
　

私
た
ち
の
先
祖
が
住
む
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
平
戸
島
に
点
在
す
る
集
落
は
、
多
く
の
苦
労
を
伴
い
な
が
ら
切

り
開
か
れ
、
世
代
を
超
え
て
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
営
み
の
重
な
り
は
、
そ
の
地
を
何
気
な
く

通
り
過
ぎ
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
目
に
留
ま
り
、
心
に
深
く
刻
ま
れ
る
景
観
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
２
月
22
日（
平
成
22
年
８
月
５
日
に
追
加
選
定
）、
こ
れ
ら
の
景
観
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
価
値

が
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
春
日
町
、
獅
子
町
、
根
獅
子
町
、
宝
亀
町
、
飯
良
町
の
全
域
と
主
師
町
、
坊
方
町
、
下
中

野
町
、
大
石
脇
町
、
木
場
町
、
迎
紐
差
町
の
一
部
の
計
１
千
４
５
５
．
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
、
国
に
よ
っ
て
重
要
文
化

的
景
観「
平
戸
島
の
文
化
的
景
観
」に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

選
定
か
ら
15
年
。
こ
こ
で
は
、
重
要
文
化
的
景
観
の
一
部
や
、
守
り
伝
え
る
皆
さ
ん
の
営
み
を
紹
介
し
ま
す
。

「
平
戸
島
の
文
化
的
景
観
」国
選
定
15
周
年
を
迎
え
て

問
文
化
交
流
課
文
化
遺
産
班　

☎
22-

９
１
４
３

平
戸
の
大
切
な
風
景
〜
重
要
文
化
的
景
観
の
今
〜

春
日
地
区
　
〜
受
け
継
が
れ
て
き
た
棚
田
景
観
〜

魚
介
類
も
豊
富
で
漁
業
収
入
も

多
く
、
家
を
大
き
く
立
て
替
え
た

り
増
築
し
た
人
も
い
た
そ
う
で
す
。

　

狭
い
谷
間
に
広
が
る
棚
田
は
、

春
日
地
区
の
美
し
い
景
観
の
特
徴

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
決
し
て
広

い
わ
け
で
は
な
い
た
め
収
穫
量
が

少
な
く
、
複
雑
な
地
形
か
ら
手

間
も
か
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
苦
労
が
多
い
棚
田

で
し
た
が
、
生
月
島
で
売
る
焚
き

木
や
、
ワ
カ
メ
漁
、
潜
水
漁
で
の

収
入
が
多
か
っ
た
時
期
で
も
、
先

祖
か
ら
受
け
継
い
だ
特
別
な
も
の

と
し
て
大
事
に
耕
し
て
き
た
そ
う

で
す
。

　

世
界
文
化
遺
産「
長
崎
と
天
草

地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺

産
」の
構
成
資
産
に
選
定
さ
れ
た

現
在
、
11
月
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
時
期
は
、
春
日
地
区
の
美
し

い
景
観
を
見
に
来
る
人
た
ち
を
迎

え
よ
う
と
、
米
作
り
の
時
期
で
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
の
皆

さ
ん
が
総
出
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　

平
戸
島
の
西
岸
。
安
満
岳
の

尾
根
に
囲
ま
れ
た
谷
間
に
流
れ
る

川
に
沿
っ
て
、
山
合
い
か
ら
海
辺

ま
で
連
な
る
春
日
地
区
の
棚
田
。

　

こ
の
棚
田
の
連
な
る
様
子
は
江

戸
時
代
の
絵
図
な
ど
に
も
見
ら
れ
、

世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き

た
景
観
は
、「
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
」

に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

春
日
地
区
に
自
動
車
が
通
行

で
き
る
道
が
整
備
さ
れ
た
の
は
昭

和
40
年
代
で
、
昭
和
57
年
に
路

線
バ
ス
で
紐
差
ま
で
行
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
隣
の
高
越
地
区

