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ヘイチャンは花取り踊りの一種で、「ヘイ！」のかけ声に太鼓の音「チャン」が入ることが由来と言われている。
他地域の花取り踊りよりも跳ねる動作が大きいのが特徴。

ヘイチャンの会場である貝ノ川天満宮に集まった今年の踊り子たち。

中西部は、秋祭りに花取り踊りや太刀踊りを奉
納する地域が多い。たすきに白鉢巻の勇ましい
高知市・土佐市・日高村、鳥毛をかぶり優美
な須崎市・津野山とその周辺、浴衣の着流し
姿の幡多郡など地域性がある。そのほか仁淀川
上流には太鼓踊り、海岸部を中心にこおどり（う
ちわおどり）もみられる。
東部は、太刀踊りが室戸市にあるが、盆に花
取りを踊る所が香南市夜須町や安芸市・大豊
町などに散在する。海岸部の獅子舞、香南市
の棒術などのほか、だんじりや花台などがお目
見えするのも東部の特徴である。

高知県の祭りと芸能

❖山北棒踊り
桑名翔也さん

❖赤野獅子舞
尾木良多さん

❖秋葉祭り鳥毛
岸本憲明さん

❖下津井牛鬼
下本誠さん

❖赤野獅子
尾木良多さん

❖斗賀野花取り踊り
庄野治さん

❖貝ノ川ヘイチャン
廣畑靖さん

1970年代の貝ノ川ヘイチャンの様子
左は廣畑さんの父 喜秀さん（提供：廣畑靖さん）

じ
ん
さ
い

五
穀
豊
穣
に
感
謝
し
、

日
頃
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
祭
り
。

高
知
県
で
は
神
祭
な
ど
と
呼
ば
れ
、

地
域
独
特
の
習
俗
が
残
っ
て
い
る
。

今
も
地
域
の
祭
り
を
支
え
る
６
人
の
若
者
た
ち
。

そ
こ
に
は
語
り
継
が
れ
る
歴
史
、
人
と
の
出
会
い
、

未
来
へ
つ
な
ぐ
バ
ト
ン
な
ど
、
数
々
の
ロ
マ
ン
が
息
づ
い
て
い
る
。

じ
ん
さ
い

五
穀
豊
穣
に
感
謝
し
、

日
頃
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
祭
り
。

高
知
県
で
は
神
祭
な
ど
と
呼
ば
れ
、

地
域
独
特
の
習
俗
が
残
っ
て
い
る
。

今
も
地
域
の
祭
り
を
支
え
る
６
人
の
若
者
た
ち
。

そ
こ
に
は
語
り
継
が
れ
る
歴
史
、
人
と
の
出
会
い
、

未
来
へ
つ
な
ぐ
バ
ト
ン
な
ど
、
数
々
の
ロ
マ
ン
が
息
づ
い
て
い
る
。

※かく：担ぐ／※だれこけた：疲れきった　
ミニ土佐弁講座

  

ヘ
イ
チ
ャ
ン
復
活

　

野
路
菊
が
足
摺
の
海
岸
線
を
白
く
染
め
る

頃
。
ヘ
イ
！　

ヘ
イ
！　

ヘ
イ
！
│
│
張
り

上
げ
た
声
と
太
鼓
の
音
が
響
き
、
亀
甲
柄
の

浴
衣
に
た
す
き
を
か
け
た
踊
り
子
は
、
花
の

つ
い
た
太
刀
を
振
り
回
し
、
猛
々
し
く
飛
び

跳
ね
る
。

　
山
の
男
が
踊
る

　

海
岸
部
の「
浦
」と
山
間
部
の「
郷
」の
２
集

落
か
ら
な
る
土
佐
清
水
市
貝
ノ
川
地
区
。
郷

で
生
ま
れ
た
木
村
祐
三
さ
ん（
₇₇
）は
、
貝
ノ

川
中
学
校
を
卒
業
し
た
15
歳
の
時
に
青
年
団

に
入
っ
た
。「
郷
の
青
年
は
秋
祭
り
で
ヘ
イ

チ
ャ
ン
を
や
る
。
太
刀
の
手
さ
ば
き
、
チ
ン

ガ
ラ
ガ
ラ
や
ト
ン
ト
ン
ト
ン
の
足
さ
ば
き
。

地
区
の
先
輩
に
習
う
て
踊
っ
た
も
ん
よ
」。
日

暮
れ
が
早
く
な
る
と
、
お
宮
の
境
内
に
火
を

焚
き
、
最
盛
期
は
40
人
く
ら
い
の
青
年
が
ぐ

る
り
と
囲
ん
で
練
習
し
た
。

　

祭
り
の
前
日
は
宵
の
宮
で
夜
踊
り
、
当
日

は
朝
か
ら
お
神み
こ
し輿

を
か※

き
、
お
宮
か
ら
田
ん

ぼ
、
人
家
の
前
で
何
度
も
何
度
も
ヘ
イ
チ
ャ

ン
を
踊
っ
た
。「
日
ご
ろ
農
業
や
林
業
を
し
ゆ

う
も
ん
も
、
だ※

れ
こ
け
た
」。
木
村
さ
ん
は
踊

り
が
う
ま
い
者
が
務
め
る
「
音
頭
取

り
」
と
し
て
先
頭
に
立
ち
、
25
歳
で

青
年
団
を
卒
業
し
て
か
ら
は
「
唄
い

手
」
と
し
て
大
き
な
蛇
の
目
傘
を
差

し
て
道
中
を
練
り
歩
い
た
。

　
ロ
マ
ン
ス
が
生
ま
れ
る

　
「
ヘ
イ
チ
ャ
ン
は
男
の
踊
り
。
男
が

強
う
の
う
て
は
神
様
が
安あ
ん
ど堵
で
き
ん
」

と
い
う
古
老
の
言
葉
を
紹
介
し
な
が

ら
「
か
つ
て
は
集
団
見
合
い
の
場
だ
っ

た
」
と
言
う
の
は
、
か
つ
て
ヘ
イ
チ
ャ

ン
を
取
材
し
た
こ
と
の
あ
る
作
法
研

究
家
の
岩
井
信
子
さ
ん（
84
）。
村
の

娘
は
乾
燥
さ
せ
た
野
路
菊
を
枕
に
忍

ば
せ
髪
に
花
の
香
り
を
纏ま
と

い
つ
つ
、

思
い
を
寄
せ
る
若
い
衆
に
自
ら
縫
っ

た
た
す
き
を
か
け
て
や
っ
た
と
い
う
。

祭
り
の
後
に
は
数
々
の
ロ
マ
ン
ス
が

生
ま
れ
た
。

　

時
が
移
り
昭
和
40
年
代
、
集
団
就

職
や
進
学
で
地
元
を
離
れ
る
青
年
が

急
増
し
、
踊
り
手
が
い
な
く
な
っ
た
。
昭
和

50
年
代
に
一
時
復
活
し
た
も
の
の
長
続
き
は

せ
ず
、
小
中
学
校
の
運
動
会
で
子
ど
も
た
ち

が
踊
る
程
度
に
。
さ
ら
に
２
０
０
１
年
の
西

南
豪
雨
で
貝
ノ
川
郷
地
区
の
水
田
と
農
機
具

が
全
滅
し
、
農
業
を
や
る
人
は
い
な
く
な
り
、

２
０
０
６
年
の
小
学
校
閉
校
で
ヘ
イ
チ
ャ
ン

は
完
全
に
消
え
た
。

　

今
な
お
高
齢
化
は
進
行
中
で
、
秋
祭
り
の

お
神
輿
を
担
ぐ
者
が
揃
わ
ず
、
ト
ラ
ッ
ク
の

荷
台
に
載
せ
て
各
家
を
ま
わ
る
こ
と
で
継
続

し
て
い
る
。

　
復
活
の
兆
し

　

廣
畑
靖せ
い

さ
ん（
45
）は
就
職
で
一
度
は
地
元
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を
離
れ
た
が
、
自
動
車
整
備
の
仕
事
に
就
き
、

貝
の
川
郷
地
区
で
暮
ら
し
て
い
る
。「
今
や
ら

ん
か
っ
た
ら
も
う
終
わ
る
」
と
危
機
感
を
持

つ
近
所
の
女
性
た
ち
に
ヘ
イ
チ
ャ
ン
復
活
を

懇
願
さ
れ
た
。

　
子
ど
も
の
頃
に
踊
っ
た
こ
と
の
あ
る
廣
畑
さ

ん
は
、
物
心
つ
く
前
に
亡
く
な
っ
た
父
も
音
頭

取
り
を
し
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
て
、

背
中
を
押
さ
れ
た
。「
最
初
は
昔
の
ビ
デ
オ
を

見
て
思
い
出
し
、木
村
の
お
ん
ち
ゃ
ん
か
ら
は
、

ち
ゃ
ん
と
屈か
が

ん
だ
ら
動
き
が
大
き
く
、
か
っ
こ

よ
く
見
え
る
と
か
、
踊
り
の
細
部
を
聞
い
て
」、

踊
り
を
教
え
る
役
を
買
っ
て
出
た
。

　

30
戸
ほ
ど
に
な
っ
た
郷
だ
け
で
は
人
が
足

ら
ず
、
浦
の
住
民
に
も
呼
び
か
け
た
。
す
る

と
小
学
生
か
ら
最
年
長
の
木
村
さ
ん
ま
で
、

さ
ら
に
女
性
も
加
わ
っ
て
老
若
男
女
約
30
人

が
踊
る
地
区
あ
げ
て
の
体
制
と
な
り
、
毎
週

土
日
の
夜
に
集
ま
り
練
習
を
重
ね
る
。
そ
し

て
今
年
10
月
、
10
年
ぶ
り
に
ヘ
イ
チ
ャ
ン
が

復
活
す
る
。

　

