
何を拝んでいたのかを示す集落 歴史が始まった場所どのような場所を選んで信仰を続けたのかを示す集落

し
た
。
そ
の
例
外
と
な
っ
た
地
域
が
、
か
つ

て
の
宣
教
拠
点
で
あ
り
、
他
の
地
域
に
比
べ

て
長
期
に
わ
た
る
宣
教
師
の
指
導
の
下
に
組

織
的
な
信
仰
の
基
盤
が
整
っ
て
い
た
長
崎
と

天
草
地
方
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
地

方
に
だ
け
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
伝
統
の
証
し

と
な
る
資
産
が
残
さ
れ
ま
し
た
。

　
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
、

自
分
た
ち
の
信
仰
を
続
け
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
集
落
内
で
16
世
紀
以
来
の
共
同
体
を

維
持
し
、
宣
教
師
に
代
わ
っ
て
洗
礼
を
授
け

る「
水み
ず
か
た方
」、
教
会
暦
を
つ
か
さ
ど
る「
帳ち
よ
う
か
た方」

な
ど
、
役
職
を
担
当
す
る
指
導
者
を
中
心
に

キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
に
か
か
わ
る
儀
礼
、
行

事
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
自
分
た
ち

の
信
仰
を
実
践
す
る
た
め
、「
平
戸
の
聖
地
と

集
落
❷
❸
」の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
わ

る
以
前
か
ら
山
岳
仏
教
信
仰
の
対
象
で
あ
っ

た
山
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
処
刑
の
行
わ
れ
た
島

を
拝
ん
だ
り
、「
天
草
の
崎さ
き
津つ

集
落
❹
」の
よ

う
に
生
活
、
生
業
に
根
差
し
た
身
近
な
も
の

を
信
心
具
と
し
て
代
用
し
た
り
、「
外そ
と
め海
の
出し

津つ

集
落
❺
」の
よ
う
に
マ
リ
ア
像
な
ど
の
聖
画

像
に
対
し
て
ひ
そ
か
に
祈
り
を
さ
さ
げ
た
り
、

「
外
海
の
大
野
集
落
❻
」の
よ
う
に
古
来
の
神

社
に
ひ
そ
か
に
自
分
た
ち
の
信
仰
対
象
を
重

ね
た
り
す
る
な
ど
、
一
見
す
る
と
日
本
の
伝

統
的
宗
教
の
よ
う
に
見
え
る
独
自
の
信
仰
形

態
を
育
み
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、2
5
0
年
も
の
長
期
間
に
わ
た
っ

て
、
キ
リ
シ
タ
ン
が「
潜
伏
」し
、
信
仰
を
続

け
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
取
り
締
ま

り
を
行
う
幕
府
の
側
に
、
本
人
が
信
仰
を
表

明
し
な
い
限
り
密
告
も
処
罰
も
し
な
い
な
ど

「
黙
認
」の
姿
勢
も
存
在
し
ま
し
た
。
潜
伏
キ

リ
シ
タ
ン
に
よ
る「
秘ひ

匿と
く

」と
社
会
的
な「
黙

認
」と
の
絶
妙
な
均
衡
の
下
に
、
日
本
の
伝
統

的
宗
教
や
一
般
社
会
と
関
わ
り
な
が
ら
自
分

た
ち
の
信
仰
を
続
け
る
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の

伝
統
が
育
ま
れ
た
の
で
す
。

　
18
世
紀
の
終
わ
り
に
な
る
と
、
大
村
藩
に

属
す
る
西
彼
杵
半
島
西
岸
の
外
海
地
域
で
人

口
が
増
加
し
た
た
め
、
五
島
藩
と
大
村
藩
と

の
協
定
の
下
に「
開
拓
移
住
」が
行
わ
れ
ま
し

た
。
開
拓
移
住
者
の
中
に
は
多
く
の
潜
伏
キ

リ
シ
タ
ン
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
新

た
に
離
島
の
各
地
に
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
集

落
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
自
分
た
ち
の
共
同

体
を
維
持
す
る
た
め
に
移
住
す
る
こ
と
を
決

め
、
日
本
の
伝
統
的
宗
教
や
一
般
社
会
と
の

折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
を
考
慮
し
て
移

住
先
を
選
択
し
ま
し
た
。
例
え
ば
平
戸
藩
の

牧
場
の
跡
地
利
用
の
た
め
再
開
発
の
必
要
が

あ
っ
た
黒
島
❼
や
神
道
の
聖
地
で
あ
る
野
崎

島
❽
へ
と
入
っ
た
ほ
か
、
病
人
の
療
養
地
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
頭か
し
ら
が
し
ま

