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※
一
説
に
よ
る
と
、か
つ
て
長
崎
西
南
部
一
帯
を
総
称
し
て
戸
八
ヶ
浦
（
と
は
ち
が
う
ら
）

と
呼
ば
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
こ
の
名
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
長
崎
西
南

部
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
こ
め
て
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
み
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
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落
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事 務 局

戸と　

町ま
ち　

番ば
ん　

所し
ょ

　

番ば
ん
し
ょ所

と
は
簡か

ん
た
ん単

に
言い

え
ば
異い

国こ
く

船せ
ん

警け
い

護ご

の
た
め
武ぶ

し士
が
駐

ち
ゅ
う

屯と
ん

し
た
場ば

所し
ょ

で
す
。
国こ

く

分ぶ

町
ち
ょ
う

経
由
の
バ
ス
に
乗
る
と
、
「
戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

跡あ
と

」
と
い
う
バ
ス
停て

い

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

辺あ
た

り
が
戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

の
跡あ

と

だ
と
言い

わ
れ
て
い
ま

す
。
ほ
か
に
も
番ば

ん
し
ょ所

は
国こ

く

分ぶ

町
ち
ょ
う

の
対た

い
が
ん岸

の
西に

し

泊ど
ま
りに

も
存
在
し
ま
し
た
。
戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

は
西に

し

泊
ど
ま
り

に
対た

い

し
て
「
東

ひ
が
し
ど
ま
り

泊
」
と
呼よ

ば
れ
て
い
た
そ
う

で
す
が
、
今い

ま

は
誰だ

れ

も
こ
の
名な

前ま
え

で
は
呼よ

ん

で
い
ま
せ
ん
。
番ば

ん
し
ょ所

は
長な

が
さ
き
こ
う

崎
港
の
東と

う
ざ
い西

に

存そ
ん
ざ
い在

し
ま
し
た
が
、
当と

う

時じ

こ
れ
ら
の
番ば

ん
し
ょ所

は
「
千せ

ん
に
ん人

番ば
ん
し
ょ所

」
・
「
沖お

き

ノ
番ば

ん
し
ょ所

」
な
ど
と
呼よ

ば
れ
ま
し
た
。
前ぜ

ん

者し
ゃ

は
両

り
ょ
う

番ば
ん
し
ょ所

に
常

じ
ょ
う
ち
ゅ
う駐

武ぶ

し士

が
合ご

う
け
い
せ
ん
に
ん
ほ
ど

計
千
人
程
い
た
こ
と
、
後こ

う
し
ゃ者

は
大お

お

波は

と止

か
ら
一い

ち

里り

の
距き

ょ

離り

に
二
箇か

所し
ょ

の
番ば

ん
し
ょ所

が
存そ

ん
ざ
い在

し
た
こ
と
が
起き

因い
ん

し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
有ゆ

う

事じ

の
際さ

い

は
港

み
な
と

の
内な

い
が
い外

に
点て

ん
ざ
い在

す
る
台だ

い

場ば

と
の
連れ

ん
け
い携

を
密み

つ

に
と
り
な
が
ら
、
異い

国こ
く

船せ
ん

の
排は

い
じ
ょ除

に
努つ

と

め
た
も
の
と
思お

も

わ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
江え

ど戸
時じ

代だ
い

の
期き

間か
ん

を
通と

お

し
て
、
こ
の

よ
う
に
機き

能の
う

し
た
か
ど
う
か
は
私

わ
た
く
しに

は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

　