へ
行
く
際
に
も
細
い
山
道
を
登
り

降
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
子
ど

も
た
ち
も
小
学
校
４
年
生
か
ら

は
山
道
を
通
っ
て
獅
子
の
学
校
ま

で
通
学
し
て
い
ま
し
た
。（
小
学

校
３
年
生
ま
で
は
分
校
）

　

そ
ん
な
春
日
地
区
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
庭
で
小
さ
な
船
を
持
っ

て
い
て
、
ワ
カ
メ
漁
や
潜
水
漁
を

し
た
り
、
橋
の
な
か
っ
た
当
時
の

生
月
島
へ
商
売
や
買
い
物
に
出
て

い
ま
し
た
。
当
時
の
生
月
島
は
、

ま
き
網
漁
業
で
繫
栄
し
、
人
も

多
か
っ
た
そ
う
で
、
春
日
地
区
の

山
か
ら
焚
き
木
な
ど
を
切
り
出

し
て
生
月
島
へ
売
り
に
行
く
と
、

岸
に
着
い
た
途
端
に
飛
ぶ
よ
う
に

売
れ
た
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、
ワ
カ
メ
や
ア
ワ
ビ
な
ど

春日地区

安満岳の参道

宝亀教会へ続く坂道

獅子のアコウ（市指定天然記念物）

木ヶ津湾に浮かぶ沖ノ島

飯良の浜

安満岳

獅子の風景

春日の棚田と夕日

豊かに実る棚田米

春日集落案内所「かたりな」
案内人の寺田賢一郎さん
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獅
子
地
区

　

〜
地
域
で
つ
く
る
伝
統
の
お
く
ん
ち
〜

　

獅
子
地
区
独
自
の
楽
し

い
作
品
展
。
10
年
以
上
続

い
て
い
ま
す
。

　

獅
子
ふ
れ
あ
い
会
館
で

は
、
お
年
寄
り
か
ら
保
育

園
の
子
ど
も
た
ち
ま
で
、

地
区
の
皆
さ
ん
が
思
い
思

い
に
作
っ
た
書
画
や
生
け

花
、
工
芸
品
な
ど
が
展
示

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
建
物
の
外
で
は
、

腕
自
慢
の
皆
さ
ん
の
豚
汁

作
り
、
餅
つ
き
、
ハ
ン

バ
ー
ガ
ー
や
焼
き
魚
の
販

売
な
ど
で
盛
り
上
が
る
、

賑
や
か
で
和
気
あ
い
あ
い

と
し
た
作
品
展
で
す
。

ふ
る
さ
と
作
品
展

お
ろ
く
に
ん
様

　

ひ
ら
け
た
棚
田
や
丘
の
上
の
牧

野
、
路
地
に
せ
り
出
す
石
塀
の

民
家
が
連
な
る
景
観
が
特
徴
の

獅
子
地
区
。

　

10
月
17
・
18
日
は
、
獅
子
地

区
の
若
宮
神
社
の
お
く
ん
ち
。
獅

子
地
区
の
氏
神
神
社
で
あ
る
若

宮
神
社
は
、
寛
永
２
年（
西
暦
１

６
２
５
年
）に
、
現
在
の
紐
差
の

沖
ノ
島
に
あ
る
三
輪
神
社
か
ら

神
様
を
迎
え
て
祀
っ
た
神
社
と
さ

れ
て
い
ま
す
。（
獅
子
村
郷
土
誌
）

　

昨
年
10
月
17
日
、
昼
過
ぎ
か

ら
神
社
で
神
楽
が
奉
納
さ
れ
ま

し
た
。
夕
方
か
ら
の
直
会
で
は
、

20
日
に
沖
ノ
島
の
三
輪
神
社
の
お

く
ん
ち
で
奉
納
し
よ
う
と
準
備
し

て
い
た
注
連
縄
に
対
し
て「
格
好

悪
い
よ
」と
の
指
摘
が
…
。

　

ベ
テ
ラ
ン
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
も

と
、
消
防
団
な
ど
の
若
手
の
皆

さ
ん
が
１
度
ほ
ど
い
て
一
生
懸
命

に
作
り
直
し
、
完
成
の
こ
ろ
に
は

午
後
10
時
を
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。

　