ヶ
島
❾
、
五
島
藩
の

政
策
に
沿
っ
て
未
開
発
地
で
あ
っ
た
久ひ
さ

賀か

島じ
ま　
を
移
住
地
と
し
て
選
び
ま
し
た
。

　
大
航
海
時
代
を
背
景
と
し
て
16
世
紀
半
ば

に
来
日
し
た
宣
教
師
は
、
貿
易
に
よ
る
利
益

獲
得
を
目
指
し
て
い
た
長
崎
と
天
草
地
方
の

領
主
を
ま
ず
改
宗
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て

「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
」と
呼
ば
れ
た
彼
ら
を
介

し
、
そ
の
領
民
を
集
団
で
改
宗
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
領
内
に
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
て
い

き
ま
し
た
。
長
崎
と
天
草
地
方
は
こ
の
よ
う

に
し
て
日
本
に
お
け
る
宣
教
の
拠
点
と
な
り
、

改
宗
し
た
民
衆
の
間
に
は「
組
」と
呼
ば
れ
る

信
仰
の
共
同
体
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

集
落
で
指
導
者
を
中
心
に
信
仰
が
維
持
、
実

践
さ
れ
ま
し
た
。

　

16
世
紀
末
、
豊
臣
秀
吉
は
日
本
統
一
に

向
け
た
動
き
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
じ

ま
し
た
。
17
世
紀
に
入
り
、
江
戸
幕
府
は

当
初
、
キ
リ
ス
ト
教
を
黙
認
し
た
も
の
の
、

1
6
1
4
年
に
全
国
的
な
禁
教
令
の
下
に
宣

教
師
を
国
外
へ
と
追
放
し
、
教
会
堂
を
破
壊

し
ま
し
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
な
ど
、
か
つ

て
キ
リ
ス
ト
教
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
支

配
階
級
は
い
ち
早
く
棄
教
し
て
仏
教
へ
と
改

宗
し
、
ひ
そ
か
に
潜
入
す
る
宣
教
師
や
彼
ら

を
か
く
ま
っ
た
信
徒
に
は
過
酷
な
拷ご
う

問も
ん

が
加

え
ら
れ
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
般

民
衆
へ
の
キ
リ
シ
タ
ン
探
索
も
次
第
に
強
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
１
６
３
７
年
に
は「
島
原
・
天
草
一
揆
」が

起
こ
り
、
2
万
人
を
超
え
る
百
姓
ら
が
武
装

し
て
蜂ほ
う

起き

し
ま
し
た
。
一
揆
勢
の
ほ
と
ん
ど

は
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
り
、
組
織
的
に
連
携
し

て
原
は
ら
じ
よ
う城
❶
に
立
て
こ
も
り
ま
し
た
が
、
幕
府

軍
に
よ
り
ほ
ぼ
全
員
が
殺
さ
れ
、
一
揆
は
鎮

圧
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
江
戸
幕
府
は
幕
府
の
目
を
盗
ん
で
新

た
な
宣
教
師
が
入
国
す
る
こ
と
を
確
実
に
排

除
す
る
た
め
、
彼
ら
が
潜
入
す
る
可
能
性
の

あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
を
禁
止
す
る
海

禁
体
制（
鎖
国
）を
確
立
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

１
６
４
４
年
に
最
後
の
宣
教
師
が
殉
教
す
る

と
、
つ
い
に
国
内
に
宣
教
師
は
い
な
く
な
り
、

キ
リ
シ
タ
ン
は
宣
教
師
に
導
か
れ
る
こ
と
な

く
自
分
た
ち
自
身
で
信
仰
を
続
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
日
本
各
地
に
は
、
宣
教
師
と
の
接
触
が
絶

