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すべてjが平等な理想の地

開
港
早
き
０
亭

長
崎
の
遠
い
記
憶

増
崎
英
明

　
今
か
ら
４
５
０
年
前
の
１
５
７

１
年
番
、
長
崎
の
岬
で
は
六
つ
の

町
な
淫
雨
で
し
た
。
今
の
県
庁

跡
地
（
江
戸
町
）
か
ら
万
才
町
へ

続
く
高
台
は
当
時
、
や
ぶ
に
覆
わ

れ
た
雑
木
林
で
し
た
。
キ
リ
シ
タ

ン
大
名
で
塀
王
の
大
村
氏
と
、
親

戚
の
有
馬
氏
は
イ
エ
ズ
ス
会
と
相

談
の
上
、
長
崎
を
南
蛮
貿
易
の
拠

点
と
す
べ
く
、
樹
木
を
切
り
倒
し

て
町
を
建
て
始
め
ま
す
。

　
　
一
要
塞
と
し
て

　
ま
ず
縦
横
に
道
を
通
し
て
土
地

を
六
つ
に
区
画
し
、
道
路
沿
い
に

家
を
建
て
ま
し
た
。
資
材
は
伐
採

し
た
樹
木
を
使
っ
た
と
思
い
ま

す
。
一
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
地
形

は
、
マ
カ
オ
や
マ
ニ
ラ
な
ど
当
時

の
南
蛮
人
が
造
っ
た
髪
に
似
て

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
長
崎
も
、
教

会
と
住
民
の
た
め
の
防
御
施
設
だ

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
海
に
守
ら
れ
て
い
な
い
内
陸
に

は
、
大
村
氏
の
関
係
者
が
住
む
「
大

村
町
」
と
、
有
馬
氏
の
「
島
原
町
」

を
据
え
守
備
隊
を
配
備
し
て
い
ま

す
。
岬
の
先
端
に
イ
エ
ズ
ス
会
の

小
さ
な
教
会
を
建
て
、
半
島
の
海

側
に
「
横
瀬
楠
町
」
と
「
平
戸
町
」
、

山
側
に
「
外
楠
町
」
と
「
ぶ
ん
ち

町
」
を
振
く
と
、
６
町
全
体
を
石

゛戈一二

垣
と
堀
で
囲
ん
で
外
界
か
ら
遮
断

し
ま
し
た
。

　
同
年
の
夏
、
マ
カ
オ
か
ら
生
糸

な
ど
を
積
ん
だ
最
初
の
宝
船
（
南

蛮
船
）
が
入
港
し
ま
す
。
今
な
ら

大
企
業
を
誘
致
し
た
感
覚
で
し
ょ
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（長崎歴史文化博物館蔵「南蛮人来朝之図」南蛮屏風に描かれた南蛮人ら

う
。
新
た
な
雇
用
が
生
ま
れ
、
日

本
各
地
か
ら
商
人
や
多
く
の
労
働

者
が
流
入
し
ま
し
た
。
長
崎
は
国

際
貿
易
都
市
と
し
て
最
初
の
Ｉ
・
歩

を
踏
み
出
し
た
の
で
す
。

　
長
浙
皿
最
初
に
住
ん
だ
人
た
ち

は
、
証
か
ら
来
た
ど
ん
な
人
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
少
し
後
の
調

査
（
長
崎
平
戸
町
人
別
帳
）
に
よ

る
と
、
地
元
出
身
は
少
な
く
、
半

数
以
上
は
外
か
ら
の
流
入
者
で
し

た
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
亡
命
者
も
あ

れ
ば
、
仕
事
を
求
め
る
放
浪
者
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
高
麗
（
朝
鮮
）
、

堺
、
京
都
な
ど
遠
隔
地
の
人
も
１

割
ほ
ど
交
じ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
　
」
人
種
の
る
つ
ぼ

　
こ
の
頃
の
長
崎
の
特
徴
は
、
第
一
・

に
全
住
人
が
キ
リ
シ
タ
ン
だ
っ
た

こ
と
、
第
二
は
人
種
の
る
つ
ぽ
だ
っ

た
こ
と
で
す
。
マ
カ
オ
か
ら
船
が
入

る
と
、
南
蛮
人
、
中
国
人
、
ア
フ
リ

カ
系
や
イ
ン
ド
系
の
黒
人
、
東
南
ア

ジ
ア
人
な
ど
世
界
各
地
の
人
が
下

船
し
、
長
崎
の
町
に
は
多
様
な
百

語
が
飛
び
交
っ
た
は
ず
．

鸚
と
人
の
様
子
は

吏J

の
中
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
は
か
ま
び
す
し
く
も
活
気
あ

ふ
れ
る
町
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
未
開
で
無
人
の
何
も
な
い
場
所

