


関
東
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
が
、
転
職
で
徳

島
に
引
っ
越
し
て
来
て
か
ら
6
年
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
i
タ
ー
ン
組
と
い
う
や
つ
だ
。
そ
ん

な
他
所
者
が「
あ
わ
わ
」に
徳
島
県
内
の
紹
介

記
事
を
書
く
こ
と
に
な
った
。

「
住
め
ば
都
」
と
い
う
諺
が
あ
る
が
、
そ
の

土
地
に
長
く
住
ん
で
い
る
と
、
自
分
の
身
の

回
り
に
あ
る
も
の
が
世
の
中
の
標
準
だ
と
思

え
て
し
ま
う
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
他
所
か
ら

来
た
者
に
と
って
は
、
生
粋
の
阿
波
っ子
に
は

あ
り
ふ
れ
て
見
え
る
風
景
が
い
ち
い
ち
珍
し
い

の
で
あ
る
。
こ
の
連
載
で
は
、
日
常
の「
す
き

ま
」
に
ひ
そ
む
カ
ル
チ
ャ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
的
な
物

件
に
焦
点
を
当
て
て
紹
介
し
て
い
こ
う
と
思

う
。
そ
の
第
一
回
と
し
て
、
道
ば
た
に
あ
る

小
さ
な
城
を
紹
介
し
て
み
た
い。

眉
山
の
ふ
も
と
、佐
古
一
番
町
。
私
が「
ハ

ギ
レ
横
丁
」と
呼
ぶ
一
角
に
そ
の
城
は
建
って

い
る
。
高
さ
は
1
･
5
m
ほ
ど
で
モ
ル
タ
ル

造
。
4
層
の
大
天
守
、
3
層
の
小
天
守
、
隅

櫓
か
ら
な
る
山
城
形
式
の
城
だ
。
こ
れ
を
築

城
し
た
の
は
、近
く
に
あ
った
銭
湯
の
ご
主
人

な
の
だ
と
い
う
。
城
だ
け
で
な
く
お
寺
も
好

き
だ
った
よ
う
で
、
近
く
の
薮
を
よ
く
探
す
と

氏
が
建
立
し
た
と
お
ぼ
し
き
寺
院
や
鐘
つ
き

堂
も
見
つ
か
る
。
さ
ら
に
お
宅
の
庭
に
は
日

光
東
照
宮
の
陽
明
門
が
建
って
いる
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
阿
波
市
吉
野
町
柿

原
の
街
道
沿
い
に
あ
る
城
。
城
の
前
に
は
石

碑
が
あ
って
道
か
ら
は
気
付
き
に
く
いが
、
緑

色
の
瓦
に
真
っ
赤
な
軒
と
い
う
道
教
寺
院
の

よ
う
な
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
は
鮮
烈
だ
。
天
守
台

の
下
部
は
盛
り
土
に
な
って
いる
の
で
、
平
山

城
形
式
と
し
て
お
こ
う
。
こ
の
城
の
特
徴
は

屋
根
の
裏
側
の
垂
木(

た
る
き)

が
作
り
込
ん

で
あ
る
こ
と
だ
。
吉
野
川
市
や
石
井
町
の
神

社
を
巡
る
と
、
と
て
も
精
巧
に
出
来
た
モ
ル

タ
ル
造
の
末
社
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
の
城
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
ど
こ
と
な
く
神
社

の
小
祠
を
思
わ
せ
る
。

最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、
つ
る
ぎ
町
貞
光

浦
山
の
農
家
の
倉
庫
の
横
に
あ
る
城
だ
。
築

城
し
た
の
は
上
板
町
に
住
む
人
で
、
こ
の
農

家
の
ご
主
人
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
人
だ
と
い

う
。
こ
の
城
の
モ
デ
ル
は
お
そ
ら
く
大
阪
城

で
は
な
い
か
と
思
う
。
典
型
的
な
平
城
で
あ

る
。
5
層
の
壮
大
な
天
守
閣
で
3
層
か
ら
4

層
へ貫
く
大
き
な
千
鳥
破
風
が
特
徴
的
だ
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
紹
介
し
た
3
つ
の
城
の

