
入
塾
し
た
人
が
思
い
の
ほ
か
少

な
い
の
が
面
白
い
。
そ
の
「
た
ま
た
ま
」

入
っ
た
人
た
ち
の
、
目
を
見
張
る
よ
う

な
活
躍
も
ま
た
、
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、

「
国
際
交
流
」
に
対
す
る
凝
り
固
ま
っ
た

概
念
を
取
っ
払
っ
て
、
柔
軟
に
外
国
人

と
接
し
て
き
た
姿
勢
が
活
動
の
大
き
な

原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

山
登
り
の
班
長
で
あ
る
ス
リ
ラ
ン
カ

出
身
の
ヘ
ー
ラ
ッ
ト
さ
ん
は
、
塾
の
班

活
動
を
こ
う
特
徴
づ
け
る
。

「
み
ん
な
自
発
的
な
の
で
班
長
と
い
っ

て
も
気
が
楽
で
す
。
連
絡
だ
け
ち
ゃ
ん

と
す
れ
ば
、
大
丈
夫
。
で
も
例
え
ば
東

京
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
ま
で
分
け
隔
て
な

く
気
軽
な
活
動
は
で
き
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
け
ど
ね
」

一
〇
種
あ
る
班
活
動
は
、
年
間
、
延

べ
回
数
に
す
る
と
二
〇
〇
回
程
度
行
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
月
の
七
高
山
巡

り
、
五
月
の
稲
佐
山
へ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
、

六
月
の
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
、
九
月
の

居
留
地
ま
つ
り
な
ど
、
塾
を
挙
げ
て
の

恒
例
行
事
も
盛
ん
だ
。

塾
で
は
他
に
も
画
期
的
な
活
動
を

多
々
行
っ
て
い
る
。
日
本
人
を
外
国
人

留
学
生
が
受
け
入
れ
る
「
逆
ホ
ー
ム
ビ

ジ
ッ
ト
」
型
国
際
交
流
を
実
施
し
、
海

外
支
援
も
行
っ
て
い
る
国
際
交
流
塾
に

と
っ
て
は
、
災
害
支
援
も
、「
ニ
ュ
ー
ス

で
聞
い
た
ど
こ
か
遠
く
の
出
来
事
」
と

い
う
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い
。「
帰
国
し
た

仲
間
た
ち
の
出
来
事
」
で
、
至
極
身
近

な
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
と
連
絡
を
と
り
、

窮
状
を
聞
き
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
な
ど
で

集
め
た
募
金
は
塾
生
に
託
す
。
さ
ら
に

そ
の
過
程
や
お
金
の
使
途
ま
で
明
確
に

国
際
交
流
と
は
自
分
た
ち
と

異
な
る
価
値
が
あ
る
と
知
る
こ
と

「
国
際
交
流
と
い
っ
て
も
、
日
本
人
が

外
国
人
に
『
い
つ
日
本
に
来
ら
れ
た
ん

で
す
か
』『
何
の
お
勉
強
で
す
か
』
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
て
終
わ
り
で
し

ょ
う
。
外
国
の
方
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
聞
か
れ
る
わ
け
で
、

う
ん
ざ
り
し
ま
す
よ
ね
。
う
ち
の
基
本

は
交
流
活
動
の
日
常
化
な
ん
で
す
よ
。

共
通
目
的
を
持
っ
て
や
ら
な
い
と
絶
対

続
か
な
い
と
い
う
の
は
は
じ
め
か
ら
思

っ
て
い
た
の
で
」

塾
の
活
動
は
多
彩
で
あ
る
。
バ
ド
ミ

ン
ト
ン
、
山
登
り
、
チ
ェ
ス
、
着
付
け

な
ど
、
興
味
あ
る
活
動
に
自
由
に
人
が

集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
活
動
日

世界のカレンダーを集めた「カレンダ
ー展」を運営するヘーラットさん。登
山班の班長でもある（上）。マレーシア
の留学生はみなバトミントン上級者。
かなり本格的（下）。

地球館内の厨房で調理をするセシリアさん（上）。左端の
高梨真理子さんが地球館の運営を任されている（上中）。
本日のメニューは豚肉とトマトを煮込んだコッチーノ・
エン・サルサとごはん（アロス）、エン・サラダ、そして
ごはんを使ったデザートアロス・コン・レーチェ（上左）。
踊り場下の空間では世界各国の雑貨を販売している（左）。
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す
る
と
い
う
首
尾
一
貫
し
た
支
援
を
行

っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
ス
マ
ト
ラ
沖
大

地
震
に
よ
る
津
波
被
害
の
支
援
や
グ
ア

テ
マ
ラ
の
無
医
村
へ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
建

設
な
ど
、
多
く
の
援
助
を
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
そ
こ
で
、「
何
か
与
え
て
や
ら

ね
ば
」
と
い
う
だ
け
で
、
相
手
か
ら
学

ぼ
う
と
し
な
い
の
は
、
結
局
差
別
に
等

し
い
の
だ
と
牛
嶋
さ
ん
は
言
う
。
例
え

ば
、
留
学
生
な
ど
に
対
し
て
も
、
こ
ち

ら
が
「
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
姿
勢
で

あ
る
限
り
、
い
か
に
そ
の
外
国
人
が
能

力
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
発
揮
で

き
る
場
を
得
ら
れ
な
い
。
彼
ら
の
プ
ラ

イ
ド
は
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

「
真
の
国
際
交
流
は
、
そ
う
し
た
表
面

的
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
相

手
の
国
籍
を
外
し
て
付
き
合
う
こ
と
。

要
は
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い
る
価
値
観

と
は
異
な
る
価
値
観
が
存
在
す
る
、
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」。