に
、
新
し
く
人
工
の
町
を
作
り
出

す
作
業
は
、
ア
メ
リ
カ
開
拓
時
代

の
よ
う
な
夢
と
希
望
に
あ
ふ
れ
て

い
た
は
ず
で
す
。
一
方
で
、
そ
の

後
の
町
の
発
展
は
悪
徳
や
闘
争
、

貧
富
の
差
や
立
場
の
上
下
を
生
み

出
し
て
い
き
ま
す
。
差
別
の
生
ま

れ
る
種
は
、
お
そ
ら
く
町
建
て
の

最
初
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。
古
書

に
は
、
大
村
純
忠
や
イ
エ
ズ
ス
会

と
交
渉
し
た
住
民
代
表
の
名
前

　
（
高
木
、
後
藤
、
高
島
、
町
田
な

ど
）
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼

ら
は
後
に
町
の
実
質
の
支
配
者
に

な
る
の
で
す
。
’

　
し
か
し
、
少
な
く
と
も
始
ま
り

の
頃
の
長
崎
は
、
住
民
の
す
べ
て

が
平
等
な
理
想
の
町
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
（
前
長
崎
大
付
属
図
書
館
長
）

ｺﾗﾑ　　消えてしまった松

|

，

はお決まりの題材があり、主観的に

は日本人が驚きをもって見たものを

表現しているようです。

、一方、客観的に見れば、出島に閉

　じ込められる以前の南蛮人と日本人

　との平たい交流が見て取れます。彼

　らは互いの国の言葉であいさつを交

･わしたことでしょう。南蛮人と日本

人には１世紀にわたる付き合いがあ

り､長崎はまさしく「国際貿易都市」

でした。そのことが一目で理解でき

ます。

　ひとつ気になるのは、描かれてい

る樹木に「松」が多いことです。今

の長崎の古木はクスノキが主で古い

松は見かけません｡海辺に育つ松は、

海岸沿いの埋め立てとともに消えて

いったのではないでしょうか。

　今回]インタビューした原田博二氏
によると、I南蛮屏風は豊臣秀吉が現

在の唐津市に築城した名護屋城の内

部を飾るため、京都から遠れてきた

靉疆
絵師らが描いたそうです。

粉をにかわで溶いた顔料）

華な画風からは、派手好みの秀吉が

ほうふつとします。長崎を実見して

描いた絵師もいたようで､当時の゛写

真。として眺めるのも一興ではない

でしょうか。

　ナウ（黒船）の来航、、カピタンモ

ール（司令官）の上陸、傘を差し掛

ける黒人､一教会で待ち受ける黒衣の

イエズス会士、はだしのフランシス

コ会士、アラビア馬のポルトガル商

人、出店で取引をする日本人、象、

洋犬、ジャコウネコ…。南蛮屏風に

時
代
に
合
わ
せ
て
泳
い
で
い
く

　
－
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
も
の
は
江
戸

時
代
に
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
て
い
る

が
、
南
蛮
屏
風
は
た
く
さ
ん
残
っ
て
い

る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
？

　
秘
蔵
、
隠
匿
さ
れ
て
い
た
。
見
つ
か

っ
た
ら
大
名
家
も
つ
ぶ
さ
れ
た
は
ず

だ
。
そ
れ
ら
が
明
治
以
降
に
世
に
出
て

き
た
。

　
－
南
蛮
屏
風
に
は
南
蛮
人
と
一
般
の

日
本
人
が
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
。
日

本
人
は
ど
ん
な
人
が
住
ん
で
い
た
の
だ

ろ
う
。

　
商
人
と
し
て
は
堺
、
京
都
、
大
阪
、

‘

博
多
な
ど
か
ら
、
長
崎
で
大
も
う
け
し

よ
う
と
い
う
者
が
集
ま
り
住
み
着
い

た
。
末
次
平
蔵
（
博
多
の
商
人
の
子
で

移
住
後
、
江
戸
初
期
の
長
崎
代
官
と
な

っ
た