写
真
を
見
る
と
、
あ
る
共
通
点
に
気
が
つ
く
。

作
者
も
造
形
ス
タ
イ
ル
も
異
な
る
の
に
、ど
の

城
も
小
天
守
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
作

者
た
ち
は
天
守
閣
だ
け
の
城
に
は
リ
ア
リ

テ
ィ
が
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
き
ま

物
件
観
賞
の
醍
醐
味
は
、
ど
う
で
も
い
い
よ

う
な
共
通
性
の
発
見
に
よ
る
体
系
化
と
、
ど

う
で
も
い
い
よ
う
な
差
異
に
も
と
づ
く
評
価

基
準
の
確
立
に
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
ど

う
や
ら
小
天
守
の
存
在
は
小
さ
な
城
観
賞
に

お
いて
重
要
な
ポ
イ
ント
と
な
り
そ
う
だ
。
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は
じ
め
に

▲ 眉山城･小天守
威風堂々たる城だ。こうして見ると
ミニチュアとは思えない迫力。

■阿波市吉野町柿原
モルタルで精巧に作られたシャチホ
コがかわいい。軒の裏側にみえる
櫛の歯状の材(垂木:たるき)まで、モ
ルタルで作ってあるのがすごい。

眉
山
城

柿
原
城

浦
山
城

▲ 眉山城･三重塔
なぜか城内に三重塔が建っている。
これはあとから移築されたものかも
知れない。

▲ 眉山城･小天守の欄干
欄干の擬宝珠や風鐸まで再現して
ある。ただし欄干の内側に破風が
ある造りはちょっと不自然だ。

▲ 眉山城･遠景
城は遍路道に面している。何十年
もこの場所でお遍路さんを見守り続
けてきたのだろう。

▲ 眉山城･謎の廃寺
眉山城近くの薮を探すと、いくつも
のお堂が見つかる。

▲ 眉山城･陽明門
もと銭湯だったという城主のお宅に
ある。日光東照宮の陽明門のミニ
チュア。これは力作だ。

▲ 浦山城･大天守
天守台の石垣が丹念に作られてい
る。巨大千鳥破風と、2連の千鳥破
風は大阪城を思わせる。

▲ 眉山城小天守
メンテナンスを怠ると、城の中から
植物が生えてくるというアクシデン
トも発生。

▲ 浦山城･小天守
造形は小天守のほうが精巧だ。後
から作ったのだろうか。大棟や下り
棟の瓦のリアリティがすごい。

▲ 柿原城･全景
石碑の後ろにあるため、気付きにく
い。右側の垣根の上に小天守の屋
根が見える。



日
本
に
は
1
億
人
以
上
の
人
間
が
住
ん
で

い
る
。
そ
の
中
に
は
神
様
や
幽
霊
が
見
え
る

と
い
う
人
も
た
ぶ
ん
1
万
人
く
ら
い
は
い
る
の

で
は
な
いだ
ろ
う
か
。
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
の

人
生
で
霊
が
見
え
る
と
い
う
人
に
は
何
人
か

会
った
こ
と
が
あ
る
。
だ
が「
道
ば
た
で
時
計

台
を
見
か
け
る
」
と
言
う
人
に
は
出
会
っ
た

こ
と
が
な
い。
今
回
は
幽
霊
よ
り
も
見
え
に

く
い「
時
計
台
」
に
つ
いて
紹
介
し
よ
う
。

J
R
徳
島
線
下
浦
駅
を
降
り
て
道
な
り
に

北
へ進
む
と
国
実
八
幡
神
社
の
瑞
垣
に
突
き

当
た
る
。
時
計
台
は
T
字
路
の
真
正
面
の
見

つ
け
や
す
い
場
所
に
建
って
い
る
。
だ
が
ど
れ

だ
け
の
人
が
時
計
台
に
気
付
い
て
い
る
だ
の

だ
ろ
う
。
目
に
映
る
も
の
を
理
解
出
来
な
け

れ
ば
、
そ
れ
は
見
え
な
いの
と
同
じ
な
の
で
あ

る
。
時
計
台
は
モ
ル
タ
ル
の
洗
い
出
し
仕
上

げ
で
、
丸
首
型
と
し
て
は
例
を
見
な
い
ほ
ど

精
巧
に
で
き
て
い
る
。
国
の
有
形
登
録
文
化

財
に
し
て
も
よ
いレ
ベル
の
物
件
と
思
う
。
皇

紀
2
6
0
0
年(

昭
和
15
年)