た
れ
た
後
も
、
厳
し
い
探
索
を
か
い
く
ぐ
り
、

社
会
的
に
は
普
通
に
生
活
し
な
が
ら「
潜
伏
」

し
て
信
仰
を
続
け
る
こ
と
を
選
択
し
た「
潜
伏

キ
リ
シ
タ
ン
」が
存
在
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

17
世
紀
後
半
に
各
地
で「
崩
れ
」と
呼
ば
れ
る

大
規
模
な
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
摘
発
事
件
が

相
次
い
で
発
生
し
、
そ
の
結
果
、
一
部
の
例

外
を
除
き
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
途
絶
え
ま

６
月
に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
長
崎
と
天
草

地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
」。
集
落
ご
と
の

多
様
な
潜
伏
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
日
本
独
自
の
信
仰
形

態
で
あ
り
、
貴
重
な
構
成
資
産
は
そ
の
歴
史
を
物
語
っ

て
い
ま
す
。
今
回
の
特
集
で
は
、
そ
の
２
５
０
年
を

超
え
る
信
仰
の
歴
史
や「
黒
島
の
集
落
」と
の
関
わ
り
、

黒
島
体
験
ガ
イ
ド
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

黒
島
の

集
落

世
界
文
化
遺
産

Villages on
Kuroshima
Island

現
代
に
残
る
日
本
独
自
の
信
仰
の
か
た
ち

Ⅰ 

禁
教
の
歴
史
の
始
ま
り

　
　
弾
圧
、
島
原
・
天
草
一
揆
、
鎖
国

Ⅱ 

日
本
の
伝
統
的
宗
教
に
見
え
る

　
　
　
　
独
自
の
信
仰
形
態
を
育
む

Ⅲ 

移
住
に
よ
る
伝
統
の
維
持
、
拡
大

10

5

外海の出津集落
「マリア像などの聖画像」

が信仰の対象

4

天草の㟢津集落
「アワビ貝など身の回りの

もの」が信仰の対象

3

平戸の聖地と集落
（中江ノ島）

「島」が信仰の対象

8

野崎島の集落跡
「神道の聖地」
で集落を形成

2

平戸の聖地と集落
（春日集落と安

やすまんだけ
満岳）

「山」が信仰の対象

7

黒島の集落
「平戸藩の牧場跡地」

で集落を形成

1

原城跡
「島原・天草一揆」

の主戦場

6

外海の大野集落
「神社」

が信仰の対象

頭ヶ島の集落
「病人の療養地」

で集落を形成

9

久賀島の集落
「島の未開拓地」

で集落を形成

10
12
の
構
成
資
産

特
集

12 の構成資産の位置図と
潜伏キリシタンの外海地域からの移住経路図
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本
市
の
西
方
海
上
に
浮
か
ぶ
周
囲
約
12
㌔
の

小
島「
黒
島
」。
黒
島
の
名
称
は
古
く
13
世
紀
頃

の
文
献
史
料
に
初
め
て
登
場
し
ま
す
。
15
世
紀

頃
か
ら
北
方
の
平
戸
島
の
勢
力
下
に
入
り
、
島

の
北
部
に
本ほ
ん
村む
ら
集
落
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
16

世
紀
後
半
に
黒
島
で
宣
教
師
が
活
動
し
た
記
録

は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
キ
リ

ス
ト
教
が
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
17
世
紀
に
な
る
と
、
黒
島
に
は
平
戸
藩
の
牧

場
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
馬
よ
り
も
田
畑
の

必
要
性
が
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
19
世
紀
初
頭

に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
牧
場
跡
の
再

開
発
を
計
画
し
た
平
戸
藩
は
開
拓
民
の
誘
致
政

策
を
進
め
た
た
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
外
海
地
域

な
ど
か
ら
黒
島
へ
と
移
住
し
た
開
拓
民
が
、
19

世
紀
中
頃
に
か
け
て
新
た
に
7
つ
の
集
落
を
島

内
に
形
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
開
拓
民
の
中

に
は
外
海
地
域
な
ど
を
出
身
地
と
す
る
多
く
の

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
含
ま
れ
て
お
り
、
新
し

く
形
成
さ
れ
た
7
つ
の
集
落
の
う
ち
6
つ（
日ひ

数か
ず
・
根ね

谷や

・
名
切
・
田
代
・
蕨わ
ら
べ・
東と
う

堂ど
う

平び
ら

）は

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
で
し
た
。

　
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
牧
場
跡
の
再
開
発
の

た
め
開
拓
民
の
誘
致
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

先
住
民
と
共
存
で
き
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
黒
島
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
共
同
体
を
維