18
日
は
朝
か
ら
お
く
だ
り
。

若
宮
神
社
か
ら
神
輿
行
列
が
地

域
を
回
り
、
獅
子
ふ
れ
あ
い
会
館

に
向
か
い
ま
す
。
獅
子
ふ
れ
あ
い

会
館
で
は
、
神
輿
が
到
着
す
る

と
、
祝
詞
が
唱
え
ら
れ
ま
す
。

　

祝
詞
に
続
い
て
神
職
に
よ
る
平

戸
神
楽
で
す
。
真
剣
を
使
っ
た

「
二
剣
」な
ど
、
大
迫
力
の
舞
も

奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

根
獅
子
地
区

　

〜
逆
境
を
好
機
に
変
え
た
先
人
に
思
い
を
馳
せ
て
〜

　

視
界
い
っ
ぱ
い
に
青
空
と
き
れ

い
な
海
が
広
が
る
根
獅
子
地
区
。

根
獅
子
の
浜
は
、「
日
本
の
水
浴

場
88
選
」や「
快
水
浴
場
百
選
」に

選
ば
れ
て
い
ま
す
。　

　

ま
た
、
切
支
丹
資
料
館
で
は
、

か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
殉
教
地
や

16
世
紀
の
教
会
伝
承
地
な
ど
、

地
域
の
歴
史
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

見
晴
ら
し
の
良
い
棚
田
で
、
稲

を
手
刈
り
す
る
川
上
茂
次
さ
ん
。

「
農
村
風
景
は
人
間
が
勝
手
に
自

然
に
手
を
入
れ
て
作
っ
た
も
の
。

人
間
に
は
景
観
を
守
る
責
任
が

あ
る
」と
、
景
観
を
守
る
こ
と
の

大
切
さ
を
多
く
の
人
に
伝
え
て
き

ま
し
た
。
景
観
を
彩
る
棚
田
に
つ

い
て
は
、「
棚
田
は
貧
困
の
証
。

　

旧
暦
８
月
26
日
は
殉
教

者「
お
ろ
く
に
ん
様
」の
命

日
と
さ
れ
、
切
支
丹
資
料

館
そ
ば
の「
大
石
脇
の
森
」

の
隣
で
は
、
か
く
れ
キ
リ

シ
タ
ン
の
信
仰
を
続
け
て

い
る
皆
さ
ん
が
、
こ
の
日

に
合
わ
せ
て
お
参
り
し
て

い
ま
す
。

　

近
年
で
は
年
に
１
度
の

顔
を
合
わ
せ
る
機
会
。

　

お
参
り
の
後
、
み
ん
な

で
持
ち
寄
っ
た
煮
し
め
な

ど
を
つ
ま
み
な
が
ら
の
直

会
で
は
、
久
し
ぶ
り
の
話

に
花
が
咲
き
ま
し
た
。

う
し
わ
き

う
ら
ぐ
り
い
し

か
わ
か
み

う
じ
が
み

み
こ
し

の
り
と し

め
な
わ

し
げ
つ
ぐ

平
野
が
あ
る
な
ら
そ
っ
ち
の
方
が

良
い
」と
語
り
ま
す
。

　

川
上
さ
ん
の
棚
田
は
、
お
爺
さ

ん
が
山
肌
を
切
り
開
い
て
広
げ
た

も
の
。
出
て
く
る
石
を
１
つ
ず
つ

積
ん
だ
高
低
差
５
メ
ー
ト
ル
近
い

石
垣
は
、
田
面
の
下
の
裏
栗
石
で

と
て
も
頑
丈
で
す
。
こ
の
よ
う
な

先
人
た
ち
の
苦
労
の
積
み
重
ね
で

耕
作
面
積
は
広
が
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
限
界
が
あ
り
、
経
済
的