山
間
部
の
神
事
や
地
域
行
事
は
ど
こ
も
支

え
る
人
が
足
ら
ず
、
継
続
の
難
し
さ
を
抱
え

て
い
る
。
足
り
な
い
マ
ン
パ
ワ
ー
は
特
に
若

者
で
あ
り
、
男
性
で
あ
る
。
地
域
の
高
齢
者

は
「
地
域
に
若
者
が
い
な
い
」
と
言
い
、
若

者
は
「
地
域
に
仕
事
が
な
い
」
と
嘆
く
。

消
え
な
い

祭
り
の
記
憶

　
祭
り
は
代
々
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
そ
の
体
験
や
記
憶
は

何
ら
か
の
形
で
体
に
焼
き
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
の
後
、
成
長
し
た
若
者
が
祭
り
の
一

員
に
な
る
の
に
は
、ち
ょっ
と
し
た
〝
き
っ
か
け
〟

秋葉祭り ❖毎年2月9日〜11日

火の神を祀る秋葉神社の大祭は毎年２月にお
こなわれ、お神輿は９日にお旅所の岩屋神社
へ、10日は市川家で過ごし、11日に秋葉神社
へ帰る。３日目の「練り」の道中、太刀踊り、
鳥毛ひねりが奉納され、道化役の油売りが見
物客を笑わせる。毎年 1 万人以上が訪れる。
鳥毛は年齢や務める年数に決まりはなく、熟
練すると後継者を見つけて教え込む。かつて
たくさん人が住んでいた時代は、鳥毛の競争
率は高く、長男しかできない時代もあった。
祭りの花形でもあり「鳥毛をやったら結婚で
きる」とも言われていた。

【廣畑靖さん】高校を卒業して関東で自動車整備の腕を磨いた。28歳で帰
郷し自動車の仕事を続け、現在は土佐清水市の自動車整備会社の工場長を
務める。休みの日は地域の草刈りなどでも汗を流している。

【尾木良多さん】日本一の冬春ナスの生産地・安芸市で両親とナスを栽培
する。47ａのハウスに毎年８月下旬に苗を植え、９月中旬から翌年７月上
旬まで収穫は続き、市場やＪＡに出荷する。家族が食べるピーマンやキュウ
リなどの野菜や米なども作っている。

※テガイコ：獅子にちょっかいを出す役／※こおーて：怖くて
鳥毛を務める岸本憲明さんと弟の将良さん

が
あ
れ
ば
い
い
。
不
思
議
な
も
の
で
自
然
に

手
足
が
、
体
が
動
い
て
く
る
。

　
母
の
生
ま
れ
た
里
で
【
沢
渡
・
岸
本
さ
ん
】

　

高
知
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
岸
本
憲の
り
あ
き明

さ
ん

（
33
）は
、
仁
淀
川
町
沢さ
わ
た
り渡

地
区
出
身
の
母
に

連
れ
ら
れ
、
小
学
１
年
生
か
ら
中
学
３
年
生

ま
で
９
年
間
、
秋
葉
祭
り
に
出
た
。
低
学
年

の
時
は
踊
り
子
、
高
学
年
に
な
れ
ば
笛
や
太

鼓
を
担
う
。
毎
年
、
正
月
が
過
ぎ
る
と
日
曜

日
に
は
沢
渡
へ
。「
市
内
で
は
珍
し
い
雪
が
積

も
っ
て
い
た
り
、
た
き
火
を
し
た
り
、
と
に

か
く
楽
し
か
っ
た
」。
練
習
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

大
人
が
鶏
を
絞
め
て
鍋
に
し
て
食
べ
る
の
を

見
て
、
子
ど
も
な
が
ら
に
ぞ
っ
と
し
た
。

　
祭
り
当
日
、
山
の
細
い
道
を
一
列
に
な
っ
て

歩
き
、
家
々
で
御お
は
ら祓
い
を
し
た
あ
と
踊
る
。
火

消
し
装し
ょ
う
ぞ
く束の「
鳥と
り
げ毛
」が
現
れ
る
と
、
観
客
が
ざ

わ
め
く
。
２
人
一
組
の
鳥
毛
が
踊
り
な
が
ら
、

東と
う
て
ん
こ
う

天
紅
の
羽
根
を
先
に
付
け
た
重
さ
５
㎏
、
長

さ
6.5
メ
ー
ト
ル
の
ヒ
ノ
キ
の
棒
を
投
げ
る
。
相

方
は
な
め
ら
か
な
踊
り
の
形
を
崩
さ
な
い
よ
う

に
し
な
が
ら
、
投
げ
ら
れ
た
棒
を
肩
で
受
け
止

め
る
。
成
功
す
る
と
観
客
の
テ
ン
シ
ョ
ン
は
最

高
潮
に
。「
か
っ
こ
い
い
！
」。
岸
本
少
年
の
血

が
騒
い
だ
。「
大
き
く
な
っ
た
ら
2
人
で
鳥
毛

を
や
ろ
う
」。
１
歳
違
い
の
弟
と
約
束
し
た
。

　
前ま
え
う
ま馬
に
抜
擢
さ
れ
て
【
赤
野
・
尾
木
さ
ん
】

　

安
芸
市
赤
野
の
ナ
ス
農
家
の
尾
木
良
多
さ

ん（
28
）は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
よ
く
地
区
の

祭
り
に
参
加
し
た
。「
子
ど
も
の
神
輿
と
か
踊

り
と
か
。
手
伝
っ
た
ら
お
小
遣
い
を
く
れ
た

り
、
打
ち
上
げ
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た

り
、
そ
れ
が
楽
し
み
で
」。

　

高
校
1
年
の
時
、
住
ん
で
い
る
地
区
が
祭

り
の
担
当
に
な
り
、
初
め
て
獅
子
舞
の
前
馬

に
抜
擢
さ
れ
た
。「
獅
子
舞
の
型
は
慣
れ
れ
ば

で
き
ま
す
が
、
前
馬
は
５
㎏
あ
る
重
い
獅
子
頭

を
常
に
頭
上
に
持
ち
上
げ
て
、
決
め
ら
れ
た
首

の
角
度
を
守
り
、
ぐ
ら
つ
く
こ
と
も
許
さ
れ
な

い
。
そ
の
上
、
テ※

ガ
イ
コ
を
挑
発
し
た
り
脅
か

し
た
り
の
体
力
勝
負
」。
日
が
暮
れ
た
提
灯
あ

か
り
の
神
社
の
境
内
で
演
じ
き
っ
た
充
実
感

が
、
今
も
体
の
奥
底
に
残
っ
て
い
る
。

　
真
剣
を
持
つ
緊
張
感
【
下
津
井
・
下
本
さ
ん
】

　

下
本
誠
さ
ん（
39
）は
、
か
つ
て
林
業
で
栄

え
、
今
も
森
林
軌
道
跡
の
「
め
が
ね
橋
」
が

残
る
四
万
十
町
下
津
井
に
生
ま
れ
た
。
毎
年

秋
祭
り
の
朝
に
な
る
と
、
集
落
の
家
々
を
牛

鬼
が
練
り
歩
く
。「
小
さ
い
頃
は
牛
鬼
が
こ※

お
ー
て
。
牛
鬼
を
先
導
す
る
竹
笛
が
聞
こ
え

た
ら
布
団
部
屋
に
潜
り
込
ん
で
隠
れ
よ
っ

た
」。
人
の
何
倍
も
あ
る
頭
、
そ
の
形
相
、
大

人
が
７
〜
８
人
も
入
っ
て
動
か
す
巨
大
な
牛

鬼
に
怯
え
た
。

　
下
津
井
で
は
男
の
子

は
小
学
校
に
あ
が
る

と
、
子
ど
も
だ
け
の
花

取
り
踊
り「
小こ

だ

ち
太
刀
」に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き

た
。「
10
月
に
入
っ
た

ら
毎
晩
練
習
。
１
、２

年
で
は
よ
う
覚
え
れ

ん
。大
人
は
厳
し
い
し
、

泣
い
て
も
許
し
て
く
れ

ん
か
っ
た
」。
中
学
生

に
な
る
と
、
大
人
の
花
取
り
踊
り「
大お
お
だ
ち

太
刀
」が

踊
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
時
は
家
々
に
受
け

継
が
れ
る
真
剣
を
振
り
か
ざ
す
。
少
し
で
も
手

元
が
狂
え
ば
相
手
を
斬
っ
て
し
ま
う
危
険
が

あ
る
。
で
も
そ
れ
は
、
怖
い
と
い
う
よ
り
、
憧

れ
。「
真
剣
を
持
た
せ
て
く
れ
る
が
は
、
大
人

の
仲
間
入
り
を
意
味
し

た
」と
下
本
さ
ん
は

振
り
返
る
。

山
間
の

若
者
た
ち

　

数
は
少
な
く
て
も
地
域
に
残
る
若
者
が
い

れ
ば
、
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ
タ
ー
ン
す
る
若
者
も

い
る
。
若
者
た
ち
は
生
活
の
基
盤
を
作
る
こ

と
に
必
死
だ
。
そ
し
て
全
員
、
仕
事
を
終
え

て
か
ら
祭
り
の
準
備
に
駆
け
つ
け
る
。

　
み
か
ん
畑
を
継
い
で
【
山
北
・
桑
名
さ
ん
】

　