持
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
黒
島
に
移
住
し
た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち

は
、
19
世
紀
初
頭
に
造
営
さ
れ
た
本
村
集
落
の

興
禅
寺
に
所
属
し
、
表
向
き
は
仏
教
徒
と
し
て

振
る
舞
い
ま
し
た
。

　
黒
島
で
は
、
毎
年
、
本
村
集
落
の
本
村
役
所

（
黒
島
を
管
轄
す
る
平
戸
藩
の
出
先
の
役
所
と

さ
れ
て
い
た
庄
屋
屋
敷
）に
お
い
て
潜
伏
キ
リ

シ
タ
ン
の
取
り
締
ま

り
が
行
わ
れ
、
潜
伏
キ

リ
シ
タ
ン
は
キ
リ
ス

ト
ま
た
は
聖
母
マ
リ

ア
の
像
を
踏
む
こ
と

（
絵え

踏ふ
み

）を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
し
た
。

　

興
禅
寺
の
本
堂
に

は
、
観
音
菩
薩
立
像

を
聖
母
マ
リ
ア
像
に

見
立
て
た「
マ
リ
ア
観

音
」の
像
を
ひ
そ
か
に

安
置
し
、
寺
院
に
参
拝

す
る
こ
と
を
装
い
つ
つ
、
実
際
に
は
マ
リ
ア
像

に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
ま
し
た
。

　
黒
島
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
表
向
き
は
仏
教

徒
を
装
い
つ
つ
、
指
導
者
を
中
心
と
し
て
組
織

的
に
自
ら
の
信
仰
を
継
続
し
た
こ
と
は
、
一
見

す
る
と
仏
教
徒
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
実
は
墓
石
の
向
き
や
埋
葬
の
方
法
が
仏
式

と
は
全
く
異
な
る
独
特
の
墓
地
が
形
成
さ
れ
た

こ
と
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。

　
１
８
６
５
年
の
世
界
宗
教
史
上
の
奇
跡
と
い

わ
れ
る「
信
徒
発
見
」の
知
ら
せ
は
程
な
く
黒

島
に
も
届
き
ま
し
た
。
信
徒
た
ち
は
そ
れ
を
確

か
め
る
た
め
、ひ
そ
か
に
長
崎
に
渡
り
ま
し
た
。

そ
し
て
大
浦
天
主
堂
の
宣
教
師
に
会
い
、
自
ら

の
信
仰
を
告
白
し
、
黒
島
に
も
６
０
０
人
の
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
る
こ
と
を
告
げ
ま
し
た
。

信
徒
発
見
か
ら
約
2

カ
月
後
の
こ
と
で
、

禁
教
令
が
ま
だ
解
け

て
い
な
い
中
で
の
命

懸
け
の
告
白
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
改
め

て
宣
教
師
か
ら
教

理
の
指
導
を
受
け
、

１
８
７
２
年
に
黒
島

の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

は
全
て
カ
ト
リ
ッ
ク

へ
と
復
帰
し
ま
し
た
。

　
復
帰
の
当
初
は
、
か
つ
て
の
指
導
者
の
家
な

ど
島
内
の
2
カ
所
が「
仮
の
聖
堂
」と
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
の
1
カ
所
は
日
数
集
落
で

