
地
域
の
紹
介

　

南
の
太
平
洋
、北
の
浦
賀
水
道
と
館

山
湾
の
入
口
を
扼
し
、こ
の
岬
を
境
に

海
の
姿
は
一
変
し
ま
す
。晴
れ
た
日
に

は
、相
模
灘
を
隔
て
て
正
面
に
富
士
を

お
き
、伊
豆
大
島
か
ら
、伊
豆
箱
根
の

連
山
、丹
沢
の
山
々
、三
浦
半
島
ま
で

が
一
望
の
も
と
に
お
さ
め
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、目
前
の
海
路
に
は
、さ
ま
ざ

ま
な
船
が
行
き
交
う
、洲「
ス
サ
キ
」の

神
の
鎮
座
地
に
ふ
さ
わ
し
い
雄
大
な

景
観
で
あ
り
ま
す
。祭
り
前
か
ら
始
ま

る
冬
の
ス
ト
ッ
ク
栽
培
に
む
け
て
の

種
ま
き
、年
間
通
じ
て
の
釣
り
客
用
の

仕
立
て
船
、夏
場
の
潜
り
漁
、働
き
者

が
多
い
半
農
半
漁
の
地
域
で
す
。

み
の
こ
踊
り

　

毎
年
初
午
と
八
月
二
十
日
〜
二
十

二
日
の
神
社
例
祭
に
奉
納
さ
れ
ま

す
。「
み
ろ
く
踊
り
」と「
か
し
ま
踊

り
」の
二
種
類
か
ら
な
り
、地
元
で
は

こ
れ
ら
を「
み
の
こ
踊
り
」と
呼
ん
で

い
ま
す
。

　

踊
り
手
は
、基
本
的
に
は
小
学
生

か
ら
中
学
生
ま
で
の
女
の
子
が
中
心

で
す
が
、近
年
は
児
童
の
減
少
か
ら

成
人
の
女
性
が
ま
じ
っ
て
い
ま
す
。

地
域
の
自
慢

　

い
に
し
え
の
昔
、忌
部
の
人
達
が
執

行
し
て
た
の
か
の
よ
う
な
、御
浜
出
の

行
列
、神
事
。「
祭
り
の
原
点
を
見
て
い

る
か
の
よ
う
で
す
」。

　

八
月
の
例
祭
日
と
二
月
の
初
午
に

奉
納
さ
れ
る
県
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
の
み
の
こ
踊
り
、市
指
定
有
形
文
化

財
の
神
社
本
殿
、県
指
定
天
然
記
念
物

と
さ
れ
る「
御
手
洗
山
」、安
房
國
一
宮

と
し
て
の
神
社
の
維
持
、管
理
。

　

脈
々
と
続
く
富
士
講
、正
月
の
し
め

縄
飾
り
か
ら
、七
月
に
は
各
戸
が
お
ま

ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
て
奉
納
す
る
祭
事

な
ど
、総
勢
四
十
名
か
ら
な
る
、祭
り

ご
と
を
支
え
る
青
年
団
の
結
束
力
。

　

百
戸
に
満
た
な
い
小
さ
い
地
区
で

の
、大
小
三
基
か
ら
の
神
輿
の
維
持
、

今
だ
に
続
け
ら
れ
る
祭
り
当
日
の
芸

能
祭
、心
の
絆
の
深
さ
が
感
じ
と
れ
る

集
落
で
す
。

企画：南総祭礼研究会　お問い合わせ：館山市商工観光課（TEL.0470-22-3346）

館山市西岬地区洲崎

オ
ン
ド
ト
リ
と
呼
ば
れ
る
一
名
の
太
鼓
役
と
二
名
の
歌

役
が
中
央
に
座
り
、そ
の
周
り
を
踊
り
手
た
ち
が
円
形
に

取
り
巻
き
、太
鼓
と
歌
に
あ
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。

　
「
み
ろ
く
踊
り
」は
、左
に
オ
ン
べ「
長
柄
の
御
幣
」を

肩
に
担
ぎ
、右
に
扇
を
持
つ
。初
午
の
時
の
オ
ン
べ
は
、

青
竹
に
榊
と
五
色
の
幣
束
、例
祭
の
時
の
オ
ン
べ
は
、白

い
幣
束
と
鏡
、世
直
し
を
願
う
念
仏
踊
り
の
系
譜
に
あ

た
り
、弥
勒
が
遠
い
海
の
彼
方
か
ら
訪
れ
、富
や
豊
作
を

も
た
ら
す
と
い
う
内
容
。

　
「
か
し
ま
踊
り
」は
、扇
の
み
を
使
う
。鹿
島
の
神
人
が

一
年
の
豊
凶
を
告
げ
歩
く「
事
触
れ
」に
由
来
す
る
も
の

で
、悪
霊
払
い
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

みのこ踊り

昔のみのこ踊りの様子

海上から見た洲﨑神社

現在の
みのこ踊り
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