山
北
で
生
ま
れ
育
っ
た
桑
名
翔し
ょ
う
や也

さ
ん
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（
24
）。
熊
本
で
大
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
、

山
北
み
か
ん
を
栽
培
し
て
い
た
祖
父
が
体
調

を
崩
し
た
。
小
さ
い
時
か
ら
祖
父
母
が
作
る

み
か
ん
を
食
べ
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
が
、

両
親
は
勤
め
に
出
て
い
て
、
み
か
ん
栽
培
を

続
け
ら
れ
る
の
は
祖
母
一
人
。「
だ
っ
た
ら
自

分
が
一
緒
に
や
ろ
う
」。
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
就
農

す
る
こ
と
を
決
め
た
。

　

実
家
の
裏
山
に
広
が
る
み
か
ん
畑
。
曽
祖

父
が
植
え
た
50
年
生
の
樹
も
ま
だ
残
る
。「
祖

父
が
元
気
な
こ
ろ
は
ハ
ウ
ス
栽
培
も
し
て
い

ま
し
た
が
、
燃
料
代
が
上
が
っ
て
か
ら
は
露

地
専
門
。
天
候
の
変
化
や
台
風
が
来
る
と
被

害
が
心
配
で
」。
10
月
中
旬
か
ら
の
収
穫
に
備

え
て
、
肥
料
を
や
っ
た
り
摘て
き
か果
を
し
た
り
、

毎
日
み
か
ん
畑
で
過
ご
し
て
い
る
。

　

あ
る
日
、
祖
母
と
畑
に
出
て
仕
事
を
し
て

い
る
と
、
近
所
の
農
家
の
先
輩
が
や
っ
て
き

た
。「
農
業
や
る
や
っ
た
ら
、
棒
に
入
れ
や
」。

棒
踊
り
は
小
学
校
６
年
の
時
に
一
度
し
た
こ

と
は
あ
っ
た
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

公
民
館
の
隣
に
あ
る
山
北
棒
踊
り
保
存
会
の

門
を
叩
い
た
。

　　
お
茶
に
か
け
る
【
沢
渡
・
岸
本
さ
ん
】

　

岸
本
さ
ん
は
23
歳
の
時
、「
鳥
毛
や
っ
て
み

ん
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。「
大
工
だ
っ
た

の
で
体
力
に
は
自
信
が
あ
っ
た
け
ど
、
棒
を

受
け
る
肩
は
内
出
血
す
る
し
、
棒
を
持
ち
上

げ
る
た
め
腹
筋
が
バ
キ
バ
キ
に
な
る
。
年
寄

に
は
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
腹
が
立
つ
し
、
よ
っ

ぽ
ど
や
る
気
が
な
い
と
で
き
ん
」。
見
よ
う
見

ま
ね
で
鳥
毛
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
そ
し

て
２
０
１
０
年
に
は
念
願
の
兄
弟
の
鳥
毛
が

実
現
し
た
。

　
「
秋
葉
祭
り
の
あ
る
仁
淀
川
町
に
住
み
た

い
」。
岸
本
さ
ん
は
24
歳
の
時
、
会
社
を
辞
め

て
妻
と
子
と
３
人
、
仁
淀
川
町
に
移
住
し
た
。

つ
て
を
頼
っ
て
石
灰
の
会
社
に
勤
め
た
が
、

お
茶
を
栽
培
し
て
い
た
祖
父
が
病
気
で
倒
れ

た
。「
今
教
え
て
も
ら
わ
な
い
と
、
こ
の
お
茶

畑
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」。
家
族
を
説
得
し
、

お
茶
畑
を
継
ぐ
こ
と
に
し
た
。

　

春
は
茶
摘
み
と
加
工
。
夏
、
秋
、
冬
は
翌

年
の
新
芽
を
育
て
る
親
葉
が
ち
ゃ
ん
と
育
っ

て
い
る
か
確
認
し
た
り
、
草
刈
や
肥
料
や
り

に
忙
し
い
。
合
間
を
縫
っ
て
、
サ
カ
キ
や
シ

キ
ビ
を
採
っ
て
販
売
し
た
り
、
お
茶
を
使
っ

た
加
工
品
の
製
造
に
着
手
し
た
り
、
新
し
い

購
買
層
の
開
拓
に
余
念
が
な
い
。

山北棒踊り ❖毎年11月18日

浅上王子宮の秋祭りに披露される山北棒踊り。白装束
に水色のたすきを掛け、「サイ！サイ！サイ！」と青年が
威勢のいい掛け声をあげ、カンカンカンと樫の棒を打
ち合う高い音が境内に響きわたる。
約300年前、佐川深尾氏の子孫である山内規

のりしげ

重は、６代
藩主豊隆に山北村に蟄

ちっきょ

居を命じられた。この時、退屈
を紛らわせるため、家臣が付近の若者を集めて小栗流
の棒術をしたところ、規重は喜び、引き続き行うよう
になった。

つ
、
な
ぎ
な
た
の
踊
り
が
３
つ
、
入
場
退
場

の
踊
り
を
含
め
る
７
つ
を
踊
り
き
る
。
先
輩

か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
、「
太
鼓
の
音
に
あ
っ

て
な
い
」「
振
り
が
遅
れ
ち
ゅ
う
」
と
ダ
メ

だ
し
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
。
そ
れ
で
も
練
習
を

重
ね
、
落
ち
込
ま
ず
、
先
輩
た
ち
に
付
い
て

い
く
。
あ
と
で
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
地

域
の
祭
り
を
担
う
後
継
者
を
探
し
て
い
た
先

輩
に
白
羽
の
矢
を
立
て
ら
れ
た
ら
し
い
。

　
仲
間
と
支
え
合
っ
て
【
山
北
・
桑
名
さ
ん
】

　

11
月
に
入
る
と
、
山
北
の
若
い
衆
が
毎
夕

　
企
業
に
勤
め
な
が
ら
【
下
津
井
・
下
本
さ
ん
】

　

下
本
さ
ん
は
、
中
学
卒
業
と
と
も
に
地
元

を
離
れ
た
。
高
校
を
卒
業
し
て
と
び
職
に
な

り
、
北
は
青
森
、
南
は
鹿
児
島
ま
で
全
国
を

転
々
と
し
た
。
結
婚
を
機
に
、
地
元
の
土
木

会
社
に
入
り
、下
津
井
に
戻
っ
て
き
た
。「
祭

り
に
も
参
加
し
た
い
し
、
山
で
秘
密
基
地
を

作
っ
た
り
、
川
で
ア
メ
ゴ
を
つ
い
た
り
し
た

地
元
で
、
自
分
の
子
ど
も
も
遊
ば
せ
た
い
」。

し
か
し
、
保
育
園
ま
で
20
㎞
、
ヘ
ア
ピ
ン

カ
ー
ブ
の
続
く
山
道
は
生
活
の
ハ
ー
ド
ル
に

な
り
、
や
む
な
く
四
万
十
町
大
正
に
引
っ
越

し
た
。

　

実
家
の
前
の
田
ん
ぼ
で
は
、
稲
を
育
て
て

斗賀野花取り踊り ❖毎年11月12日

佐川町斗賀野の白倉神社、美
み つ ぎ

都岐神社では、花
笠に山鳥の羽根を付けて被

かぶ

り、刀やなぎなたを
持って踊る「花取り踊り」が行われる。
謂
いわ

れは戦国時代に遡
さかのぼ

り、堅固な「花取城」がなか
なか落城しないので、軍の中から選ばれた美少
年を美しく飾って踊らせると、城中の兵士も町
に出てきて見惚れてしまい、その隙に城を落と
したという。城があった場所は須崎とも幡多と
も言われている。山鳥の羽根の笠をかぶる花取
り踊りは、斗賀野を北限に、仁淀川町、須崎市、
津野町、中土佐町、四万十町に広がっている。

い
る
。「
水
が
冷
た
く
て
寒
暖
の
差
も
あ
る
き
、

お
い
し
い
と
評
判
。
去
年
は
夏
の
大
雨
で
よ

う
な
か
っ
た
け
ど
、
今
年
は
順
調
」。
稲
の
世

話
に
よ
く
下
津
井
に
戻
っ
て
い
る
。

地
域
の
期
待
を

 

背
に
受
け
て

　

祭
り
の
準
備
は
、
短
い
と
こ
ろ
で
１
か

月
前
、
長
い
と
こ
ろ
は
３
か
月
前
か
ら
始

ま
る
。
長
く
続
く
練
習
の
過
程
で
仲
間
と

の
連
帯
が
強
ま
り
、
ラ
イ
バ
ル
心
も
湧
き
、

た
く
ま
し
い
大
人
へ
と
鍛
え
ら
れ

て
い
く
。
そ
し
て
当
日
、
多
く
の

観
衆
の
中
で
踊
り
き
っ
た
後
の
達

成
感
。
ま
す
ま
す
祭
り
に
惹
か
れ

て
い
く
。

　
さ
り
げ
な
く
誘
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
斗
賀
野
・
庄
野
さ
ん
】

　