に
は
苦
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
で
は
、
厳
し
い
環
境
を
逆

手
に
と
り
、
有
機
農
法
な
ど
で

付
加
価
値
を
付
け
、
販
売
方
法

を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
多
く
の

フ
ァ
ン
に
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

獅子地区

根獅子地区

石塀の連なる風景根獅子の浜

おくだりの様子稲刈りする川上さん

川上さんの棚田からの眺め 注連縄を作り直す皆さん
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主師地区

飯良地区 沖ノ島

宝亀地区

沖
ノ
島 

三
輪
神
社

　

〜
木
々
の
声
に
耳
を
澄
ま
し
て
〜

　

木
ヶ
津
湾
に
浮
か
ぶ
沖
ノ
島
に
は
、
三

輪
神
社
と
い
う
古
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
10
月
20
日
に
秋
季
大
祭
が
行
わ
れ
、

重
要
文
化
的
景
観
の
中
の
宝
亀
町
や
春
日

町
、
獅
子
町
、
根
獅
子
町
か
ら
も
地
区
の

代
表
者
が
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。

　

沖
ノ
島
は
、
長
崎
県
指
定
天
然
記
念
物

「
平
戸
の
沖
の
島
の
樹
叢
」に
も
な
っ
て
お

り
、
大
祭
は
、
吹
き
抜
け
る
風
や
森
の
ざ

わ
め
き
に
朗
々
と
響
く
祝
詞
や
神
楽
が
合

わ
さ
り
荘
厳
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
す
。

宝
亀
地
区

　

〜
高
台
の
赤
レ
ン
ガ
教
会
は
地
域
の
誇
り
〜

　

平
戸
瀬
戸
を
見
下
ろ
す
高
台
に
建
つ
宝

亀
教
会
堂
。
明
治
31
年（
西
暦
１
８
９
８

年
）３
月
18
日
に
落
成
し
た
教
会
堂
で
す
。

　

入
口
の
部
分
は
レ
ン
ガ
で
で
き
て
お
り
、

ア
ー
チ
や
バ
ラ
窓
風
の
装
飾
が
配
さ
れ
る

玄
関
は
、
伝
統
的
か
つ
典
型
的
な
教
会
堂

の
形
で
す
が
、
十
字
架
の
下
、
３
連
ア
ー

チ
装
飾
の
中
央
に
あ
し
ら
わ
れ
た「
天
主

堂
」の
文
字
は
、
建
て
ら
れ
た
当
時
の
歴

主
師
地
区

　

〜
安
満
岳
を
守
り
た
い
と
祈
る
人
の
輪
〜

　

安
満
岳
は
、
地
元
で「
安
満
岳
様
」な

ど
と
呼
ば
れ
、
厚
い
信
仰
を
集
め
て
き
ま

し
た
。
山
頂
に
は
、
神
仏
習
合
の
時
代
か

ら
続
く
古
社
、
白
山
比
賣
神
社
が
佇
ん
で

い
ま
す
。
近
年
で
は
、
地
元
の
人
た
ち
の

高
齢
化
が
目
立
ち
参
拝
者
の
数
が
少
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
世
界
文
化
遺
産
の

構
成
資
産
に
な
っ
た
こ
と
で
、
文
化
財
と

し
て
の
価
値
が
見
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
道
の
脇
に
、
か
つ
て
神
社
を
守
っ
て

い
た
西
禅
寺
の
庭
の
池
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
中
野
地
区
ま
ち
づ
く
り
運
営
協

議
会
で
は
、
一
部
の
人
に
し
か
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
、
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
カ
ス

ミ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
が
繁
殖
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
、
年
に
１
度
、
地
域
の
皆
さ

ん
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
集
め
て
掃
除
を
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

作
業
の
際
は
、
安
満
岳
休
憩
所
で
休
憩

や
昼
食
を
と
り
、
集
ま
っ
た
皆
さ
ん
で
親

睦
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
活
動
も
今
年
で
３
年
目
。
白
山
比

