






















天
山
流
指
南
豊
嶋
権
平
的
場
跡

て
ん
ざ
ん
り
ゅ
う
し
な
ん
と
よ
し
ま
ご
ん
べ
い
ま
と

ば

あ
と

冨
春
庵
跡

ふ
し
ゅ
ん
あ
ん
あ
と

▲栄西禅師が弟子と一緒に修行した
　と伝えられている冨春庵跡

▲冨春庵跡座禅石

市
指
定
文
化
財

新
た
な
文
化
の
窓
口　

57

■名　称

　冨春庵跡

■種　別

　市指定有形文化財(史跡)

■指定年月日

　昭和48年9月1日

■所有者　平戸市

■所在地

　平戸市木引町

■名　称

　天山流指南豊嶋権平的場跡

■種　別

　市指定有形文化財(史跡)

■指定年月日

　昭和48年9月1日

■所有者　平戸市

■所在地

　平戸市大久保町2047-2
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天
山
流
砲
術
は
、
江
戸
中
期
に
坂
本
天

山
を
祖
と
す
る
砲
術
で
、
こ
の
天
山
の
元

で
学
ん
だ
豊
嶋
権
平
が
、
文
化
6（
1
8

0
6
）年
に
平
戸
松
浦
家
34
代
清（
静
山
）

の
治
世
時
に
仕
官
し
百
石
を
与
え
ら
れ
、

天
山
流
砲
術
師
範
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

砲
術
は
、
大
筒（
現
在
で
い
う
大
砲
）

や
火
縄
銃
な
ど
の
撃
ち
方
を
、
武
士
階
級

の
子
弟
に
教
え
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
訓

練
が
行
わ
れ
て
い
た
的
場
跡
に
は
大
き
な

自
然
石
に
火
縄
銃
の
試
射
に
よ
り
で
き
た

多
く
の
穴
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

火
縄
銃
は
、
天
文
12（
1
5
4
3
）年

に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
、
鹿
児
島
県
種
子
島

に
や
っ
て
き
て
日
本
に
初
め
て
伝
え
ら
れ
、

そ
の
後
、
国
内
が
戦
国
時
代
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
新
た
な
武
器
と
し
て
急
速
に

国
内
に
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。

　

平
戸
で
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
初
め
て

現
れ
る
の
が
天
文
19（
1
5
5
0
）年
で

あ
り
、
海
外
に
開
か
れ
た
港
町
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
当
時
最
新
の
火
縄
銃
に
も
い

ち
早
く
接
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

平
戸
松
浦
家
の
砲
術
指
南
に
力
を
尽

く
し
た
坂
本
天
山
は
、
長
崎
の
平
戸
藩

邸
で
亡
く
な
り
皓
台
寺
に
葬
ら
れ
て
い

ま
す
。
豊
島
家

墓
所
は
、
平
戸

遠
見
に
ひ
っ
そ

り
と
た
た
ず
ん

で
い
ま
す
。

　

日
本
臨
済
宗
開
祖
栄
西
禅
師
は
、
建
久

2（
1
1
9
1
）年
に
中
国
よ
り
日
本
に
帰

国
し
た
際
に
平
戸
葦
浦
に
上
陸
し
、
庵
を

開
き
、
禅
を
組
ん
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
元
亨
2（
1
3

2
2
）年
に
朝
廷
に
上
程
さ
れ
た
虎
関
師

練
が
著
し
た「
元
亨
釈
書
」（
僧
侶
の
伝
承

や
仏
教
通
史
）や
栄
西
が
著
し
た「
興
禅
護

国
論
」（
禅
宗
が
国
家
に
必
要
な
こ
と
な

ど
）な
ど
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
指
定
地
に
は
、
記
念
碑
と
栄
西

禅
師
が
座
禅
を
行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る「
座
禅
石
」が
見
ら
れ
る
だ
け
で
す
が
、