戦
国
時
代
の
花
取
城
の
伝
説
が
語

り
継
が
れ
る
佐
川
町
斗
賀
野
出
身
の

庄
野
治
さ
ん（
42
）。「
選
ば
れ
た
身
な

が
や
き
、
美
少
年
ら
し
く
踊
れ
！
」。

い
き
な
り
檄げ
き

を
飛
ば
さ
れ
た
。
社
会

人
に
な
っ
た
ば
か
り
の
時
に
地
元
の

先
輩
に
誘
わ
れ
花
取
り
踊
り
を
踊
っ

た
が
、
見
る
の
と
踊
る
の
と
で
は
大

違
い
。「
子
ど
も
の
頃
に
確
か
に
見

た
こ
と
は
あ
っ
た
け
ど
、
刀
の
振
り

方
に
足
運
び
、
普
段
の
生
活
で
使
わ

な
い
よ
う
な
筋
肉
を
使
う
の
で
思
う

よ
う
に
い
か
ん
」。
刀
の
踊
り
が
３

【桑名翔也さん】日当たりがよくミネラル豊富な土地を持つ山北は、高知県の
代表的なみかんの産地。87ａの露地畑で、春から夏にかけて剪定や摘果をする。
極早生品種は10月中旬から収穫しJAや産直に出し、３月頃まで出荷は続く。

【下本誠さん】農機具メーカーの知り合いが毎年買っていくという下本さんのお米。今年は大粒のヒノ
ヒカリを栽培した。農薬や化学肥料をなるべく使わないように自然に近い状態で育てている。



9 8

赤野獅子舞 ❖ 毎年7月と10月

獅子頭を持つ前馬と、常に中腰で獅子舞の体の動き
を表現する後ろ馬、獅子舞をて

※

がい観客を笑わせる
テガイコ、太鼓打ちの最小４人から構成される。飛
脚が便書の配達途中に寝ていた獅子をおこしてしま
う「飛脚」や、「どじょうすくい」、「メジロ落とし」など、
いくつもの演目が伝わる。テガイコは見物客に助け
を求めたり、獅子に噛みつかれて赤ふん姿を披露し
たり、随所で観客を笑わせる。
夏の宵の宮は夜の獅子舞を目当てに、隣の芸西村か
らも見物客が詰めかけたという。

練
習
に
集
ま
っ
て
く
る
。
棒
踊
り
は
小
栗
流

の
古
武
術
の
一
つ
で
、
こ
め
か
み
と
膝
の
二

か
所
の
急
所
を
狙
っ
て
棒
を
打
つ
。「
ち
ょ
っ

と
で
も
外
れ
た
ら
、
き
れ
い
な
音
は
鳴
ら
な

い
し
、
け
が
を
す
る
。
相
手
を
倒
す
つ
も
り

で
強
く
打
ち
抜
か
な
い
と
い
け
な
い
」。
桑

名
さ
ん
は
先
輩
か
ら
初
級
の
「
ひ
し
の
形
」

を
習
い
、
同
い
年
の
相
方
と
棒
を
打
ち
こ
む
。

「
や
り
ゆ
う
う
ち
に〝
入
っ
た
！
〟と
感
じ
る

と
き
が
あ
る
。
で
も
、
ま
だ
先
輩
の
足
元
に

も
及
ば
な
い
」。
保
存
会
に
は
20
年
以
上
棒

を
打
ち
込
む
40
代
の
先
輩
も
い
る
。「
棒
踊

り
は
坂
本
龍
馬
も
習
っ
た
小
栗
流
棒
術
。
棒

術
を
研
く
の
は
お
も
し
ろ
い
し
、
仲
間
も
楽

し
い
。
結
婚
し
て
も
続
け
て
40
代
ま
で
や
る

つ
も
り
で
す
」。

　
祭
り
の
謂い
わ

れ
を
知
っ
て
【
下
津
井
・
下
本
さ
ん
】

　
「
担
げ
て
、
酒
が
飲
め
た
ら
誰
で
も
い
い
」。

下
津
井
の
若
い
衆
は
20
歳
を
過
ぎ
た
ら
青
年
団

と
呼
ば
れ
、牛
鬼
の
中
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。

祭
り
の
当
日
、先
輩
が
牛
鬼
に「
あ※

こ
ま
で
ま
っ

す
ぐ
行
け
」
と
指
を
さ
せ
ば
、
田
ん
ぼ
の
中
だ

ろ
う
が
崖
だ
ろ
う
が
ま
っ
す
ぐ
行
く
。
そ
れ
を

見
て
周
囲
か
ら
笑
い
が
お
こ
る
。
担
ぐ
人
が
高

齢
化
し
た
今
は
、
地
元
で
働
く
四
国
電
力
の
社

員
が
毎
年
手
伝
っ
て
く
れ
る
。

　

下
本
さ
ん
は
長
老
か
ら
聞
い
た
話
を
思
い

出
す
。「
昔
は
水
田
や
の
う
て
、

麦
畑
。
踏
め
ば
踏
む
ほ
ど
大
き

く
育
つ
も
ん
で
、
畑
に
牛
鬼
を

歩
か
せ
た
。
五
穀
豊
穣
の
意
味

が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」。
道

な
き
道
を
行
く
牛
鬼
の
謂
れ
を

知
っ
て
い
く
。

　
次
の
世
代
へ

　

い
ろ
ん
な
形
で
神
事
や
地

域
行
事
に
引
き
込
ま
れ
る
若

者
た
ち
。
か
つ
て
を
引
き
継
ぐ

だ
け
で
も
大
変
な
の
に
、
次

代
へ
の
引
き
渡
し
も
同
時
に

行
っ
て
い
る
。

　

練
習
が
終
わ
っ
た
ら
Ｏ
Ｂ
が

差
し
入
れ
て
く
れ
た
ビ
ー
ル
や

酒
を
飲
む
お
つ
か
れ
会
に
出
る

と
い
う
桑
名
さ
ん
。
新
入
り
は
「
新
棒
」
と

呼
ば
れ
、
宴
会
で
は
準
備
や
片
付
け
も
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
会
社
勤
め
の
仲
間
を
先

に
返
し
、
最
後
ま
で
付
き
合
う
。「
棒
踊
り
の

仲
間
は
世
代
は
違
う
け
ど
、
み
ん
な
下
の
名

前
で
呼
び
合
っ
て
、
棒
踊
り
の
こ
と
だ
け
で

※あこ：あそこ／※てがう：からかう

下津井仁井田神社大祭
❖毎年11月25日

牛鬼と花取り踊りがメインのお祭り。午
前中は、若者７～８名が頭が鬼で胴体が
牛の形をした体長５ｍの「牛鬼」を担いで
家々を訪れる。午後は、神社の境内で花
取り踊りの奉納。大人と子どもが 10 人ず
つ、太鼓打ちを中心に輪になり太刀踊り
９番、鎌踊り７番を踊る。
最後は餅投げがあり、子どもが生まれた
家庭は直径30cmほどの一升餅、二升餅も
投げる。奪い合いをすることで子どもの
健やかな成長を願う風習も残っている。

な
く
人
付
き
合
い
の
こ
と
と
か
、
い
ろ
い
ろ

学
べ
る
」。

　

秋
葉
祭
り
で
踊
り
と
鳥
毛
を
出
す
奉
納
組

は
、
岸
本
さ
ん
が
住
む
沢
渡
地
区
と
、
本
村

地
区
、
霧
の
窪
地
区
の
３
つ
。
地
区
ご
と
に

練
習
す
る
が
、
町
内
の
居
酒
屋
で
よ
く
顔
を

合
わ
せ
る
。「
み
ん
な
ラ
イ
バ
ル
な
ん
で
、
祭

り
や
な
く
て
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
腕
相
撲
し
て

戦
っ
て
い
ま
す
」。
若
者
同
士
、
地
区
は
違
え

ど
仲
が
い
い
。

　
一
方
、
か
つ
て
６
集
落
が
持
ち
回
り
で
担
っ

て
い
た
赤
野
獅
子
舞
は
２
０
１
４
年
、
地
区

を
越
え
た
保
存
会
を
発
足
さ
せ
た
。
一
度
地

域
を
出
た
人
や
、
市
外
か
ら
移
っ
て
き
た
人

も
仲
間
に
加
わ
っ
た
。「
地
区
が
違
え
ば
同
世

代
で
も
知
ら
な
い
者
ば
か
り
。
獅
子
舞
の
練

習
や
祭
り
を
通
し
て
赤
野
全
体
の
若
い
も
ん

が
一
緒
に
な
っ
て
酒
も
飲
め
る
」
と
尾
木
さ

ん
。
若
者
が
一
緒
に
な
れ
る
の
も
祭
り
の
効

果
、
獅
子
舞
を
通
し
て
気
心
を
通
わ
せ
合
い
、

地
区
全
体
の
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
「
花
取
り
を
や
る
も
ん
は
地
元
の
青
年
団
の

よ
う
な
存
在
」
と
言
う
庄
野
さ
ん
は
、
祭
り

だ
け
で
は
な
く
、
週
２
日
は
佐
川
の
体
育
会

の
ミ
ッ
ク
ス
バ
レ
ー
に
汗
を
流
す
。
さ
ら
に
、

地
元
の
花
火
大
会
を
手
伝
っ
た
り
出
店
を
し

た
り
、
年
間
通
じ
て
地
域
の
活
動
に
参
加
す

る
。「
お
の
ず
と
横
の
つ
な
が
り
は
強
く
な
り

ま
す
」。

　

こ
こ
数
年
、
踊
り
子
の
子
ど
も
や
そ
の
友

達
か
ら
花
取
り
踊
り
を
し
た
い
と
要
望
が
相

次
ぎ
、
小
学
１
年
生
か
ら
参
加
で
き
る
よ
う

に
し
た
。
祭
り
の
当
日
は
青
年
20
人
に
加
え

て
、
子
ど
も
20
人
も
一
緒
に
花
取
り
踊
り
を

披
露
す
る
。「
自
分
た
ち
は
子
ど
も
の
頃
に
踊

る
チ
ャ
ン
ス
は
な
か
っ
た
け
ど
、
子
ど
も
の

時
に
踊
っ
た
ら
斗
賀
野
の
花
取
り
も
残
っ
て

い
く
が
や
な
い
ろ
う
か
」。

　

