
集
落
に

人
を
呼
び
込
む

祭
り
の
力

地
域
は
舞
台

過
疎
と
高
齢
化
に
悩
む
限
界
集
落
。

祭
り
を
守
る
た
め
に
、

祭
り
を
外
に
向
か
っ
て
開
く
決
断
を
し
た
。

秋
葉
祭
り

（
高
知
県
吾
川
郡
仁
淀
川
町
）

秋葉祭り
土佐三大祭りのひとつであり、高知県保護
無形民俗文化財である。2月11日、建国記
念の日に開催される“練り”と呼ばれる華
麗な行列には、1万人の観光客がつめかけ
る。しかし祭りが催されるのは標高700～
1000メートルのいわゆる限界集落。秋葉
神社祭礼練り保存会では、1975年、祭り
で重要な役割を果たす子ども達を、他地区
の小学校から借りてくることを決断。今で
はその子ども達が成長して祭りの中核を担
い、祭りを縁に集まった人々が、祭りと地
域の活性化のために尽力している。2010
年、サントリー地域文化賞受賞。



風
景
の
中
に
家
や
茶
畑
が
点
在
し
、
そ
れ
ら

を
細
い
坂
道
が
結
ん
で
い
る
。
同
じ
県
内
で

も
、
高
知
市
内
中
心
部
に
比
べ
る
と
、
こ
こ

は
別
世
界
。

こ
の
集
落
こ
そ
は
、
土
佐
三
大
祭
り
の
ひ

と
つ
と
言
わ
れ
る
秋
葉
祭
り
の
舞
台
で
あ
る
。

年
に
一
度
の
祭
り
の
日
に
は
、
人
口
百
人

に
満
た
な
い
こ
の
村
で
総
勢
二
百
名
の
大
行

列
を
行
い
、
一
万
人
の
見
物
客
が
訪
れ
、
日

頃
静
か
な
村
の
道
路
は
数
千
台
の
自
家
用
車

と
観
光
バ
ス
で
埋
め
尽
く
さ
れ
渋
滞
を
引
き

起
こ
す
と
い
う
。

ア
ク
セ
ス
も
決
し
て
良
い
と
は
言
え
な
い

山
奥
の
集
落
に
、
人
口
の
百
倍
も
の
人
数
を

呼
び
込
む
祭
り
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。

二
百
年
以
上
の
伝
統
を
持
つ
秋
葉
祭
り
は
、

地
域
の
氏
神
で
あ
る
秋
葉
神
社
の
御
神
体
が
、

地
区
内
の
祭
神
ゆ
か
り
の
地
を
三
日
間
か
け

て
神
幸
す
る
大
祭
で
あ
る
。
最
終
日
の「
練

り
」と
呼
ば
れ
る
大
行
列
は
と
り
わ
け
有
名

切
り
立
っ
た
山
々
の
稜
線
が
幾
重
に
も
続

く
四
国
山
地
の
山
道
を
、
車
は
延
々
走
り
続

け
る
。
や
が
て
大
き
な
ダ
ム
を
越
え
、
さ
ら

に
少
し
進
む
と
、
急
な
斜
面
の
中
腹
に
突
然

集
落
が
現
れ
た
。

高
知
県
吾
川
郡
仁
淀
川
町
別べ

っ

枝し

地
区
。
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
高
低
差
で
縦
方
向
に
広
が
る