代
「々
水み
ず
か
た方
」を
務
め
た
出
口
家
の
屋
敷
で
し

た
。
や
が
て
新
た
な
教
会
堂
の
建
造
に
対
す
る

機
運
が
強
ま
り
、
１
８
７
9
年
に
各
集
落
か
ら

利
便
性
の
良
い
島
の
中
央
部
に
初
代
の
黒
島
教

会
堂
が
建
造
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
信
徒
の

増
加
に
伴
い
、
教
会
堂
の
建
て
替
え
が
計
画

さ
れ
、
海
岸
沿
い
か
ら
建
築
資
材
を
運
ぶ
な
ど

信
徒
全
員
の
労
働
奉
仕
と
費
用
負
担
の
下
に
、

１
９
０
２
年
に
新
築
さ
れ
た
教
会
堂
が
現
在
の

黒
島
天
主
堂
で
す
。
黒
島
天
主
堂
で
は
、
今
な

お
当
時
の
絵
踏
を
贖し
よ
く
ざ
い罪す
る
祈
り
が
毎
週
さ
さ

げ
ら
れ
、
禁
教
期
の
記
憶
が
確
実
に
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す（
上
写
真
）。

　
黒
島
に
は
19
世
紀
前
半
に
移
住
し
た
潜
伏
キ

リ
シ
タ
ン
に
起
源
を
持
つ
6
つ
の
集
落
が
分
布

し
、
指
導
者
の
屋
敷
跡
、
墓
地
、
生
業
に
関
わ

る
土
地
利
用
形
態
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
な
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
19
世
紀
後
半
の
新

た
な
信
仰
の
局
面
を
迎
え
た
後
に
建
て
ら
れ
た

「
仮
の
聖
堂
」の
跡
を
は
じ
め
、
初
代
の
教
会
堂

跡
も
良
好
に
遺
存
し
て
い
ま
す
。
潜
伏
キ
リ
シ

タ
ン
に
対
し
て
非
干
渉
の
姿
勢
を
取
り
続
け
た

仏
教
集
落
内
に
位
置
し
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が

ひ
そ
か
に
マ
リ
ア
観
音
像
を
安
置
し
て
祈
り
を

さ
さ
げ
た
仏
教
寺
院
や
絵
踏
が
行
わ
れ
た
代
官

所
跡
も
良
好
な
保
存
状
態
に
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
ら
は
黒
島
の
牧
場
跡
地
へ
と
移
住
す
る

こ
と
に
よ
り
、
移
住
先
の
社
会
・
宗
教
と
も
共

生
し
つ
つ
、
自
ら
の
信
仰
組
織
を
維
持
し
よ
う

と
し
た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
戦
略
を
色
濃
く
表

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
と
と
も
に
、
禁

教
期
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
教
徒
と
の
関
係

を
示
す
8
つ
の
集
落
を
含
む
黒
島
の
全
域
が
世

界
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

「
黒
島
に
も
６
０
０
人
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
ま
す
」
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１
８
５
４
年
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す

る
西
欧
諸
国
か
ら
の
相
次
ぐ
開
国
の
要
求
を

受
け
て
、
江
戸
幕
府
は
下
田
と
函
館
を
開
港

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
長
崎
が
開
港
し
た
の

は
１
８
５
９
年
で
、
長
崎
へ
と
入
っ
た
宜
教

師
は
居
留
地
に
住
む
西
洋
人
の
た
め
に「
大
浦

天
主
堂　
」を
建
て
ま
し
た
。
建
設
直
後
の

１
８
６
５
年
、
ひ
そ
か
に
信
仰
を
続
け
て
き

た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
一
人
が
大
浦
天
主
堂

の
神
父
に
自
分
た
ち
の
信
仰
を
告
白
し
ま
し

た
。「
信
徒
発
見
」と
呼
ば
れ
る
こ
の
衝
撃
的

な
出
来
事
に
よ
り
、
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
各
地
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
集
落

の
指
導
者
は
、
ひ
そ
か
に
宣
教
師
と
の
接
触

を
図
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集

落
で
は
宣
教
師
の
指
導
下
に
入
る
の
か
、
こ

れ
ま
で
の
信
仰
を
続
け
る
の
か
の
判
断
を
迫

ら
れ
、
時
に
は
対
立
事
件
に
ま
で
発
展
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
１
８
６
８
年
当
時
、

キ
リ
ス
ト
教
は
ま
だ
解
禁
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
を

表
明
し
た
集
落
に
は
、
再
び
厳
し
い
弾
圧
が

加
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
１
８
７
３
年
、
つ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
が
解