人
が
減
り
、
大
勢
で
味
わ
う
高
揚
感
は
得

に
く
く
な
っ
た
。
し
か
し
祭
り
に
は
、
地
域

の
頼
れ
る
男
を
育
て
る
、
地
域
が
一
つ
に
な

る
、
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
、
そ
ん
な
仕
掛
け

が
あ
る
。

　

小
さ
い
時
の
経
験
を
つ
く
る—

—

か
つ
て

子
ど
も
の
頃
、
無
意
識
に
し
て
き
た
こ
と
を
、

今
の
若
者
た
ち
も
自
分
流
で
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
。

【岸本憲明さん】標高300ｍの急斜面に広がる1.5haの畑でお茶を育て、毎年春には３トン収穫し、「沢渡茶」
として販売している。2012年に白あんに茶葉を混ぜ込んだ沢渡大福を商品化し、アンテナショップてんこす

（高知市）や高知龍馬空港（南国市）などでも販売している。

【庄野治さん】高知市上町の老舗砂糖卸売会社・竹村商店に20年近く勤務し、家族
と暮らす斗賀野から職場へ通い、食品問屋への営業や砂糖や食材の配達を行ってい
る。地元のバレーチーム・スケアクロウズではキャプテン的存在。

赤野獅子舞保存会の尾木佑一さん（前馬）、宮崎武士さん（後馬）、
尾木憂希さん（テガイコ）、小松弘延さん（太鼓）



祖
父
か
ら
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
を
継
い
だ
池
田
怜
司
さ
ん
は

氏
神
様
で
あ
る
、
い
の
町
の
大
国
さ
ま
で
挙
式
を
し
た
。

式
の
後
、
商
店
街
を
通
っ
て
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
ま
で
歩
く
。

「
ま
ー
き
れ
い
な
こ
と
！
」

「
晴
れ
姿
を
見
せ
て
く
れ
て
、
ま
っ
こ
と
う
れ
し
い
」

近
所
の
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
。

新
郎
が
新
婦
の
家
に
迎
え
に
行
く
、
新
居
ま
で
道
々
を
練
り
歩
く
。

か
つ
て
は
自
宅
や
神
社
、
お
寺
な
ど
地
域
の
中
で

結
婚
の
お
祝
い
を
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。

晴
れ
姿
で

　

 

練
り
歩
き…

﹇
写
真
で
綴
る
﹈

写真：武内 忠昭
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ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

　
建
築
設
計
の
仕
事
を
辞
め
て
飲

み
屋
を
は
じ
め
た
10
年
前
、
高
校
の

後
輩
が
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
作
り
始
め

た
と
聞
い
て
、ラ
ン
プ
シェ
ー
ド
を
作
っ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
す
ご
く
目
立
つ

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
灯

を
つ
け
る
と
心
地
い
い
。
新
居
に
置

き
た
い
、
と
お
客
さ
ん
か
ら
声
が
か

か
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

　
３
年
前
に
移
転
し
て
、
店
の
名
前

も
、
内
装
も
変
え
ま
し
た
。
模
様

替
え
も
し
ょっ
ち
ゅ
う
で
す
が
、
ど
こ

に
吊
る
し
て
も
馴
染
ん
で
い
ま
す
。

普
段
は
気
づ
か
な
い
け
ど
、
い
つ
も

そ
こ
で
照
ら
し
て
い
る
、
そ
ん
な
存

在
で
す
。

色
と
模
様
が
織
り
な
す

調
和
の
光

11

moritakeglassは、オーダーメイドの
ステンドグラス工房です。
満月（高知市はりまや町1-8-8）に
は常時作品がありますので、料理と
お酒を楽しみながらご覧ください。

野
崎
満
さ
ん（
満
月
オ
ー
ナ
ー
）

愛
用
者 

ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｋ
ｅ
ｇ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
の

vol.12

13

恒
石
畜
産

恒
石 

知
則
さ
ん

牛
に
尽
く
し
て

人
を
笑
顔
に
す
る

生
産
者
の
顔
を
見
せ
、

育
て
方
が
安
心
安
全
。

消
費
者
と
の
信
頼
を
築
き
、

〝
お
い
し
い
〞
を
食
卓
に
届
け
て
い
る
。
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ジ
ャ
ー
マ
ン
ピ
ル
ス
ナ
ー
か
ら
ア
メ
リ

カ
の
Ｉ
Ｐ
Ａ
ま
で
、
50
種
類
を
超
え
る
世

界
の
ビ
ー
ル
に
、
厳
選
し
た
ビ
オ
ワ
イ
ン

が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。「
イ
チ
オ
シ
は
ネ
ブ

ラ
ス
カ
Ｉ
Ｐ
Ａ
。
苦
み
が
あ
っ
て
肉
に
よ

く
合
う
！
」。
ニ
カ
っ
と
笑
う
、
恒
石
知

則
さ
ん（
40
）。
あ
る
時
は
酒
屋
に
立
ち
、

あ
る
時
は
肉
を
焼
い
て
売
る
。
し
か
し
、

本
当
の
姿
は
、
牛
飼
い
な
の
だ
。

　

四
万
十
川
が
運
ん
で
き
た
肥
沃
な
土
に

恵
ま
れ
た
四
万
十
町
窪
川
。
稲
穂
が
揺
れ

る
水
田
に
囲
ま
れ
た
牛
舎
の
中
に
は
、
大

き
な
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
が
320
頭
。「
こ
れ

は
雄
の
去
勢
牛
。
22
か
月
育
て
て
、
僕
の

名
前
が
刻
ま
れ
た
肉
が
ス
ー
パ
ー
に
並
ぶ

が
よ
」。

　

ブ
ラ
ン
ド
は「
窪
川
牛
」。
ポ
ス
ト
ハ
ー

ベ
ス
ト
フ
リ
ー
、
遺
伝
子
組
み
換
え
を
し

て
な
い
飼
料
を
与
え
、
通
常
よ
り
も
３
か

い
叩
か
れ
た
上
、
市
場
や
問

屋
を
通
し
て
普
通
の
牛
肉
と

し
て
売
ら
れ
た
。

　
「
自
分
た
ち
が
育
て
た
牛

を
直
接
お
客
さ
ん
に
届
け
た

い
」。
ま
ず
、
肥
育
に
手
間

暇
の
か
か
る
和
牛
か
ら
ホ
ル

ス
タ
イ
ン
の
雄
牛
へ
転
換

し
、
１
９
７
２
年
畜
産
仲
間

と
会
社
組
織「
ビ
ー
フ
キ
ャ

ト
ル
」を
立
ち
上
げ
、
県
内

量
販
店
と
の
販
売
を
始
め

た
。
そ
し
て
、
安
定
的
な
流

通
を
追
求
し
、
他
の
肉
と
混

ざ
ら
な
い
よ
う
四
万
十
市
の

食
肉
セ
ン
タ
ー
の
隣
に
牛
専
用
の
カ
ッ
ト

場
を
建
設
し
、
部
分
肉
の
加
工
か
ら
包
装

ま
で
の
仕
組
み
を
作
っ
た
。１
９
９
３
年
、

四
国
で
初
め
て
生
産
者
の
名
前
を
刻
ん
だ

牛
肉
が
店
に
並
ん
だ
。

リ
ア
ル
カ
ウ
ボ
ー
イ

　

知
則
さ
ん
は
、
3
人
兄
妹
の
次
男
と
し

て
生
ま
れ
た
。「
牛
の
鳴
き
声
を
子
守
唄

に
昼
寝
し
て
、
夜
は
家
で
飼
っ
て
い
た
地

鶏
を
抱
い
て
寝
て
」。
近
所
で
名
前
を
知

ら
な
い
人
は
い
な
い
ほ
ど
や
ん
ち
ゃ
坊
主

で
、
遊
び
友
達
は
数
え
き
れ
な
い
。
生

き
物
に
囲
ま
れ
、
友
達
と
野
山
を
駆
け
ま

わ
っ
て
育
っ
た
。
牛
が
好
き
で
、
高
知
農

業
高
校
の
畜
産
科
、
北
海
道
農
業
専
門
学

校
の
酪
農
科
へ
進
学
し
た
。

月
長
く
育
て
て
、
赤
身
の
う
ま
み
を
引
き

出
す
。
同
じ
肥
育
方
法
を
採
る
６
戸
の
農

家
が
約
１
２
０
０
頭
を
育
て
て
い
る
。

偉
大
な
る
父

　

窪
川
は
江
戸
時
代
か
ら
米
の
名
産
地
。

米
や
雑
穀
、
野
菜
を
育
て
る
小
規
模
な
農

家
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
明
治
期
か
ら
は
使

役
と
し
て
褐
毛
牛
が
飼
わ
れ
た
。
戦
後
、

食
卓
の
欧
米
化
か
ら
乳
牛
を
飼
う
農
家
が

増
え
、
一
時
は
県
内
最
大
の
酪
農
地
帯
と

な
っ
た
。

　

そ
の
頃
、
農
家
を
継
い
だ
知
則
さ
ん
の

父
は
肉
食
が
進
む
こ
と
を
予
測
し
、
米
を

作
り
つ
つ
牛
を
肥
育
し
肉
用
牛
と
し
て
売

り
出
そ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
食
肉
の

流
通
は
慣
れ
な
い
上
に
不
透
明
。
安
く
買
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「
卒
業
し
た
ら
酪
農
し
よ