戸と

町ま
ち

・
西に

し

泊
ど
ま
り

の
両

り
ょ
う

番ば
ん
し
ょ所

は
一
六
三
七

（
寛か

ん
え
い永

十
四
）
年ね

ん

の
島し

ま
ば
ら原

の
乱ら

ん

で
設せ

っ

置ち

さ
れ

た
と
言い

わ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

き
ょ
う

の
禁き

ん

止し

を

徹て
っ
て
い底

し
た
江え

ど戸
幕ば

く

府ふ

は
、
貿ぼ

う
え
き
こ
う

易
港
で
あ
る

長な
が
さ
き崎

に
不ふ

審し
ん

船せ
ん

の
監か

ん

視し

目も
く
て
き的

で
番ば

ん
し
ょ所

を
設せ

っ

置ち

し
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
両

り
ょ
う

番ば
ん
し
ょ所

の
始は

じ

ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

は
小こ

菅す
げ

浦う
ら

（
入い

り

江え

）
の
出で

口ぐ
ち

付ふ

近き
ん

（
北ほ

く

部ぶ

突と
っ
て
い堤

）
と
戸と

町ま
ち

一
丁

ち
ょ
う

目め

・
国こ

く

分ぶ

町
ち
ょ
う

の
町

ち
ょ
う
ざ
か
い

境
付ふ

近き
ん

（
南な

ん

部ぶ

突と
っ
て
い堤

？
）
に
突と

っ
て
い堤

が
あ

り
、
北ほ

く

部ぶ

突と
っ
て
い堤

付ふ

近き
ん

に
は
水す

い

主し
ゅ

木ご

や屋
・
道ど

う

具ぐ

小ご

や屋
が
存そ

ん
ざ
い在

し
ま
し
た
。
ま
た
、
番ば

ん
し
ょ所

の

境け
い
だ
い内

は
大お

お

き
く
三
つ
に
わ
か
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。

①
南

み
な
み

側が
わ

…
五
段だ

ん

の
階か

い
だ
ん段

状
じ
ょ
う

の
地ち

形け
い

に
造ぞ

う
せ
い成

さ

れ
、
各か

く
だ
ん段

に
木こ

や屋
を
設せ

っ

置ち

し
ま
し
た
。
親お

や
だ
け岳

頂
ち
ょ
う
じ
ょ
う上

方ほ
う
こ
う向

か
ら
南

み
な
み

一
番ば

ん

木ご

や屋
か
ら
南

み
な
み

五
番ば

ん

小ご

や屋
ま
で
あ
り
、
五
番ば

ん

小ご

や屋
の
横よ

こ

に
は
裏う

ら

木き

ど戸
番ば

ん
し
ょ所

が
あ
り
ま
し
た
。

②
中

ち
ゅ
う

間か
ん

…
三
段だ

ん

の
階か

い
だ
ん段

状
じ
ょ
う

の
地ち

形け
い

で
、
親お

や
だ
け岳

頂
ち
ょ
う
じ
ょ
う上

方ほ
う
こ
う向

か
ら
上

じ
ょ
う

・
中

ち
ゅ
う

・
下げ

の
各か

く
だ
ん段

に
二ふ

た
む
ね棟

の
木こ

や屋
が
あ
り
ま
し
た
。

③
北き

た
が
わ側

…
水す

い

主し
ゅ

木ご

や屋
を
登の

ぼ

る
と
表

お
も
て

城き

ど戸

番ば
ん
し
ょ所

、
そ
の
横よ

こ

に
石い

し

火び

矢や

蔵ぐ
ら

が
存そ

ん
ざ
い在

し
た
そ

う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
上う

え

に
は
鹽え

ん

硝
し
ょ
う

蔵ぐ
ら

が
木も

く

柵さ
く

に
囲か

こ

ま
れ
た
状

じ
ょ
う

態た
い

で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

以い

上
じ
ょ
う

、
簡か

ん
た
ん単

で
は
あ
り
ま
す
が
、
番ば

ん
し
ょ所

の

状じ
ょ
う
き
ょ
う

況
を
説せ

つ
め
い明

し
ま
し
た
。
こ
の
他ほ

か

に
も
遠と

お

見み

番ば
ん
し
ょ所

が
①
～
③
の
上う

え

（