を
記
念
し
て
建

て
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
は
日
中

戦
争
の
最
中
で
あ
り
、
祭
典
は
戦
意
高
揚
の

た
め
の
祝
賀
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
計
台

の
随
所
に
海
軍
の
シ
ンボ
ル
が
施
さ
れ
て
いる

の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

時
計
台
の
建
立
に
は
3
回
の
ブ
ー
ム
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
の
ブ
ー
ム
は

戦
前
の
軍
国
主
義
の
地
域
的
依
り
代
と
し

て
。
第
2
の
ブ
ー
ム
は
高
度
経
済
成
長
時
代

の
学
校
へ寄
贈
。
い
ず
れ
も
世
の
中
が
ひ
と
つ

の
方
向
を
向
い
た
お
祭
り
ム
ー
ド
の
時
期
だ

と
い
う
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
。
第
3
の

ブ
ー
ム
は
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
で
、
自
治
体
や
奉
仕
団
体
等
が
建
立

し
て
い
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
に
情
念
が
感
じ
ら
れ

ず
、
観
賞
の
対
象
と
し
て
は
や
や
不
適
と
言

え
よ
う
。
私
が
特
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
今

回
紹
介
す
る
の
は
第
1
次
ブ
ー
ム
、
す
な
わ

ち
軍
国
主
義
時
代
の
遺
構
と
し
て
の
時
計
台

で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
時
計
台
は
全
国
で
確

認
で
き
、
そ
の
様
式
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
いる
。

撫
養
街
道
を
市
場
か
ら
阿
波
町
に
入
って
、

旧
道
を
進
む
と
、
交
差
点
の
角
に
ぼ
ん
ぼ
り

型
の
時
計
台
が
あ
る
。
こ
の
時
計
台
の
定
礎

は
昭
和
4
年
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
昭

和
3
年
末
の
昭
和
天
皇
の
即
位
式
典(

御
大

典)

を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

私
が
初
め
て
時
計
台
と
い
う
も
の
に
気
付
い

た
の
は
埼
玉
県
で
見
か
け
た
ぼ
ん
ぼ
り
型
の

時
計
台
だ
った
の
で
、ぼ
ん
ぼ
り
型
に
は
個
人

的
に
は
思
い
入
れ
が
深
い。
勝
命
の
時
計
台

は
公
民
館
の
一
角
の
よ
う
な
場
所
に
あ
る
が
、

建
物
の
補
修
や
建
替
え
に
と
も
な
っ
て
取
り

壊
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
心
配
な
物
件
だ
。

椿
泊
と
い
え
ば
出
格
子(

で
ご
う
し)