う
」と
考
え
て
い
た
あ
る

日
、父
か
ら
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
。「
金
の
こ
と
は
か

ま
ん
き
、
ア
メ
リ
カ
行
っ

て
こ
い
や
」。
二
つ
返
事

で
渡
米
し
た
。

　

３
か
月
の
研
修
を
終
え

て
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
ネ

ブ
ラ
ス
カ
州
の
デ
ィ
ア
・

ク
リ
ー
ク
・
ク
ラ
ン
チ
。
窪
川
町
と
ほ
ぼ

同
じ
面
積
を
持
つ
広
大
な
放
牧
場
だ
っ

た
。「
乗
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
馬
4
頭

を
あ
て
が
わ
れ
、
牛
を
追
わ
え
て
、
言
葉

が
通
じ
ん
メ
キ
シ
カ
ン
と
一
緒
に
暮
ら
し

た
」。
ど
ん
な
環
境
で
も
や
っ
て
い
け
る

度
胸
が
つ
い
た
。
１
年
間
の
カ
ウ
ボ
ー
イ

生
活
を
終
え
た
時
に
は
、
畜
産
の
道
へ
と

心
が
動
い
て
い
た
。

牛
飼
い
の
道
へ

　

帰
国
後
、
ビ
ー
フ
キ
ャ
ト
ル
が
経
営
す

る
カ
ッ
ト
場
や
、
サ
ニ
ー
マ
ー
ト
で
加
工

と
流
通
を
学
び
、
窪
川
に
戻
っ
て
父
と
一

緒
に
牛
の
世
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

朝
8
時
半
か
ら
エ
サ
や
り
、
牛
舎
の
清

掃
、
月
に
数
回
は
出
荷
を
す
る
。
当
時
、

牛
は
200
頭
ほ
ど
で
、
日
中
ビ
ー
フ
キ
ャ
ト

ル
の
仕
事
や
会
議
へ
出
か
け
て
い
く
父
を

見
送
り
、
一
人
牛
と
過
ご
し
た
。

「
人
懐
っ
こ
く
寄
っ
て
く
る
牛
も

い
れ
ば
、
人
の
存
在
が
ス
ト
レ
ス

に
な
る
引
っ
込
み
思
案
の
牛
も
い

る
」。
牛
に
も
持
っ
て
生
ま
れ
た

性
格
や
体
質
が
あ
り
、
エ
サ
の
食

べ
方
も
ペ
ー
ス
も
違
う
。
サ
シ
と

呼
ば
れ
る
脂
肪
は
、
少
な
す
ぎ
る

と
固
く
て
食
べ
に
く
く
、
多
す

ぎ
て
も
肉
の
味
が
し
に
く
い
。
世

話
を
す
る
過
程
で「
こ
う
し
た
ら

し
っ
か
り
と
牛
肉
の
味
が
す
る
牛

に
育
つ
か
も
し
れ
ん
」と
自
分
の

考
え
を
試
し
た
く
な
っ
て
も
、
エ

サ
の
や
り
方
、
段
取
り
の
仕
方
な

ど
、
父
の
や
り
方
に
は
逆
ら
え
な

か
っ
た
。

15

サニーマートの大型店では、生産者の名前が印字された窪川牛が並ぶ。



16
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12

棟
上
げ
、
神
祭
、
結
婚
式
、
祝
い
事
に
は
餅
を
撒
く
。

餅
好
き
土
佐
人
に
愛
さ
れ
た
、

き
ね
搗
き
餅
の
あ
ら
れ
が
あ
る
。

　「
立
方
体
に
切
っ
た
お
餅
を
炭
火
に

か
け
て
コ
ロ
コ
ロ
、
コ
ロ
コ
ロ
転
が
す

と
、
角
が
取
れ
て
真
ん
丸
に
な
る
が
で

す
」。玉
屋
４
代
目
の
遠
山
君
枝
さ
ん

（
66
）は
、
明
治
中
期
か
ら
100
年
以
上
変

わ
ら
ぬ
製
法
で
、
か
り
っ
と
香
ば
し
い

あ
ら
れ
を
作
り
続
け
て
い
る
。

　
原
料
は
南
国
市
産
の
も
ち
米
。
蒸
し

て
、
き
ね
で
搗
き
、
切
り
分
け
て
天
日

に
干
し
、
土
佐
備
長
炭
で
き
つ
ね
色
に

な
る
ま
で
煎
る
。
完
成
す
る
ま
で
丸

３
日
。「
気
を
緩
め
た
ら
あ
ら
れ
に
な

ら
ん
、
が
先
代
の
父
の
口
癖
。
餅
の
搗

き
加
減
、干
し
加
減
、煎
り
加
減
、全
て

勘
所
を
押
さ
え
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
」。
天
候
や
湿
度
に
左
右
さ
れ
ず
、同

じ
あ
ら
れ
に
な
る
ま
で
何
度
も
失
敗

を
繰
り
返
し
た
。
そ
れ
か
ら
四
半
世

紀
、「
カ
ラ
カ
ラ
と
餅
を
煎
る
音
で
加

減
が
わ
か
る
」ほ
ど
腕
前
を
磨
い
た
。

　
12
年
前
、
娘
の
結
婚
式
の
た
め
に
紅

白
あ
ら
れ
に
挑
戦
し
た
。「
着
色
料
は

使
わ
ず
に
、
天
然
の
材
料
で
色
を
つ
け

た
い
」。
思
案
の
途
中
に
苺
大
福
が
思

い
浮
か
び
、
ラ
ズ
ベ
リ
ー
に
行
き
つ
い

た
。
試
し
に
果
汁
を
抽
出
し
、砂
糖
と

一
緒
に
ま
ぶ
し
て
み
る
と
、
き
れ
い
な

う
す
紅
色
に
染
ま
っ
た
。

　
香
ば
し
い
白
い
あ
ら
れ
に
、
甘
酸
っ

ぱ
い
紅
い
あ
ら
れ
。
紅
白
あ
わ
せ
て

晴
れ
の
門
出
に
花
を
添
え
た
。

玉あられは、玉屋本店（高知市
土居町2-17）の他、高知大丸、
西川屋、ひろめ市場のほてい茶
屋、森木翠香園にて販売してい
ます。

ゆ
る

づ
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考
え
る
前
に
動
く

　

自
分
に
は
何
が
で
き
る
！？—

—

知
則
さ

ん
は
ま
ず
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
を
変
え
た
。

ま
だ
薄
暗
い
朝
５
時
に
は
牛
舎
に
行
っ

て
、父
が
来
る
前
に
仕
事
を
終
わ
ら
せ
た
。

日
中
の
時
間
を
活
用
し
よ
う
と
農
業
青
年

ク
ラ
ブ
と
商
工
会
青
年
部
に
入
り
、
地
元

酒
造
メ
ー
カ
ー
の
協
力
も
得
て
、
酒
米
か

ら
育
て
る
酒
づ
く
り
企
画「
呑の

み
ほ
う
ば

い
」を
立
ち
上
げ
た
。「
農
」と「
商
」の
若

者
が
共
に
汗
を
流
し
、町
を
盛
り
上
げ
た
。

　
「
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
首
を
突
っ
込
ん

で
き
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
ベ
ー
ス
は
牛
飼

い
」。
窪
川
牛
を
売
り
込
む
た
め
、
生
産

者
の
２
代
目
た
ち
が
集
ま
り
青
年
部
を
立

ち
上
げ
た
。
地
域
の
祭
り
で
肉
を
焼
い
た

り
、
ス
ー
パ
ー
の
バ
イ
ヤ
ー
や
ス
タ
ッ
フ

と
交
流
会
を
し
た
り
。
飲
み
会
で
ア
イ
デ

ア
を
出
し
あ
う
中
で
、
カ
レ
ー
や
コ
ン

ビ
ー
フ
な
ど
の
加
工
品
も
生
ま
れ
た
。

次
世
代
の
役
割

　
「
親
父
ら
が
築
い
て
き
た
信
頼
が
あ
る

か
ら
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
外
国
産
の
肉
が
入
っ
て

き
て
も
生
き
残
る
自
信
は
あ
る
」。
急
な

注
文
に
も
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
機
械
化
し

て
、
徐
々
に
飼
育
頭
数
を
増
や
し
た
。
牛

の
食
欲
増
進
や
消
化
を
助
け
る
た
め
に

導
入
し
て
い
た
飼
料
に
混
ぜ
る
Ｅ
Ｍ
菌

は
、
自
家
培
養
し
て
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
も
し

た
。

　
「
毎
日
世
話
を
し
尽
く
し
た
か
わ
い
い

牛
を
、
余
す
こ
と
な
く
食
べ
て
も
ら
い

た
い
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
骨
や
皮
ま

で
も
」。
仲
間
に
思
い
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、

鉄
板
焼
き
屋
の
店
主
が
ハ
ツ
の
ス
テ
ー

キ
や
ホ
ル
モ
ン
料
理
を
、
カ
フ
ェ
の
店
主

は
牛
ス
ジ
を
煮
込
ん
だ
カ
レ
ー
を
考
案
。

ど
ち
ら
も
店
の
看
板
メ
ニ
ュ
ー
に
な
っ

た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に「
生
産
者
の
思

い
を
伝
え
る
場
を
作
り
た
い
」と
い
う
目

標
へ
と
育
っ
て
い
っ
た
。

　