禁
さ
れ
る
と
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
う
ち
宣

教
師
の
指
導
下
に
入
る
こ
と
を
決
め
た
者
は
、

16
世
紀
に
伝
わ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
カ

ト
リ
ッ
ク
ヘ
と
復
帰
し
、
か
つ
て
の
指
導
者

の
屋
敷
な
ど
を「
仮
の
聖
堂
」と
し
て
新
た
な

信
仰
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。そ
の
一
方
、「
か

く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」の
よ
う
に
宣
教
師
の
指
導

下
に
入
る
こ
と
を
拒
ん
だ
者
は
、
引
き
続
き

自
分
た
ち
の
信
仰
形
態
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

ま
た
、
在
来
の
神
道
、
仏
教
へ
と
改
宗
す
る

者
も
い
ま
し
た
。

　

解
禁
か
ら
10
年
が
経
過
し
た
こ
ろ
か
ら
、

集
落
内
の「
仮
の
聖
堂
」な
ど
を
祈
り
の
場
と

し
て
い
た
か
つ
て
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
、

新
た
に
素
朴
な
教
会
堂
を
建
て
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
教
会
堂
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰

活
動
が
復
活
し
た
こ
と
を
表
す
だ
け
で
な
く
、

2
世
紀
半
に
も
及
ぶ
禁
教
の
下
で
、
長
崎
と

天
草
地
方
の
各
地
に
お
け
る「
潜
伏
」が
終
わ

り
を
迎
え
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
存
在
で

も
あ
り
ま
し
た
。「
奈
留
島
の
江
上
集
落　
」

の
江
上
天
主
堂
は
、
外
海
地
域
か
ら
移
住
し

た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
ヘ
と
復

帰
し
、
江
上
集
落
の
地
勢
に
適
応
し
て
建
て

た
木
造
教
会
堂
で
す
。
こ
の
教
会
堂
は
地
域

の
風
土
に
基
づ
く
在
来
の
技
術
の
あ
り
方
を

示
す
と
と
も
に
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の「
潜

伏
」が
終
わ
り
を
迎
え
た
こ
と
を
示
す
教
会
堂

の
代
表
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

11

12

Ⅳ 「
信
徒
発
見
」を
転
機
と
し
た
伝
統
の
変
容
と
終
焉

長
崎
と
天
草
地
方
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史

１
６
３
７
年

島
原
・
天
草
一
揆
が
起
こ
る

１
９
１
８
年

江
上
天
主
堂
が
完
成

１
８
５
９
年

長
崎
が
開
港
さ
れ
る

１
６
１
４
年

幕
府
が
全
国
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
令
を
発
布

１
６
４
４
年

国
内
で
最
後
の
宣
教
師
が
殉
教

１
８
６
５
年

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
を
告
白「
信
徒
発
見
」

１
８
７
３
年

キ
リ
ス
ト
教
が
解
禁

１
５
５
０
年

ザ
ビ
エ
ル
が
平
戸
で
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教

Ⅰ 始まりⅡ 形成Ⅲ 維持・拡大Ⅲ 変容、終わり

１
７
０
０
年

厳
し
い
探
索
を
か
い
く
ぐ
り
、
潜
伏
し

て
信
仰
を
続
け
る
こ
と
を
選
択
。
信
仰

が
発
覚
し
な
い
よ
う「
秘
匿
」を
基
本

と
す
る
信
仰
形
態
が
育
ま
れ
た

　
　
➡

山
岳
や
島
、
ア
ワ
ビ
貝
な
ど
身
の
回

り
の
も
の
、
聖
画
像
、
神
社
な
ど
を

崇
拝

１
７
９
７
年

外
海
地
域
か
ら
五
島
列
島
な
ど
へ
移
住
開
始

外
海
地
域
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
は
自

ら
の
信
仰
を
続
け
る
た
め
、
移
住
先
の

社
会
や
宗
教
と
の
折
り
合
い
の
つ
け

方
を
考
慮
し
つ
つ
移
住
先
を
選
ん
だ

　
　
➡

黒
島
の
集
落
、
野
崎
島
の
集
落
、
頭
ヶ

島
の
集
落
、
久
賀
島
の
集
落

１
６
４
１
年

幕
府
が
解
禁
体
制
を
確
立

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

の
伝
統
が
終
焉

牧
場
の
廃
止
に
伴
う
開
拓
民
の
誘
致

弾
圧
と
潜
伏

黒
島
の
全
域
が
世
界
文
化
遺
産