相
互
理
解
と
い
う
の
は
、
お
互
い
の

個
性
を
殺
し
、
同
化
し
て
い
く
こ
と
で

は
な
い
の
だ
。
先
の
セ
シ
リ
ア
さ
ん
は
、

「
多
く
の
国
の
人
々
と
交
流
す
る
こ
と

は
で
き
る
け
れ
ど
自
分
が
日
本
人
に
な

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
。

「
自
分
の
国
と
は
違
う
日
本
の
習
慣
の

勉
強
も
し
ま
す
。
で
も
時
々
は
理
解
で

き
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
は
そ
こ
ま

で
し
か
で
き
な
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
も
交
流
は
、
そ
の
国
に
合

わ
せ
て
自
分
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
」

国
際
交
流
塾
に
は
「
異
文
化
を
理
解

す
る
」「
自
分
の
国
の
文
化
を
知
る
」

「
自
分
自
身
を
知
る
」
と
い
っ
た
設
立

趣
意
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

設
立
時
に
掲
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
活
動
を
通
し
て
気
付
い
て
い
っ
た

こ
と
だ
と
、
牛
嶋
さ
ん
は
言
う
。

「
国
際
交
流
の
果
て
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
が
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
の

は
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
と
も
と

文
化
に
は
優
劣
が
な
い
ん
で
す
。
例
え

ば
、
機
械
文
明
の
よ
う
な
も
の
に
は
進

化
の
優
劣
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、

文
化
と
い
う
の
は
そ
の
土
地
に
は
ぐ
く

ま
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
中
南
米
だ
ろ

う
が
東
南
ア
ジ
ア
だ
ろ
う
が
欧
米
だ
ろ

う
が
、
優
劣
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は

日
本
な
り
の
気
候
、
風
土
に
は
ぐ
く
ま

れ
た
文
化
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
だ

か
ら
、
そ
れ
は
ぜ
ひ
残
っ
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

牛
嶋
さ
ん
の
深
い
言
葉
に
接
す
る
と
、

偶
然
の
連
鎖
だ
け
で
こ
こ
ま
で
本
質
的

な
活
動
に
た
ど
り
着
け
る
も
の
だ
ろ
う

か
、
と
不
思
議
に
な
る
。
そ
う
い
え
ば
、

塾
を
立
ち
上
げ
た
と
き
の
心
情
を
牛
嶋

さ
ん
は
こ
ん
な
ふ
う
に
述
懐
し
た
。

「
食
べ
る
に
は
困
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、

当
時
は
や
る
べ
き
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
う
す
る
と
心
が
死
ん
で
い
く
ん
で

す
。
何
か
し
な
い
と
い
け
な
い
、
何
か

行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
ダ
メ
に
な
る
と

い
う
の
が
、
非
常
に
あ
り
ま
し
た
」

停
滞
し
た
日
々
は
、
実
は
、
物
事
の

深
部
を
見
出
す
好
機
で
も
あ
る
。
そ
し

て
そ
こ
か
ら
人
々
を
救
い
出
す
き
っ
か

け
と
な
る
の
は
、
い
つ
の
時
代
も
「
文

化
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
映
画
で

あ
り
、
音
楽
で
あ
り
、
言
葉
で
あ
り
。

牛
嶋
さ
ん
の
か
つ
て
の
日
々
は
今
、
国

際
交
流
と
い
う
文
化
的
で
人
間
的
な
営

み
へ
と
転
化
し
た
。
人
と
人
と
の
自
然

な
関
わ
り
を
見
つ
め
、
柔
軟
に
そ
れ
を

広
め
、
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
の
だ
。

か
つ
て
異
人
に
接
し
た
長
崎
の
人
々

は
、
は
じ
め
こ
そ
驚
き
、
恐
れ
は
し
た

ろ
う
が
、
国
籍
や
差
別
と
い
っ
た
垣
根

を
越
え
て
、
多
く
の
文
明
や
技
術
を
巧

み
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
習
慣
や
宗

教
ま
で
、
積
極
的
に
理
解
し
た
。
長
崎

の
独
特
な
景
観
が
と
み
に
美
し
い
の

は
、
多
彩
な
文
化
を
許
容
し
た
歴
史
の

跡
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
異

文
化
を
た
だ
ま
ね
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
咀そ

嚼
し
ゃ
く
し
た
上
で
他
に
は
な
い
自
己

を
確
立
し
て
い
る
か
ら
だ
。

「
私
た
ち
は
、
違
う
か
ら
こ
そ
面
白
い

ん
で
す
。
平
和
で
あ
れ
ば
、
違
い
と
い

う
の
は
豊
か
さ
な
ん
で
す
よ
。
し
か
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
違
い
は
紛
争
の
原

因
と
も
な
る
。
だ
か
ら
、
平
和
を
保
て

る
社
会
、
い
わ
ゆ
る
多
文
化
共
生
社
会

を
築
け
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

そ
う
、
す
べ
て
の
文
化
は
、
平
和
の

上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。

明治31年頃に撮られた南山手か
ら東山手を望んだ風景（写真提
供：長崎歴史文化博物館）。長
崎は写真発祥の地でもある
（上）。現在の東山手の景観（下）。

長崎を代表する観光地、南山手の旧グラバー住宅。