２
０
１
５
年
春
、
３
人
は
株
式
会
社
Ｂ

Ｏ
Ｘ
を
立
ち
上
げ
、
ビ
ー
ル
と
ワ
イ
ン
の

専
門
店「
Ｂｏｏ
ｋｅｒ’ｓ
」を
窪
川
駅
前
の

学
園
通
り
に
開
店
し
た
。
肉
料
理
と
マ

ニ
ア
ッ
ク
な
お
酒
が
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ

足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
と
踏
ん
だ
か
ら

だ
。「
い
つ
か
は
窪
川
で
ス
テ
ー
キ
ハ
ウ

ス
を
」。
夢
は
膨
ら
む
。

株式会社 BOX を立ち上げた鉄板焼き屋コールマンの久保充さん（左）とアシアナカフェ
の岡本進さん（中央）。３人はよく店に集って作戦会議をしている。Booker's の最新情
報は Facebook をチェック！　http://www.facebook.com/bookers5530/

両親、家族と一緒に。知則さんは３児の父でもある。



　

旧
暦
6
月
23
日
に
あ
た
る
８
月
７
日
。
ヒ
グ

ラ
シ
の
声
に
誘
わ
れ
て
笹
集
落
へ
と
車
を
走
ら

せ
る
と
、
小
さ
な
提
灯
が
見
え
て
き
た
。
車
を

降
り
る
と
、
猛
暑
日
が
続
い
た
と
は
思
え
な
い

ほ
ど
、
ひ
ん
や
り
し
た
空
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。

　

境
内
に
５
ｍ
ほ
ど
の
竹
が
一
本
。
薄
暗
く
な

る
と
、
一
人
、
ま
た
一
人
と
竹
の
周
り
に
集
ま

り
輪
に
な
っ
て
踊
り
出
す
。
右
へ
３
歩
、
左
へ

３
歩
か
ら
始
ま
る
一
連
の
ス
テ
ッ
プ
は
30
秒
足

ら
ず
で
、「
は
っ
さ
ん
」「
ば
ち
ば
ち
」な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
る
。「
お
富
さ
ん
」や「
お
ど
る
ポ
ン
ポ

コ
リ
ン
」、
ど
ん
な
曲
に
も
合
う
不
思
議
な
ス

テ
ッ
プ
で
、
延
々
ル
ー
プ
で
踊
り
続
け
る
。

　

太
夫
の
森
安
正
芳
さ
ん（
67
）は
幼
少
時
代
を

振
り
返
る
。「
今
じ
ゃ
あ
、
３
軒
し
か
な
い
集
落

や
け
ん
ど
、
笹
は
道
が
交
わ
る
場
所
や
っ
た
。

昔
は
阿
波
か
ら
、
豊
永
か
ら
ど
っ
さ
り
娘
が
や
っ

て
き
て
、
笹
の
嫁
に
な
っ
た
も
ん
よ
」。「
ビ
ュ
ー

テ
ィ
フ
ル
サ
ン
デ
ー
」が
流
れ
る
と
、
く
る
り
と

回
る
ア
レ
ン
ジ
を
効
か
せ
て
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。

「
こ
り
ゃ
回
り
千
鳥
と
い
う
人
も
お
る
。
人
が
混

じ
っ
て
、
踊
り
も
音
楽
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

普
賢
様
を
背
負
っ
て
逃
げ
た
和
尚
の
墓
も
こ
こ

に
あ
る
き
、
み
ん
な
ぁ
で
踊
っ
て
鎮
め
る
が
よ
」。

　

夜
の
闇
が
深
ま
り
、
ス
テ
ッ
プ
が
こ
な
れ
て

く
る
と
、
Ｄ
Ｊ
の
森
安
健
児
さ
ん（
63
）が
古
い

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
セ
ッ
ト
す
る
。「
お
酒
飲
ま

せ
て
そ
の
あ
と
は
〜
」と
男
女
を
煽
る
よ
う
な
歌

詞
の「
ウ
ル
ト
ラ
Ｃ
で
や
り
ま
し
ょ
う
」や
、
バ

ブ
ル
期
の
ヒ
ッ
ト
曲「
Ｃ
Ｈ
Ａ_

Ｃ
Ｈ
Ａ_

Ｃ
Ｈ

Ａ
」、「
せ
ら
れ
ん
、
せ
ら
れ
ん
言
う
た
ろ
う
〜
」

と
い
う
土
佐
弁
の
ロ
ッ
ク
ま
で
。
勢
い
余
っ
た

踊
り
子
が
竹
を
ゆ
す
る
と
、
夜
露
が
降
り
落
ち
、

歓
喜
の
声
が
あ
が
る
。
ほ
と
ん
ど
人
が
住
ま
な

い
山
奥
に
、
手
を
打
つ
音
と
男
女
の
声
が
こ
だ

ま
す
る
。

　

ど
ん
な
曲
に
も
軽
々
と
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
笹

岡
洋
一
さ
ん（
34
）は
、
笹
出
身
の
父
親
に
連
れ

ら
れ
子
ど
も
の
頃
か
ら
こ
の
夏
祭
り
に
通
っ
て

き
た
。「
最
近
は
大
栃
の
湖
水
祭
り
が
人
気
で
す

が
、
夏
祭
り
と
い
え
ば
笹
の
お
祭
り
。
み
ん
な

で
踊
る
一
体
感
も
、
踊
り
終
わ
っ
た
後
の
爽
快

感
も
た
ま
り
ま
せ
ん
か
ら
」と
言
い
残
し
、
ま
た

踊
り
の
輪
の
中
へ
戻
っ
て
い
っ
た
。

普
賢
様
の
伝
説

笹
に
は
七
堂
伽
藍
の
立
ち

並
ん
だ
大
き
な
お
寺
が

あ
っ
た
が
、
長
宗
我
部
元

親
が
土
佐
の
国
を
統
一
す

る
と
、「
山
奥
に
こ
ん
な
大

き
な
お
寺
が
あ
っ
て
は
戦

略
上
お
も
し
ろ
く
な
い
」
と

焼
き
払
っ
た
。
徳
庵
和
尚

は
密
か
に
本
尊
の
普
賢
菩

薩
を
背
負
っ
て
逃
げ
た
が
、

の
ち
に
再
び
こ
の
地
に
帰

り
、
も
と
の
お
寺
の
あ
と

に
お
堂
を
建
て
た
。

　
　
　

（
村
の
あ
れ
こ
れ
／
松
本
実
）

高
知
と
徳
島
の
県
境
に
位
置
す
る

香
美
市
物
部
の
笹
集
落
。

数
人
し
か
住
ま
な
く
な
っ
た
集
落
に

一
夜
限
り
の
デ
ィ
ス
コ
が
現
れ
、

人
口
は
二
十
倍
に
も
膨
れ
あ
が
る
。

オンビキゾー、ホイホイ——。青空の下、法被姿の男性が茶色い瓶を引き、御神輿
を先導する。木花開耶姫命を祭神とする高知市介良の朝峯神社は、毎年十月の第三
日曜に※おなばれの日を迎える。

高知県立歴史民俗資料館 梅野光輿さん

今では秘境のような笹ですが、かつては宿屋や商店もあり、人や馬の

通る交通の要所でした。自動車が無かった時代は山越えが近道だった

のです。普賢堂の祭りもかつては大勢の人で賑わい、男女の出会いの

場でもありました。物部町にはこのような山里の踊りが久保堂の岡、

五王堂、黒代などに残っています。「お山のディスコ」として有名になっ

た大栃の湖水祭は年々若者が増え続け、今年は１万人の来場者があっ

たそうです。踊り方や歌は変わっても人々が集まり楽しむ祭りのスピ

リットはしっかり伝えられているのです。

ＤＪは年季の入ったカセットテープを操り、場を盛
り上げる。

「まだ半分ばぁテープが残っちゅう」と確認して、
踊りの輪に加わるＤＪ森安さん。

1819



土佐には古くから流されてきた人々がいた。
「どっちに付くのか？」「右か左か、前か後か？」
一歩間違えれば人生が大きく狂う、そんな瞬間が一生に一度はあるもの。
得か損か、信念を通すか曲げるか、迷いは深い。

安徳天皇

高知移住物語

其の

二

 ANTOKU TENNOU

落ち延びた？
覚えていないけど、ぼくは1180年、

満１歳４か月のとき

第81代の天皇になったんだ。

で、亡くなるのは1185年、

祖母に抱かれて三種の神器とともに海へ。

まだ６歳４か月、今で言えば

小学校へ入ったばかりだった。

この平家滅亡のシーンは涙を誘い、

歌舞伎にもなっているほどなんだって

後で聞いたよ。

す
ご
く
な
い
？

1
歳
で
天
皇
っ
て

21 20

　

ぼ
く
は「
女
の
子
」
？

　

１
歳
４
か
月
っ
て
「
若
す
ぎ
な
い
？
」
と
思
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
父
の
即
位
は
６
歳
７
か
月
、
そ
の
１
代
前
も
１
歳
に
満
た

な
い
ま
ま
の
即
位
で
、
後
白
河
天
皇
が
院
政
を
敷
い
て
い
た
か

ら
の
こ
と
ら
し
い
。
当
時
は
公
家
に
割
り
込
む
よ
う
に
武
家
が

大
き
く
台
頭
し
て
き
た
時
代
で
、
朝
廷
も
ど
っ
ち
に
付
く
か
の

混
乱
期
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

実
は
、
安
徳
帝
は
「
女
の
子
だ
っ
た
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