大
浦
天
主
堂
の
宣
教
師
と
の
接
触

12
伝
統
の
終
焉
を
示
す

教
会
堂
の
代
表
例

11 奈
留
島
の
江
上
集
落（
江

上
天
主
堂
と
そ
の
周
辺
）

大
浦
天
主
堂

伝
統
が
変
容
す
る
大

き
な
契
機
と
な
る

「
信
徒
発
見
」が
起

こ
っ
た
場
所

写
真
　 　

 

＝
長
崎
県
提
供

11
12

黒 島 の 集 落

「
信
徒
発
見
」

か
ら
2
カ
月
後
の

命
懸
け
の
告
白



本
村
集
落
❶
は
14
世
紀
頃
か
ら
続
く
黒
島
で

最
も
古
い
仏
教
集
落
で
す
。
島
の
仏
教
徒
は
後

か
ら
来
た
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
と
共
存
し
つ
つ

過
度
に
干
渉
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

❷
の
公
園
は「
絵
踏
」が
行
わ
れ
て
い
た「
庄
屋

屋
敷
跡
」で
す
。
こ
の
先
の
興
禅
寺
に
は
マ
リ

ア
像
に
見
立
て
た
子
抱
観
音（
マ
リ
ア
観
音
）❸

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ

ン
も
仏
教
徒
を
装
っ
て
信
仰
し
て
い
ま
し
た
。

黒
島
南
部
の
蕨
・
田
代
一
帯
に
は
平
戸
藩
の
牧

場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
１
８
０
２
年
に
廃
止
さ

れ
、
跡
地
へ
の
開
拓
移
住
が
奨
励
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
外
海
地
域
な
ど
か
ら

多
く
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
移
住
し
、
海
岸
近

く
の
斜
面
地
に
家
を
建
て
、
ひ
そ
か
に
信
仰

を
続
け
ま
し
た
。
蕨
集
落
で
は
、
海
岸
か
ら

防
風
林
、
住
居
、
畑
と
一
列
に
並
ぶ
当
時
の

土
地
利
用
の
様
子
が
今
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

仕
切
牧
墓
地
は
、
蕨
集
落
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

の
墓
地
で
、
１
８
８
０
年
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク

共
同
墓
地
が
で
き
る
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
黒
島
の
仏
教
墓
は
墓
石
の
正
面
を
西
に

向
け
て
建
て
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
墓
地
に

は
東
に
向
け
て
建
て
ら
れ
た
墓
も
あ
り
ま
す
。

東
向
き
の
墓
の
中
に
は
近
代
に
建
て
ら
れ
た

墓
が
な
い
こ
と
か
ら
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の

墓
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
所
は
黒
島
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
で
指

導
者
を
務
め
た
出
口
家
の
屋
敷
跡
で
す
。
解

禁
前
年
の
１
８
７
２
年
に
ひ
そ
か
に
神
父
を

招
き
、
こ
こ
で
初
の
ミ
サ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
解
禁
後
は「
仮
の
聖
堂
」と
な
り
、

１
８
７
９
年
に
島
の
中
心
に
最
初
の
教
会
堂

が
建
て
ら
れ
る
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
黒

島
の
聖
地
の
一
つ
と
し
て
石
碑（
信
仰
復
活
の

地
）が
建
て
ら
れ
、
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
８
７
９
年
、
黒
島
で
最
初
の
教
会
堂
が
ペ

ル
ー
神
父
の
設
計
に
よ
り
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

建
設
場
所
は
信
徒
の
集
ま
り
や
す
さ
を
考
慮

し
、
島
の
中
心
部
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
現
在

の
教
会
堂（
黒
島
天
主
堂
）は
同
じ
場
所
に
建

て
ら
れ
た
二
代
目
で
す
が
、
脇
祭
壇
に
は
初

代
の
主
祭
壇
が
、
楽
廊
下
の
手
す
り
に
は
初

代
の
聖
体
拝
領
台
が
転
用
さ
れ
る
な
ど
、
初

代
教
会
堂
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
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黒
島
の
歴
史
を
感
じ
る