の
古
い

町
並
み
が
見
ど
こ
ろ
な
の
だ
が
、見
逃
せ
な
い

の
が
佐
田
神
社
門
前
の
時
計
台
だ
。
形
態
は

石
碑
型
で
定
礎
に
よ
れ
ば
御
大
典
記
念
と

な
っ
て
い
る
。
昭
和
の
初
期
は
椿
泊
が
遠
洋

漁
業
で
最
も
栄
え
た
時
代
で
、
現
在
の
出
格

子
の
町
並
み
が
成
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
。

ア
ー
ル
デ
コ
と
古
典
復
古
様
式
の
影
響
を
受

け
た
デ
ザ
イ
ン
は
い
か
に
も
昭
和
初
期
と
い
う

感
じ
。
椿
泊
の
歴
史
を
物
語
る
物
件
と
も
言

え
る
。
末
長
く
残
って
欲
し
いも
の
だ
。

私
は
こ
れ
ま
で
県
内
を
詳
し
く
探
し
た
つ

も
り
だ
が
、
ま
だ
戦
前
の
時
計
台
が
残
って
い

る
可
能
性
は
あ
る
。
神
社
な
ど
に
残
っ
て
い

る
時
計
台
を
ご
存
知
の
方
が
お
ら
れ
た
ら
ぜ

ひ
知
ら
せ
て
欲
し
い。
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時
計
台
と
は

▲ 国実の時計台
この道を通る人の何%に、この時計
台が「見えている」のだろうか。

■国実の時計台
すごく精巧な造形。徳島を代表
する時計台といっていいだろう。
国の登録有形文化財にしてもよ
いレベル。

国
実
の
時
計
台

勝
命
の
時
計
台

椿
泊
の
時
計
台

▲ 勝命の時計台
時計台はこんな辻にさりげなく建て
られている。

▲ 椿泊の時計台
神社で境内にアールデコ様式のモ
ニュメントを見かけることは意外に
多い。ほとんどは戦前の国家神道
の時代の遺構なのだ。

▲ 椿泊の時計台･背面
背面には階段がある。
かつては定期的に人がゼンマイを巻
いたのだろう。

▲ (参考) 丸首型時計台
香川県高松市。国実時計台と同じ
「丸首型」。戦前のものと言われて
いて、おそらくご大典記念で建てら
れたと推測される。支柱には「時を
大切に」と書かれているのがおもし
ろい。

▲ (参考) ぼんぼり型時計台
埼玉県飯能市。勝命時計台と同じ
「ぼんぼり型」。支柱に「御大典記
念」と書かれている。山奥の三差路
の辻にある。時計台はY字路やT字
路に作られることが多いようだ。

▲ (参考) 石碑型時計台
埼玉県小川町。椿泊時計台と同じ
「石碑型」。戦前からアリ、一度自
動車事故で破損して修理されたも
のだという。ここも古い道の分岐
点。こうしたY字路は、古来から特
別な場所とされてきた。

◀ 

勝
命
の
時
計
台

「
勝
命(

か
つ
み)