平
清
盛
が
娘
を
高
倉
天
皇
に
嫁
が
せ
た
も
の
の
、
生
ま
れ
た
の
が

女
の
子
だ
っ
た
の
で
、
継
承
権
を
得
よ
う
と
男
と
偽
っ
た
謀
は
か
り
ご
とで

は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
。
ま
あ
、
６
歳
く
ら
い
ま
で
は
男
か

女
か
は
疑
わ
れ
に
く
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

終
わ
り
が
始
ま
り

　

安
徳
帝
は
亡
く
な
る
と
き
も
「
女
の
子
」
だ
っ
た
？　
『
平
家

物
語
』
で
は
入
水
の
際
、
長
く
垂
ら
し
た
髪
を
少
年
ら
し
く
短

く
結
い
直
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
男
の
子
だ
っ

た
の
で
、
逃
げ
る
と
き
見
つ
か
り
に
く
く
す
る
た
め
女
の
子
を

装
っ
た
も
の
の
、
最
期
は
本
当
の
性
で
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

教
科
書
は
こ
こ
で
終
わ
る
が
、
土
佐
で
は
物
語
が
こ
こ
か
ら

始
ま
る
。
海
に
飛
び
込
ん
だ
と
き
、
安
徳
帝
は
す
で
に
す
り

替
わ
っ
て
い
て
、
平
家
一
門
約
300
名
と
と
も
に
１
１
８
５
年

４
月
、
壇
ノ
浦
か
ら
四
国
に
上
陸
し
、
徳
島
・
祖
谷
へ
入

り
、
高
知
・
西
熊
山
か
ら
山
嶽
沿
い
に
本
川
・
越え
り
も
ん

裏
門
を

経
て
、
椿つ
ば
や
ま山
、
別べ
っ
し枝
都
に
至
り
、
横
倉
山
に
た
ど
り
着
い

た
…
…
。

　

安
徳
帝
は
９
人
い
た
？ 

　

こ
れ
は
、
も
っ
と
も
有
力
と
さ
れ
る
越
知
に
残
る
伝

説
。
し
か
し
！　

安
徳
帝
・
平
家
一
門
が
落
ち
延
び
て

き
た
と
い
う
伝
説
は
高
知
の
山
嶽
沿
い
に
多
数
あ
る
。

安
徳
帝
が
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
陵
が
あ
る
と
す
る

も
の
は
越
知
町
を
は
じ
め
、
香
美
市
５
、
大
豊
町
１
、
仁

淀
川
町
１
、
土
佐
清
水
市
１
、
と
９
つ
は
あ
り
、
平
家
が

来
た
と
い
う
話
は
全
域
に
広
が
っ
て
い
る
。（
地
図
参
照
）

安徳天皇御影：横倉山自然の森博物館所蔵（模写・複製）

　

源
氏
も
流
さ
れ
て
い
た

　

遡
る
こ
と
20
年
。
平
治
の
乱（
１
１
５
９
）で
源
義
朝
は
敗
北
、

長
男
・
頼
朝
は
伊
豆
へ
、
５
男
・
希
義
は
土
佐
へ
配
流
さ
れ
た
。

源
氏
再
興
を
謀
ら
ん
と
し
て
い
た
希
義
は
頼
朝
の
決
起
を
聞
い

て
馳
せ
参
じ
よ
う
と
し
た
が
、
土
佐
の
平
家
方
に
知
れ
、
途
中

で
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

利
害
も
理
想
も
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
り
な
が
ら
も
国
の
あ
り
方

の
主
導
権
を
取
ろ
う
と
仕
掛
け
て
、
敗
れ
た
ら
逃
げ
る
か
、
捕

え
ら
れ
て
流
さ
れ
る
。
し
か
し
、
屈
辱
の
地
は
リ
ベ
ン
ジ
の
計

画
を
温
め
る
地
で
も
あ
っ
た
。

　

平
家
伝
説
の
謎

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
平
家
の
落
人
伝
説
は
高
知
に
広
く
残
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
今
で
も
訪
れ
る
こ
と
が

難
し
い
深
い
山
々
に
あ
る
場
合
が
多
い
。

　

普
通
、
海
側
か
ら
川
を
さ
か
の
ぼ
る
形
で
文
化
が
広
が
る
が
、

土
佐
は
海
側
か
ら
だ
け
で
な
く
山
側
か
ら
も
開
け
た
、
と
言
わ

れ
て
い
る
。
山
嶽
地
帯
に
落
ち
延
び
て
き
た
人
々
が
、
刀
を
鍬く
わ

に
持
ち
替
え
て
、
山
を
拓
き
焼
畑
を
始
め
、
暮
ら
し
の
基
盤
を

築
い
た
跡
が
広
く
あ
る
。

　

高
い
教
養
や
文
化
を
広
め
、
先
祖
を
想
う
祭
事
を
興
し
、
土

地
に
溶
け
込
み
、
耕
し
続
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
誇
り
と
反
骨

精
神
に
支
え
ら
れ
て
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　越知町横倉山には宮内庁が認める安徳天皇御陵参考
地があります。その他の参考地山口、熊本、鳥取、長崎・
対馬の全てを訪れましたが、ここ横倉山がもっともふ
さわしい規模があり佇まいが最高だと思います。鳥居
も天皇家を祀る時の独特の形で、石段は歴代の御陵の
一部と同じくまっすぐではなく「く」の字に曲がってい
るんです。
　平清盛の４男・知盛が阿波の豪族・田口氏と企てて、
もともと平家派が多かった土佐の西部へ天皇を導いた
のではないでしょうか。30年前の調査では、越知に
80人以上の従臣の墓が見つかっています。
　私はどうも源氏の子孫らしいのですが……。

土佐清水市大月町

三原村

宿毛市

四万十市 黒潮町

四万十町

梼原町

中土佐町

津野町
須崎市

土佐市佐川町

越知町
仁淀川町

日高村

いの町

高知市

土佐町

大川村
本山町

南国市

大豊町

香美市

香南市

芸西村
安芸市

馬路村

安田町

田野町 奈半利町

北川村 東洋町

室戸市

鵜来島

沖ノ島

姫島 浦葵島

大川内

別枝都

大ボシ山

宮の奈呂
（川の内）

平家ノ森
（槇山）

五在所山
鉢ヶ森

高板山
横倉山

澤田泰彦さん（越知平家会 事務局長）

 高知に残る平家伝説
　は、安徳帝が亡くなったという伝説があるところ。
●は、平家の落人が一時滞在したという伝説があるところ。

「高知の研究（第７巻）」「日本伝説大系（第12巻）」また高知県内の市町村史を参考に、とさぶし編集部が作成。



詳しくは　tosabushi.com　または「とさぶし」で検索！

安芸市赤野 大元神社、住吉神社
2015年 10月11日

赤野獅子舞

貝ノ川ヘイチャン

午前11時頃に大元神社からお神輿が出発し、
住吉神社近くの浜で12時30分頃から
獅子舞が奉納される。

土佐清水市貝ノ川　天満宮
2015年 10月25日
正午からお神輿が地域をまわったあと、
午後１時30分頃からヘイチャンが奉納される。

斗賀野花取り踊り
佐川町斗賀野　白倉神社、美都岐神社
2015年 11月12日
午前９時 30 分頃から白倉神社で花取り踊りを奉納し、
午後からは美都岐神社で奉納される。

とさぶし12号の特集で紹介したお祭りは

これから行けるものばかり。

日

日

木

木火

水

水

地域の青年が支える晴れの舞台を

見に行ってみませんか？

リニュー
アルした

、

とさぶし
WEBが

便利！

仁淀川町別枝　秋葉神社
2016 年 2月 9日　　～11日

山北棒踊り
香南市香我美町山北　浅上王子宮
2015年 11月18日
午後1時30分頃から棒踊りが奉納される。

秋葉祭り

11日の午前 8 時頃に岩屋神社を出発して午後 3 時に
秋葉神社に着くまでの道中、鳥毛ひねりが奉納される。

下津井仁井田神社大祭
四万十町下津井　仁井田神社
2015年 11月25日
午前９時頃から12時頃まで牛鬼が地区をまわる。
午後 2時頃からは花取り踊りが奉納される。

“あだたんNEWS”は
冊子で紹介しきれなかった
はみだし情報や、
特派員の連載記事などが
続々と更新されています！

タグ検索で気になる記事が
絞りこめる！

新たに搭載したとさぶしMAPは、
地図から記事が読めるだけではなく
GoogleMapと連携して、
ボタン一つでナビ画面へ。
祭りの会場も掲載しています！

窪川牛すき焼き用

　　　　1 万円分　１名様

山北みかん　５kg箱　１名様

玉屋の 

あられセット　５名様

沢渡大福と沢渡茶セット　３名様　

ご応募の際にはアンケートにお答えください。
今回の逸品は……

応募は ＷEBサイト 
http : //tosabushi .com

TOPページ
「ぶしからの贈り物」から　

応募締切
2015年11月末

1
Presents

2
Presents

3
Presents

4
Presents

5
Presents窪川牛ですき焼きパーティ！　

注意：生肉でのお届けになります。

とさぶし特注の世界に１つだけの
キャンドルグラス。

日当りのいい山北で育った露地栽培のみかん。

白あんに茶葉を混ぜ込んだ大福です。
ティータイムにいかが？

明治時代と同じ味の玉あられと、
ラズベリー味の彩あられをセットで。

※当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

moritakeglass の

キャンドルグラス　１名様

窪川牛ですき焼きパーティ！　

23 22