親お

や
だ
け岳

頂
ち
ょ
う
じ
ょ
う

上
方ほ

う
こ
う向

）
に

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

現げ
ん
ざ
い在

、
戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

へ
足あ

し

を
運は

こ

ぶ
と
「
従
是
2

2

御
番
所
境
内

2

2

2

2

2

」
の
標

ひ
ょ
う
ち
ゅ
う

柱
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
標

ひ
ょ
う
ち
ゅ
う

柱
は
県け

ん

指し

定て
い

の
史し

跡せ
き

と
し
て
四
本ほ

ん

登と
う
ろ
く録

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私

わ
た
く
しは

二
本ほ

ん

し
か

確か
く
に
ん認

し
て
い
ま
せ
ん
。
残の

こ

り
の
二
本ほ

ん

は
何い

ず

こ処

へ
…
。
こ
れ
ら
の
標

ひ
ょ
う
ち
ゅ
う

柱
は
天て

ん
ぽ
う保

期き

に
作つ

く

ら
れ

た
も
の
で
、
他ほ

か

に
五
本ほ

ん

、
合あ

わ
せ
て
九
本ほ

ん

存そ
ん
ざ
い在

し
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
一
八
六
四

（
元げ

ん

治じ

元が
ん

）
年ね

ん

に
番ば

ん
し
ょ所

は
廃は

い

止し

さ
れ
、
明め

い

治じ

の
世よ

に
な
る
と
こ
の
地ち

は
開か

い
は
つ発

さ
れ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
長な

が
さ
き崎

市し

し史
』

で
は
こ
う
書か

か
れ
て
い
ま
す
。

「
戸と

町ま
ち

御
番ば

ん
し
ょ所

舊
き
ゅ
う

敷し
き

地ち

は
今い

ま

の
戸と

町ま
ち

と
小こ

菅す
げ

と
の
中

ち
ゅ
う

間か
ん

畑は
た

地ち

で
そ
の
海か

い
ひ
ん濱

に
近ち

か

き
部ぶ

分ぶ
ん

は

全ま
っ
たく

現げ
ん
け
い形

を
失う

し

な
つ
て
居い

る
が
、
畑は

た

地ち

と
な

れ
る
部ぶ

分ぶ
ん

に
は
幾い

く
ぶ
ん分

の
形け

い

状
じ
ょ
う

を
存ぞ

ん

し
て
居い

る
。
明め

い

治じ

二
十
年ね

ん

頃ご
ろ

戸と

町ま
ち

村む
ら

へ
縣け

ん
ど
う
か
い
つ
う

道
開
通
に

際さ
い

し
舊

き
ゅ
う

敷し
き

地ち

を
貫か

ん
つ
う通

さ
れ
た
の
と
、
然し

か

も

耕こ
う
さ
く
に
ん

作
人
の
不ふ

注
ち
ゅ
う

意い

に
よ
り
て
往お

う

時じ

の
原げ

ん
け
い形

を

破は

壊か
い

し
去さ

れ
る
も
の
大だ

い

部ぶ

分ぶ
ん

を
占し

む
る
は
遺い

憾か
ん

の
至い

た

り
で
あ
る
。
」

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明め

い

治じ

に
な
っ
て
斜し

ゃ
め
ん面

部ぶ

分ぶ
ん

は
畑は

た

地ち

と
な
り
、
海か

い
が
ん岸

部ぶ

は
お
そ
ら
く
造ぞ

う
せ
ん
か
ん
け
い

船
関
係
の
施し

設せ
つ

が
存そ

ん
ざ
い在

し

た
と
思お

も

わ
れ
ま
す
。
そ
こ
へ
県け

ん
ど
う道

（
現げ

ん
ざ
い在

は

戸と

町ま
ち

ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
た
め
旧

き
ゅ
う

道ど
う

）
の
開か

い
つ
う通

で
か
つ
て
の
姿

す
が
た

が
消き

え
つ
つ
あ
る
と
述の

べ
て

ま
す
。
ま