で
、
こ
れ
を
目
当
て
に
大
勢
の
見
物
客
が
集

ま
る
。
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
祭
り
ゆ
え
、

ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
の
数
の
多
さ
も
半

端
で
は
な
く
、
こ
の
日
一
日
、
村
は
熱
気
に

包
ま
れ
る
。

練
り
の
花
形
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
鳥と

り

毛け

ひ
ね
り
だ
ろ
う
。
火
事
装
束
の
若
者
が
、
二

人
一
組
で
舞
い
な
が
ら
、
長
さ
六
・
五
メ
ー

ト
ル
の
鳥
毛
と
い
う
毛
槍
を
交
互
に
投
げ
合

う
。
鳥
毛
の
先
に
は
、
東
天
紅（
高
知
県
原

産
の
鳥
で
天
然
記
念
物
）の
尾
羽
で
作
っ
た

大
き
な
冠
飾
り
が
付
い
て
い
る
。
試
し
に
持

た
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
重
量
は
さ
ほ
ど
で
も

な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ

て
垂
直
に
持
ち
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
鳥

毛
ひ
ね
り
で
は
こ
れ
を
垂
直
に
立
て
た
状
態

で
、
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
相
方
に
投
げ
渡
す
。

受
け
る
方
は
、
飛
ん
で
き
た
鳥
毛
を
ジ
ャ
ン

プ
し
て
掴
み
取
り
、
着
地
と
同
時
に
体
を
く

る
り
と
反
転
さ
せ
て
肩
に
担
ぎ
、
体
重
を
か

け
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
、
倒
さ
ぬ
よ

春まだ浅い仁淀川町別枝地区。人口72人、高齢化率は76％を越える。

（上）練りの終着地点・秋葉神社で披露される「鳥毛ひねり」。（下左）鳥毛役は
子ども達の憧れの的。（下中）土佐山内家の大名行列で使われた大鳥毛を模し
た鳥毛。（下右）鳥毛をキャッチする側は、ひねりを利かせた独特の舞いを舞う。
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う
に
持
ち
堪
え
る
。　

ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
成
功
す
る
と
、
観
客
か
ら
は
拍
手
喝
采
、

ど
よ
め
き
が
沸
き
起
こ
り
、
カ
メ
ラ
マ
ン
達

の
切
る
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
音
が
シ
ャ
ワ
ー
の
よ

う
に
降
り
注
ぐ
。
観
衆
の
注
目
を
浴
び
な
が

ら
大
技
を
披
露
す
る
踊
り
手
の
若
者
は
、
甲

子
園
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
晴
れ
や
か
な

存
在
だ
。

武
者
姿
の
子
ど
も
達
が
奉
納
す
る
太
刀
踊

り
も
人
気
が
あ
る
。
小
学
校
低
学
年
の
子
ど

も
達
が
刀
を
、
少
し
上
の
年
齢
の
子
ど
も
達

が
竹
製
の
踊
り
棒
を
そ
れ
ぞ
れ
手
に
し
、
渡

り
合
い
な
が
ら
踊
る
。
太
鼓
や
笛
の
お
囃
子

に
合
わ
せ
て
小
さ
な
武
士
達
が
踊
る
姿
は
あ

ど
け
な
く
可
愛
ら
し
い
が
、
使
わ
れ
て
い
る

刀
は
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
は
な
く
、
非

常
に
良
く
切
れ
る
真
剣
だ
。
音
頭
が
終
わ
る

と
、
ホ
ラ
貝
を
吹
き
鳴
ら
す
音
を
合
図
に
刀

と
踊
り
棒
を
一
斉
に
ぶ
つ
け
あ
い
、
踊
り
棒

は
ス
パ
ッ
と
裁
ち
落
と
さ
れ
る
。

裁
ち
落
と
さ
れ
た
踊
り
棒
は
、
火
事
除
け

の
お
守
り
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
た
め
、
ひ
ょ

っ
と
こ
の
面
を
か
ぶ
っ
た
油
売
り（
商
人
）

な
ど
が
こ
れ
を
観
客
に
売
り
歩
く
。

踊
り
以
外
に
も
メ
イ
ン
の
神
輿
、鼻は

な

高た
か（
天

狗
面
）、
悪
魔（
鬼
面
）、
獅
子
舞
、
狐
な
ど
、

盛
り
沢
山
な
祭
り
の
要
素
が
賑
や
か
に
登
場

す
る
秋
葉
祭
り
は
、
日
本
の
祭
り
の
集
大
成

と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
盛
り
上
が
り

の
一
方
で
、
地
域
の
抱
え
る
過
疎
高
齢
化
問

題
は
、
深
刻
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

別
枝
地
区
を
構
成
す
る
三
つ
の
集
落
、
本

村
・
沢
渡
・
霧
ノ
窪
で
は
、
こ
の
三
十
年
近

く
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
で

笑いの渦を巻き起こすひょうきんな
「油売り」。

練りの行列がスタート
する岩屋神社。

太刀踊りの子ども達の
全員が、人口が多い他
地区の子ども達だ。

「キョウサー、キョウサー」の掛け声のもと、左右に激しく揺
さぶられる荒神輿。神輿守りの男たちも、ほとんどが外部か
らの助っ人である。

行列の進行全体を見守り、采配を振るうのは「鼻高」の役割。
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連絡先：仁淀川町産業建設課
〒781-1592
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は
踊
り
手
を
は
じ
め
、
参
加
者
の
多
く
を
近