重
要
ポ
イ
ン
ト
ガ
イ
ド

2

牧
場
跡
の
蕨
集
落

1

4

「
仮
の
聖
堂
」跡

3 5

1
本
村
集
落
／
庄
屋
屋
敷
跡
／
興
禅
寺

2
蕨
集
落

5
初
代
黒
島
教
会
堂
跡

3
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
墓
地

（
仕
切
牧
墓
地
）

4
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
指
導
者
屋
敷
跡

（「
仮
の
聖
堂
」跡
）

寄進者として潜伏キリシ
タンの名前が刻まれてお
り、寺との密接な関係が
うかがえます

興
禅
寺
の
梵ぼ
ん
し
よ
う鐘

庄
屋
屋
敷
跡
❷

マ
リ
ア
観
音
❸

興禅寺のマリア観音
（現存しません）

本
村
集
落
❶

1 重要ポイント 仏教集落 潜伏キリシタン集落

黒島港黒島ウェルカムハウス

根谷
名切

蕨

集落

古里

本村

日数東堂平

集落

田代

黒
島
に
移
住
し
仏
教
徒
を
装
っ
て
信
仰
を
続
け
た
歴
史

初
代
黒
島
教
会
堂
跡

❶
ガ
イ
ド
と
行
く
島
歩
き

黒
島
の
名
所
を
島
の
ガ
イ
ド
さ
ん
と

一
緒
に
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
で
巡
り
ま
す
。

◦
１
日
コ
ー
ス
＝
黒
島
港
→
黒
島
神

社
→
か
っ
ぱ
塚
→
興
禅
寺
→
蕨
展

望
所
→
黒
島
天
主
堂
→
カ
ト
リ
ッ

ク
共
同
墓
地
→
黒
島
港（
昼
食
等
の

休
憩
を
含
み
約
３
時
間
30
分
）

◦
半
日
コ
ー
ス
＝
黒
島
港
→
黒
島
神

社
→
黒
島
天
主
堂
→
黒
島
港（
約
１

時
間
20
分
）

料
金　
参
加
人
数
に
よ
り
異
な
り
ま

す
の
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い

定
員　
１
人
か
ら
参
加
で
き
ま
す

❷
ふ
く
れ
饅
頭
作
り
体
験

黒
島
に
昔
か
ら
伝
わ
る
ふ
く
れ
饅
頭

を
島
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
と
一
緒

に
作
り
ま
す
。

　
所
要
時
間　
約
３
時
間

　
料
金　
２
千
円
／
人

　
定
員　
５
～
20
人

❸
黒
島
豆
腐
作
り
体
験

　
黒
島
独
特
の
製
法
で
、
に
が
り
の
代

わ
り
に
黒
島
周
辺
の
海
水
を
使
用
し

て
作
り
ま
す
。

　
所
要
時
間　
約
４
時
間

　
料
金　
３
千
円
／
人

　
定
員　
２
～
10
人

※
❶
❷
❸
と
も
希
望
日
の
７
日
前
ま
で

に
、
電
話
か
黒
島
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
の
お

問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
で
黒
島
観
光
協

会
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
集
合
・

解
散
は
黒
島
ウ
エ
ル
カ
ム
ハ
ウ
ス
と
な

り
ま
す
。

※
詳
し
い
内
容
は
黒
島
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
島
め
し
や
宿
泊

な
ど
他
の
観
光
の
組
み
合
わ
せ
に
つ

い
て
も
黒
島
観
光
協
会
へ

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
黒
島
観
光
協
会　
☎
56
・
2
3
1
1　

黒
島
体
験

　

 

ガ
イ
ド

仕
切
牧
墓
地

※
敷
地
内
は
立
ち
入
り
禁
止
。

06

◎「
黒
島
の
集
落
」な
ど
の
歴
史
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
文
化
財
課　
☎
24
・
1
1
1
1　

➡東 西➡