賣
神
社
の
宮
司
を
務
め
る
本
山
貢
さ
ん
は
、

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
も
活
用

し
て
人
の
輪
を
広
げ
、
世
界
遺
産
の
構
成

資
産
に
な
っ
て
い
る
文
化
財
に
も
関
心
を

持
っ
て
ほ
し
い
と
話
し
ま
す
。

史
を
そ
の
ま
ま
留
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

宝
亀
教
会
堂
は
、
明
治
20
年（
西
暦
１

８
８
７
年
）に
紐
差
に
着
任
し
た
マ
タ
ラ

神
父
が
、
明
治
30
年
ご
ろ
に
自
ら
指
導
監

督
し
て
建
設
に
か
か
り
、
大
型
船
で
運
び

込
ま
れ
た
重
た
い
レ
ン
ガ
や
材
木
な
ど
を
、

宝
亀
の
信
者
た
ち
が
背
負
っ
て
浜
か
ら
運

び
ま
し
た
。

　

な
お
こ
の
建
設
工
事
に
は
、
紐
差
の
信

者
た
ち
も
協
力
し
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
教
会
堂
を
美
し
く
装
飾
す
る
漆

喰
は
、
住
民
が
総
出
で
貝
殻
を
拾
い
集
め

て
焼
く
な
ど
、
地
域
の
み
ん
な
で
協
力
し

合
い
ま
し
た
。

　

地
域
の
人
た
ち
の
手
作
り
で
建
て
ら
れ

た
ぬ
く
も
り
を
感
じ
る
教
会
堂
は
、
宝
亀

の
景
観
の
象
徴
的
存
在
で
す
。

飯
良
地
区

　

〜
子
ど
も
た
ち
の
懐
か
し
の
場
所
を
活
か
し
て
〜

　

美
し
い
砂
浜
に
吹
き
付
け
る
強
い
風
か

ら
家
を
守
る
た
め
、
石
積
み
や
防
風
林
に

囲
ま
れ
た
、
風
情
溢
れ
る
飯
良
地
区
。

　

か
つ
て
は
数
軒
の
店
も
あ
っ
た
目
抜
き

通
り
に
住
む
冨
村
ま
ゆ
み
さ
ん
。
飯
良
地

区
が
賑
や
か
だ
っ
た
こ
ろ
、
２
階
建
て
家

屋
の
１
階
で
は
雑
貨
屋
を
、
２
階
で
は
そ

ろ
ば
ん
教
室
を
家
族
が
営
ん
で
い
ま
し
た
。

夕
方
、
そ
ろ
ば
ん
教
室
が
始
ま
る
前
に
は
、

と
み
む
ら

し
ら
や
ま
ひ
め

さ
い
ぜ
ん
じ

も
と
や
ま
み
つ
ぐ

子
ど
も
た
ち
が
お
菓
子
を
買
い
、
友
達
と

楽
し
く
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
昼
間
は
、

大
人
の
た
ま
り
場
で
、
買
い
物
つ
い
で
に

世
間
話
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
冨
村
さ

ん
の
お
母
さ
ん
も
お
し
ゃ
べ
り
に
加
わ
っ

た
り
、
字
の
読
め
な
い
買
い
物
客
に
、
生

活
に
か
か
わ
る
情
報
な
ど
を
代
わ
り
に
読

ん
で
あ
げ
た
り
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

今
で
は
過
疎
化
や
高
齢
化
が
進
み
、
店

に
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
な
く
、
大
人
の
買

い
物
客
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
冨
村

さ
ん
は
、
飯
良
地
区
に
恩
返
し
で
き
た
ら

と
、
重
要
文
化
的
景
観
の
修
理
修
景
事
業

で
建
物
を
修
理
し
、
可
能
な
日
だ
け
営
業

す
る
形
で
店
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
カ
ラ
オ
ケ
を
置
い
た
り
し
て
、

地
区
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
楽
し
め
る
場
所

に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

宝亀教会

教会の丘から眺める宝亀地区

宝亀漁港

三輪神社の鳥居

池の清掃活動

清掃前のお祓い

お店を営む冨村さん

かつてのそろばん塾とお店

安満岳山頂からの眺め

防風林の連なる小径
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