隣
集
落
か
ら
集
め
て
い
る
。
観
光
地
の
集
客

イ
ベ
ン
ト
的
性
質
の
祭
り
は
別
と
し
て
、
こ

の
よ
う
な
小
さ
な
集
落
の
リ
ア
ル
な
神
事
と

し
て
の
祭
り
に
、
共
同
体
外
部
の
人
間
が
多

く
参
加
す
る
こ
と
は
珍
し
い
。
し
か
し
こ
こ

で
は
存
続
す
る
知
恵
と
し
て
、
祭
り
は
外
へ

向
け
て
開
か
れ
た
。

「
昔
は
子
ど
も
が
多
く
、
踊
り
た
く
て
も
長

男
し
か
出
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
兄
弟
で
交
互

に
踊
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
が
…
…
」

祭
礼
練
り
保
存
会
の
前
会
長
、
吉
岡
郷
継

氏
は
話
す
。

「
祭
り
自
体
は
こ
の
先
ま
だ
三
十
年
は
続
け

て
は
い
け
る
で
し
ょ
う
が
、
肝
心
の
集
落
が
、

現
状
で
は
あ
と
何
年
持
つ
の
か
わ
か
ら
な

い
。
住
む
人
が
い
な
く
な
り
、
集
落
が
消
滅

す
れ
ば
、
こ
こ
は
た
だ
の
山
に
な
っ
て
し
ま

う
。
た
だ
の
山
の
中
で
行
列
だ
け
が
残
っ
て

も
、
そ
れ
は
祭
り
と
は
い
え
な
い
し
、
や
る

意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」

（上）行列の参加者、関係者に振舞われる酒
とさわち料理。（下2点）「えんこ巌」をはじめ、
地域おこしのグループや役場、農協なども、
様々な形で祭りに関わっている。

語
り
口
調
は
穏
や
か
だ
が
、
そ
の
言
葉
は

切
実
だ
。

別
枝
地
区
は
、
か
つ
て
三み

つ

椏ま
た

産
業
を
主
な

現
金
収
入
源
と
し
て
栄
え
た
が
、
昭
和
三
十

年
代
、
三
椏
を
原
料
と
す
る
百
円
札
が
百
円

硬
貨
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
、
そ
の
価
格

は
暴
落
し
、
多
く
の
住
民
が
外
部
へ
の
転
出

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
急
激
な
過
疎
化
が
始
ま

っ
た
。
さ
ら
に
時
が
立
つ
と
、
高
齢
化
も
進

ん
だ
。

住
民
も
、
状
況
に
た
だ
甘
ん
じ
て
い
た
訳

で
は
な
い
。

「
秋
葉
ま
つ
り
の
里
を
元
気
に
す
る
会　

え

ん
こ
巌
」と
い
う
組
織
が
あ
る
。
祭
り
の
運

営
に
か
か
わ
る
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
立
ち

上
げ
た
こ
の
会
は
、
県
外
に
暮
ら
す
地
元
出

身
者
と
連
絡
を
と
り
、
地
域
に
戻
っ
て
き
や

す
い
環
境
を
整
え
た
り
、
作
物
の
共
同
生

産
・
販
売
や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
地
域
の
活

性
化
を
計
る
。
祭
り
に
魅
せ
ら
れ
こ
の
地
に

移
住
し
て
き
た
東
京
出
身
の
若
い
女
性
も
中

心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、「
仲

間
を
増
や
そ
う
」と
い
う
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
少
し
づ
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
確
か
に

実
を
結
ん
で
い
る
。

Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き
た
人
も
い
る
。
練
り
保

存
会
会
長
の
片
岡
和
憲
氏
も
そ
の
ひ
と
り
。

時
代
を
越
え
て
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
続

け
る
秋
葉
祭
り
は
、
外
部
か
ら
人
を
呼
び
込

む
だ
け
で
な
く
、
一
度
は
故
郷
を
離
れ
た
人

を
も
呼
び
戻
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
い
る
人
を

留
め
る
効
果
も
あ
る
だ
ろ
う
。
別
枝
地
区
の

集
落
が
、
十
年
後
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て

い
る
の
か
、
正
直
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
祭
り
を
通
じ
て
土
地
に
心
を
寄
せ
る

人
々
が
い
る
限
り
、
そ
の
祭
り
に
は
地
域
を

活
か
す
力
が
あ
る
と
私
は
信
じ
た
い
。

 

撮
影
・
文　

桑
田
瑞
穂

（上）アップテンポの囃子にのり、狐面、油売り、獅子が神楽を舞う。
（下）練りの到着を待つ観客に、油売りがお守りを売り、場をつなぐ。

146地域は舞台147 集落に人を呼び込む祭りの力