本
村
青
年
区
會
昭
和
四
年
之
を
建
て
る
」

と
あ
る
。
時
計
が
無
く
な
っ
て
い
る
の
が
淋
し
い。
ぜ
ひ

取
り
付
け
て
ほ
し
いも
の
だ
。



徳
島
県
の
古
い
映
画
館
と
言
え
ば
、
脇
町

の
オ
デ
オ
ン座
、貞
光
町
の
貞
光
劇
場
、神
山

町
の
寄
居
座
を
取
り
上
げ
る
の
が
相
場
だ
。

し
か
し
県
内
に
は
他
に
も
古
い
映
画
館
が

残
って
いる
。

J
R
板
東
駅
の
駅
前
に
「KIRAKUZA

」

と
い
う
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
を
掲
げ
た
建
物
が
あ

る
。
喜
楽
座
と
い
う
芝
居
小
屋
で
、
後
に
映

画
館
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
ク
リ
ー
ム
色
の

モ
ル
タ
ル
や
ア
ー
ル
デ
コ
風
デ
ザ
イ
ン
は
大
正

時
代
の
流
行
だ
。
調
べ
て
み
る
と
実
に
大
正

1
5
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
オ

デ
オ
ン
座
が
昭
和
9
年
、
貞
光
劇
場
が
昭
和

7
年
だ
か
ら
、
喜
楽
座
は
県
内
最
古
の
劇
場

建
築
な
の
で
あ
る
。
も
し
内
部
の
保
存
状
況

が
良
い
な
ら
、
将
来
は
市
指
定
文
化
財
に

な
って
も
お
か
し
く
な
い
建
物
だ
。
も
っと
も

昨
今
の
地
方
交
付
税
削
減
下
で
は
、
自
治
体

が
大
物
の
有
形
文
化
財
を
新
規
に
選
定
す
る

こ
と
に
期
待
は
で
き
な
い。
こ
の
よ
う
な
未

来
に
残
し
て
ゆ
け
な
い
風
景
は
、
文
化
財
よ

り
も
貴
重
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。※

残
念
な
が
ら
2
0
1
0
年
現
在
、こ
の
建
物
は
も
う
取
り
壊
さ

れ
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い。

阿
波
市
役
所
前
か
ら
鳴
門
池
田
線
を
東
へ

少
し
行
った
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
加
茂
座
だ
。

建
った
の
は
戦
前
。
開
業
当
時
は
芝
居
小
屋

を
兼
ね
て
い
て
座
布
団
を
敷
い
て
映
画
を
観

た
そ
う
だ
。
こ
の
加
茂
座
、
岩
津
の
映
画
館
、

阿
波
本
町
に
あ
っ
た
川
人
酒
造
の
映
画
館
の

3
館
は
同
じ
映
画
を
共
有
し
て
上
映
し
て
い

た
ら
し
い。
映
画
フ
ィ
ル
ム
は
2
0
分
程
度

の
リ
ー
ル
に
分
か
れ
て
いる
の
で
、
上
映
時
間

を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
、
一
つ
の
リ
ー
ル
が
終
わ

る
と
オ
ー
ト
バ
イ
で
次
の
劇
場
に
リ
レ
ー
し
て

い
た
と
う
。
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
って
リ
ー
ル
が
届

か
な
いこ
と
も
度
々
あ
った
と
か
。
実
に
お
お

ら
か
な
時
代
だ
った
の
だ
。

市
場
町
に
は
か
つ
て
二
ヶ
所
の
映
画
館
が

あ
っ
た
。
一
つ
は
箸
供
養
に
あ
っ
た
市
場
座

で
、
も
う
一
つ
が
中
心
街
に
あ
る
阿
波
劇
場

だ
。
現
在
は
縫
製
工
場
に
な
って
いる
が
、建

物
の
ガ
ワ
は
当
時
の
ま
ま
だ
と
思
わ
れ
る
。

市
場
で
は
生
き
字
引
が
中
々
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
が
、
市
場
座
は
芝
居
小
屋
兼
用
、
阿

波
劇
場
は
映
画
中
心
だ
っ
た
と
い
う
証
言
が

多
い。立

江
寺
の
門
前
の
路
地
を
入
っ
た
と
こ
ろ

に
、
古
い
映
画
館
が
あ
る
。
名
前
は
立
江
座

で
も
立
江
劇
場
で
も
な
い。
名
前
は
な
か
っ

た
と
い
う
証
言
も
多
い
の
で
、「
立
江
の
映
画

館
」と
し
て
お
く
。
こ
の
映
画
館
を
建
て
た
の

は
外
地
か
ら
引
揚
げ
て
き
て
か
ら
し
ば
ら
く

移
動
映
画
を
営
ん
で
い
た
人
だ
と
い
う
。
営

業
期
間
は
短
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
は
倉

庫
に
使
わ
れ
て
いた
と
いう
こ
と
だ
か
ら
内
部

の
設
備
は
ほ
と
ん
ど
残
って
いな
いだ
ろ
う
。

徳
島
県
に
は
芝
居
小
屋
を
兼
ね
た
映
画
館

が
相
当
数
あ
っ
た
よ
う
だ
。
特
に
、
吉
野
川

の
北
岸
に
は
多
く
の
小
屋
が
分
布
し
て
い
た
。

旅
芸
人
や
地
芝
居
な
ど
を
受
け
入
れ
て
楽
し

む
素
地
は
、
か
つ
て
県
内
で
人
形
浄
瑠
璃
が

盛
ん
だ
っ
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

映
画
に
よ
っ
て
浄
瑠
璃
や
芝
居
が
衰
退
し
、

テ
レ
ビ
に
よ
って
映
画
が
衰
退
し
た
と
い
う
の

が
県
内
の
娯
楽
の
歴
史
だ
が
、
今
回
紹
介
し

た
物
件
は
ど
れ
も
そ
の
歴
史
を
実
感
で
き
る

証
人
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
私
は
5
0
ヶ
所
ほ
ど
の
芝
居

小
屋
跡
を
訪
ね
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
建

物
が
残
って
い
る
の
は
こ
こ
で
紹
介
し
た
だ
け

で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
つ
か
建
物
の
残
って

いな
い劇
場
跡
も
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
う
。
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徳
島
県
の
古
い
映
画
館

喜
楽
座 (

鳴
門
市)

▲ 喜楽座･外観
二階の左右にある窓には拡声器が
あって、夕方の上映が始まる前には
音楽を流した。芝居小屋の触れ太
鼓のようなものだったのだろう。大
麻比古神社のあたりまでその音楽
は聞こえたという。