古
江
湾
が
見
渡
せ
る
景
色
は
当
時
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。

栄
西
禅
師
は
、
そ
の
後
鎌
倉
幕
府
と
深
く

関
り
、
京
都
建
仁
寺
を
建
立
す
る
な
ど
臨

済
宗
の
振
興
に
力
を
注
ぎ
、
建
保
3

（
1
2
1
5
）年
75
歳
で
没
し
て
い
ま
す
。

い
お
り

え
い  

さ
い

こ

か
ん

し

げ
ん
こ
う
し
ゃ
く
し
ょ

こ
う 

だ
い  

じ

こ
う
ぜ
ん

ご

ざ

ぜ
ん
せ
き

れ
ん

こ
く
ろ
ん

止
ま
ら
な
い
鳥
獣
被
害

止まらない鳥獣被害��������	
�
���������
��

　

市
内
全
域
に
出
没
し
、
被
害
を
も
た
ら
す
イ
ノ
シ
シ
。
農
作
物
に
与
え
る
被
害
が
大
き
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
最
近
は
、
市
街
地
に
出
没
し
て
被
害
が
生
じ
て
い
ま
す
。
現
在
、

平
戸
猟
友
会
お
よ
び
田
平
猟
友
会
の
協
力
を
得
て
イ
ノ
シ
シ
を
捕
獲
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

捕
獲
頭
数
は
、
増
え
続
け
て
お
り
、
今
年
度
は
、
３
、
７
４
８
頭（
12
月
末
現
在
）と
す
で

に
昨
年
度
の
２
、
３
２
２
頭
を
越
え
て
い
ま
す
。
い
つ
ど
こ
で
イ
ノ
シ
シ
に
遭
遇
し
て
も
お

か
し
く
な
い
状
況
か
ら
、
私
た
ち
の
生
活
環
境
や
安
全
を
守
る
た
め
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
へ
の

対
策
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。　
【
お
問
い
合
わ
せ
】　

農
林
課
畜
産
班
☎
内
線
２
２
６
７

　

イ
ノ
シ
シ
が
市
街
地
に
出
没
す
る
原
因

と
し
て
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
イ
ノ
シ
シ
が
十
分
に
生
活
で
き
る
環
境

　
（
身
を
隠
す
草
む
ら
や
ヤ
ブ
）が
市
街
地

　

に
あ
る
。

②
作
物
や
ゴ
ミ
、
ペ
ッ
ト
の
エ
サ
の
放
置

　

な
ど
、
無
意
識
な
餌
付
け
が
原
因
の
市

　

街
地
へ
の
誘
引
。

③
イ
ノ
シ
シ
は
、
臆
病
な
性
格
の
た
め
、

　

人
や
犬
の
接
近
で
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
市

　

街
地
に
逃
げ
出
す
。

　

草
刈
り
が
さ
れ
て
い
な
い
道
路
脇
か
ら

イ
ノ
シ
シ
が
出
没
し
て
、
事
故
に
つ
な
が

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
事
故

を
予
防
す
る
た
め
に
、
市
街
地
に
呼
び
寄

せ
る
要
因
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
な
ぜ
イ
ノ
シ
シ
が
市
街
地
に

●
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
人
身
事
故
の

　

予
防
方
法

●
イ
ノ
シ
シ
に
遭
遇
し
た
と
き
の

　

対
処
方
法

●
イ
ノ
シ
シ
対
策
で
大
切
な
こ
と

●
ア
ラ
イ
グ
マ
に
も
注
意
！

①
住
宅
地
や
道
路
周
辺
の
草
を
刈
り
、
見

　

通
し
を
よ
く
す
る
。

②
農
地
や
家
庭
菜
園
に
未
収
穫
の
作
物
や

　

ゴ
ミ
を
放
置
し
な
い
。

③
ペ
ッ
ト
の
エ
サ
を
外
に
放
置
し
な
い
。

④
墓
地
の
お
供
物
を
長
期
間
放
置
し
な
い
。

⑤
ク
リ
や
堅
果
類（
シ
イ
、
カ
シ
、
ナ
ラ

　