た
、
耕こ

う
さ
く作

に
よ
っ
て
形

か
た
ち

が
破は

壊か
い

さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
言げ

ん

及
き
ゅ
う

し
て
い
ま
す
。
こ

の
頃こ

ろ

は
一い

っ
ぱ
ん般

の
人ひ

と
び
と々

ま
で
文ぶ

ん

化か

財ざ
い

保ほ

ご護
の

概が
い
ね
ん念

が
浸し

ん
と
う透

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
や
む

を
得え

な
い
事こ

と

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

の
現げ

ん
ざ
い在

で
す
が
、
海か

い
が
ん岸

部ぶ

は

造ぞ
う
せ
ん船

地ち

帯た
い

で
斜し

ゃ
め
ん面

部ぶ

は
住

じ
ゅ
う

宅た
く

地ち

・
畑は

た

地ち

に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
他ほ

か

、
斜し

ゃ
め
ん面

の
上う

え

に
は

マ
ン
シ
ョ
ン
が
造ぞ

う
せ
い成

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て

の
面お

も
か
げ影

は
全

ま
っ
た

く
な
い
状

じ
ょ
う
き
ょ
う

況
で
す
。
み
な
さ
ん
、

こ
こ
に
は
か
つ
て
番ば

ん
し
ょ所

が
あ
っ
た
と
い
う
事じ

実じ
つ

だ
け
で
も
頭

あ
た
ま

の
片か

た
す
み隅

に
置お

い
て
、
後こ

う
せ
い世

へ

伝つ
た

え
て
く
だ
さ
い
。　

（
文ぶ

ん
せ
き責　

落お
ち

矢や

八は
ち
ろ
う郎

）

【
引い

ん
よ
う用

・
参さ

ん
こ
う
ぶ
ん
け
ん

考
文
献
】

福ふ
く

田だ

忠た
だ
あ
き昭

ほ
か 

一
九
三
七 

「
戸と

町ま
ち

番ば
ん
し
ょ所

」

『
長な

が
さ
き崎

市し

し史
』
長な

が
さ
き崎

市し

役や
く
し
ょ所

　

次じ

号ご
う

は
小こ

ヶが

倉く
ら

ダ
ム
に
関か

ん

す
る
話

は
な
し

を
予よ

定て
い

し
て
お
り
ま
す
…
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戸町番所跡

※この地図は国土地理院のものを使用しております

①－１，南一番木屋
①－２，南二番木屋
①－３，南三番木屋
①－４，南四番木屋
①－５，南五番木屋
①－６，裏木戸番所

②－１，一番木屋
②－２，二番木屋
②－３，三番木屋

②－１，一番木屋
②－２，二番木屋
②－３，三番木屋

③－１，北部突堤／水主木屋
③－２，表城戸番所
③－３，石火矢蔵
③－４，鹽硝蔵
③－５，道具小屋
③－６，遠見番所

①－１
①－５

①－２

①－３
①－４①－６

②－１

②－２

②－３

③－１

③－２

③－３

③－４

③－５

③－６

N

・南側建物

・中央建物

・北側／頂上
付近建物建物

・番所推定範
囲

凡 例

第１図 戸町番所跡位置図および推定範囲（案）



3

とはち通信　第 10 号

写真１ 戸町番所境内石垣および標柱状況写真
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写真２ 六番標柱写真（裏面は未確認）

六 

番

 從 

是 

御 
番 
所 

境 

内

九
本
之
内

從
是
七
番
迫
間

三
九
間
壹
尺

亥
壹
分
七
厘

（
右
側
面
）

（
左
側
面
）

 現在，標柱は畑地の壁面に立てかけられています。本
来は粗加工の部分が示すように，この部分は地中に埋め
られていたと思われ，番所の境界杭の機能を果たしたと
考えられます。標柱の頭の形状は高さが低い三角錐（ピ
ラミッド形）を呈しています（写真に写ってなくてすみ
ません）。今回，裏面の文字はは確認していませんが，
後日調査を実施します。