▲ 喜楽座･楽屋跡
裏側にはかつて楽屋があって、高窓
から役者や顔を見せることもあった
とか。
屋根は手仕事で圧延した鋼板が使
われているそうで、初期のトタン屋
根の例としても貴重だ。

加
茂
座 (

阿
波
市)

▲ 加茂坂
映画館の前は「加茂坂」という名前
の坂で、以前は呉服屋などが並ぶに
ぎやかな商店街だったという。建物
の屋根には拡声器の櫓があり、開演
前に音楽を流したという。

▲ 加茂座･外観
映画館の裏手には、旅役者が泊ま
れる楽屋が残っている。かつて人気
が高かった春子太夫も泊まったのだ
という。閉館後は縫製や電気部品
の組立工場になったため、内部は改
装されてしまっている。

阿
波
劇
場 (

阿
波
市)

▲阿波劇場･正面
ここで無声映画を観たというおばあ
ちゃんは、日開谷川の上流のほうか
ら歩いて観に来たと語ってくれた。

▲ 阿波劇場･背後
いまは縫製工場になっているが、裏
から見ると映画館の面影がある。

▲立江の映画館･正面
少し引っ込んだところにあるので、
この映画館に気付く人は少ないだろ
う。

▲立江の映画館･側面
映画館の横は昔は広い空き地で、
立江寺の大祭にはサーカスの小屋
が掛かったという。

立
江
の
映
画
館(

小
松
島
市)



関
東
か
ら
徳
島
に
移
住
し
て
ま
ず
感
動
し

た
の
は
吉
野
川
の
川
と
し
て
の
豊
か
さ
だ
っ

た
。
こ
こ
で
言
い
た
い
豊
か
さ
と
は
単
に
自

然
が
豊
か
と
い
う
意
味
で
は
な
い。
第
十
堰

か
ら
下
流
は
し
ょ
せ
ん
人
工
的
な
放
水
路
で

あ
って
、
自
然
の
川
で
は
な
いか
ら
だ
。
手
付

か
ず
の
自
然
と
い
う
意
味
で
な
く
、
川
と
人

間
の
関
係
の
豊
か
さ
に
感
動
す
る
の
で
あ
る
。

毎
日
の
通
勤
で
目
に
す
る
川
漁
師
や
、
沈
下

橋
、渡
し
舟
な
ど
の
景
観
は
、こ
こ
で
は
ま
だ

川
と
人
の
良
好
な
関
係
が
失
わ
れ
て
い
な
い

こ
を
物
語
って
いる
。

前
世
紀
の
末
に
、
2
1
世
紀
は
心
の
豊
か

さ
を
追
究
す
る
時
代
に
な
る
言
わ
れ
な
が
ら
、

い
ま
の
日
本
人
は
小
さ
な
失
敗
も
許
さ
な
い

よ
う
な
窮
屈
な
社
会
を
作
り
出
し
て
い
る
。

心
に
余
裕
が
な
い
の
だ
。
そ
の
基
準
に
従
え

ば
、
沈
下
橋
な
ど
は
転
落
の
危
険
が
あ
る
欠

陥
構
造
物
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら

逆
に
、
沈
下
橋
の
よ
う
な
ル
ー
ズ
さ
が
許
容

さ
れ
る
社
会
が
あ
る
と
し
た
ら
、そ
れ
は
人
の

心
に
余
裕
の
あ
る
真
に
豊
か
な
社
会
だ
と
も

言
え
る
の
で
は
な
いだ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
鮎
喰
川
河
口
の
こ
ん
に
ゃ
く
橋
が