商
人
）
が
代
表
的
。
一
方
で
高
木
、

高
島
、
後
藤
、
町
田
と
い
っ
た
後
の
「
町

年
寄
」
は
元
々
は
武
士
ク
ラ
ス
だ
ろ
う
。

長
崎
で
Ｉ
旗
揚
げ
よ
う
と
や
っ
て
き

て
、
腕
っ
節
が
強
い
こ
と
か
ら
「
頭
人
」

元長崎市立博物館長

ぶ糾

,Ｓがｼll原田博二さん

（右）にインタビューする増嶋氏

＝長瞎新聞社（山下哲嗣撮影）

原田氏

　
（
住
民
代
表
）
に
選
ば
れ
、
地
位
を
得

て
貿
易
を
始
め
た
の
だ
ろ
う
。

　
－
一
般
の
人
々
は
ど
う
や
っ
て
生
計

を
立
て
た
か
。
。

　
商
人
は
別
と
し
て
、
深
堀
や
諌
早
の

農
民
ら
が
長
崎
に
逃
げ
込
み
、
力
仕
事

や
荷
役
で
賃
金
を
も
ら
っ
た
。
や
が
て

町
人
と
し
て
成
り
上
が
っ
た
者
も
い
た

だ
ろ
う
。

　
－
長
崎
人
の
性
格
は
ど
ん
な
も
の
だ

と
思
う
か
。
お
ま
つ
り
が
好
き
だ
。

　
長
崎
の
祭
り
は
幕
府
か
ら
や
ら
さ

れ
た
も
の
。
「
長
崎
く
ん
ち
」
は
特
に

そ
う
だ
。
幕
府
の
威
光
を
宣
伝
す
る
方

便
だ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
中
で
も
自
分

た
ち
で
や
り
た
い
と
い
う
動
き
が
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
く
ん
ち
は
「
や

り
た
い
人
、
出
た
い
人
」
の
祭
り
。
お
・

金
が
あ
る
人
は
幕
府
に
内
緒
で
い
ろ

ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
て
、
あ
る
意
味

の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
（
抵
抗
運
動
）
だ
っ

た
。

　
た
だ
、
い
つ
も
思
う
の
は
、
ど
ん
な

小
さ
な
城
下
町
で
も
、
お
城
が
あ
れ
ば

一
つ
の
文
化
が
で
き
た
は
ず
だ
が
、
長

崎
に
は
そ
れ
が
な
い
。
一
つ
に
ま
と
ま

る
た
め
の
お
城
が
な
か
っ
た
か
ら
、
（
長

崎
の
人
は
）
そ
の
時
代
時
代
に
合
わ
せ

て
、
う
ま
く
泳
い
で
い
け
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

‐
－
長
崎
で
今
後
、
残
し
て
い
く
べ
き

遺
産
は
。

　
ま
ず
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
研
究
機
関

を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
で

残
ず
べ
き
も
の
を
決
め
て
集
め
て
い

く
。
長
崎
大
が
中
心
に
な
っ
て
結
集
し

て
い
く
べ
き
だ
。
南
蛮
時
代
の
中
心
「
岬

の
教
会
」
が
あ
っ
た
県
庁
跡
地
や
中
島

川
の
石
橋
、
出
島
、
唐
人
屋
敷
、
居
留

地
…
。
。
今
あ
る
も
の
は
残
し
て
い
き
た

１
０

Ｉ
Ｖ　

後
は
長
崎
く
ん
ち
。
侃
え
ば
山
車
だ

け
な
ち
世
界
遺
産
に
な
り
得
る
が
、
あ

ま
り
に
も
総
合
的
す
ぎ
て
全
体
で
は
当

て
は
ま
ら
な
い
。
だ
が
県
市
が
中
心
と

な
り
、
し
っ
か
り
し
た
報
告
書
を
作
れ

れ
ば
可
能
性
は
あ
る
は
ず
だ
。

　
　
　
　
（
聞
き
手
は
増
崎
英
明
氏
）

インタビュー|

最
初
の
町
、
最
初
の
人
々
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