な
ど
）、
カ
キ
な
ど
の
実
の
落
下
物
を

　

こ
ま
め
に
除
去
す
る
。

■
イ
ノ
シ
シ
と
の
距
離
が
あ
る
場
合

　

不
用
意
に
接
近
し
た
り
威
嚇
し
た
り
し

な
い
で
、
イ
ノ
シ
シ
か
ら
見
え
な
い
住
宅

や
壁
な
ど
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

■
イ
ノ
シ
シ
と
の
距
離
が
近
い
場
合

　

イ
ノ
シ
シ
が
平
常
で
あ
れ
ば
、
人
を
見

た
ら
逃
げ
る
が
、「
毛
を
逆
立
て
る
」、

「
雄
叫
び
を
あ
げ
る
」、「
足
で
地
面
を

引
っ
か
く
」な
ど
の
興
奮
状
態
の
場
合
は

大
変
危
険
で
す
。

　

直
ち
に
、「
住
宅
や
塀
に
隠
れ
る
」、

「
木
に
登
る
」、「
不
透
明
な
板
や
ビ
ニ
ー

ル
、
傘
な
ど
で
身
を
隠
す
」と
い
っ
た
行

動
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
安
全
な
場
所

や
身
を
隠
す
方
法
が
な
い
場
合
は
、
イ
ノ

シ
シ
の
犬
歯
に
注
意
し
な
が
ら
攻
撃
を
回

避
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
草
む
ら
や
耕
作
放
棄
地
な
ど
の
清
掃

活
動
、
未
収
穫
の
野
菜
・
果
実
、
残
飯
、

エ
サ
を
放
置
し
な
い
な
ど
の
対
策
を
、
地

域
一
体
で
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
「
イ
ノ
シ
シ
対
策
の
成
否
は
、
地
域
住

民
の
意
識
に
よ
る
」と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
や
家
族
、
地
域

を
守
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
意
識
し
て
、

き
ち
ん
と
対
策
を
し
な
け
れ
ば
被
害
を
防

ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

県
北
部（
佐
世
保
市
、
松
浦
市
、
佐
々

町
な
ど
）を
中
心
に
ア
ラ
イ
グ
マ
が
生
息

し
、
農
作
物
の
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
外
来
生
物
で
ア
ニ
メ

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
親
し
ま
れ
た
こ

と
か
ら
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
わ
れ
た
も
の
が
、

捨
て
ら
れ
て
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
の
県
で
の
捕
獲
頭
数
は
、

３
２
３
頭
で
、
農
作
物
へ
の
被
害
金
額
は
、

６
５
３
万
円
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
家
屋
侵

入
に
よ
る
糞
尿
被
害
や
爪
に
よ
る
建
物
被

害
、
感
染
症（
ア
ラ
イ
グ
マ
回
虫
や
狂
犬

病
）の
危
険
が
あ
り
ま
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
外
来
生
物
で
天
敵
が

い
な
い
た
め
に
増
え
や
す
く
、
早
め
の
捕

獲
が
必
要
で
す
。
近
く
で
ア
ラ
イ
グ
マ
を

見
か
け
た
ら
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

Warning

●アライグマは、夜
行性で、住宅の屋根
裏や物置に侵入する。
雑食でカエルやネズ
ミ、作物や残飯まで
なんでも食べる。手
先が器用でミカンは
皮をむいて食べる。

Ｈ
13
年
度

Ｈ
14
年
度

Ｈ
15
年
度

Ｈ
16
年
度

Ｈ
17
年
度

Ｈ
18
年
度

Ｈ
19
年
度

Ｈ
20
年
度

Ｈ
21
年
度

Ｈ
22
年
度

1,000

2,000

3,000

2,322

4,000（頭）

平戸市におけるイノシシの捕獲数推移

3,748
※平成22年度は、
　12月末現在頭数

写真提供：県農政課