撤
去
さ
れ
る
と
知
った
と
き
は
シ
ョ
ッ
ク
が
隠

せ
な
か
った
。

私
の
得
意
分
野
は
建
築
な
の
だ
が
、
橋
や

ダ
ム
な
ど
は
土
木
の
分
野
で
あ
る
。
少
し
畑

違
い
と
い
う
こ
と
も
あ
って
、
毎
日
こ
ん
に
ゃ

く
橋
を
眺
め
な
が
ら
も
一
度
も
き
ち
ん
と
訪

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
台
風
で
壊
れ
た
ま

ま
の
こ
ん
に
ゃ
く
橋
が
撤
去
さ
れ
る
と
知
っ

て
、
き
ち
ん
と
見
て
お
く
の
だ
った
と
激
し
く

後
悔
し
た
が
す
べ
て
は
後
の
祭
り
で
あ
る
。

私
の
橋
め
ぐ
り
は
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
った
の

だ
った
。

橋
と
言
って
も
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る

が
本
稿
で
採
り
上
げ
る
の
は
観
光
用
で
は
な

い「
実
用
橋
」
で
あ
る
。
な
か
で
も
木
造
の
実

用
橋
は
も
は
や
絶
滅
危
惧
種
と
言
っ
て
も
い

い。
木
造
の
実
用
橋
は
、
丸
太
橋
、
つ
り
橋
、

土
橋
、
流
れ
橋
に
分
類
で
き
る
。
県
内
の
つ

り
橋
は
か
ず
ら
橋
が
有
名
だ
が
観
光
用
で

あ
って
、
実
用
橋
で
は
な
い。
だ
が
林
業
用
の

つ
り
橋
に
は
木
製
の
橋
板
の
も
の
が
い
く
つ
か

存
在
す
る
。
土
橋
と
は
木
の
橋
げ
た
の
上
に

土
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
敷
い
て
平
ら
に
し
た
橋

だ
が
、
県
内
で
は
本
格
的
な
物
件
は
思
い
当

た
ら
な
い。
流
れ
橋
と
は
橋
げ
た
が
橋
脚
に

固
定
さ
れ
て
いな
い簡
易
な
造
り
の
橋
で
、増

水
時
に
橋
げ
た
が
わ
ざ
と
流
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
橋
で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
流
れ

橋
を
いく
つ
か
紹
介
し
よ
う
。

流
れ
橋
の
魅
力
は
自
然
の
力
に
逆
ら
わ
な

い
シ
ン
プ
ル
さ
だ
。
雨
が
降
れ
ば
川
は
増
水

す
る
。
増
水
す
れ
ば
川
は
渡
れ
な
い。
何
百

年
と
変
わ
ら
ず
続
いて
き
た
シ
ンプ
ル
な
生
活

が
そ
こ
に
は
あ
る
。
流
れ
橋
か
ら
見
え
て
く

る
こ
の
シ
ンプ
ル
な
暮
ら
し
こ
そ
、
現
代
の
日

本
で
は
最
も
得
が
た
い
ぜ
い
た
く
な
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
な
の
で
あ
る
。
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人
と
川
の
関
係

▲ 徳島市春日町のこんにゃく橋
2004 年の台風で橋げたが流され
たまま、ついに元の姿に戻ることも
なく撤去された。全国にも誇れる景
観だったと思うのだが。

■ 神山町下分の流れ橋
橋げたがワイヤーでつながってい
る様子がよくわかる。橋脚には転
石の衝突をガードする鉄板が付
いている。

こ
ん
に
ゃ
く
橋

木
造
の
実
用
橋
の
い
ろ
い
ろ

流
れ
橋
の
魅
力

▲ 徳島市飯谷町の流れ橋
私が知ったときにはすでにこの姿に
なっていた。おそらくこの橋脚も、
台風のたびに櫛の歯が欠けるように
消えてゆくことだろう。

▲ 徳島市八万町のこんにゃく橋
徳島市内にもう一つこんにゃく橋の
名を持つ橋がある。八つ橋ふうの
橋げたがフォトジェニック。いま県
内で最も保護したい橋だ。

▲ 徳島市八万町の流れ橋
こんにゃく橋の近くにかかる橋。水
面からの高さがないので、増水時に
はすぐに流されることだろう。

▲ 上勝町旭の流れ橋(1)
橋脚はコンクリート製で頑丈そうだ
が、橋げたはまるで丸太橋のよう。
橋の下は深みなので渡るのにはかな
りの勇気がいる。

▲ 上勝町旭の流れ橋(2)
橋げたを結びつけておくワイヤーは
意外に細い。何度も流されているの
だろう。橋げたの角が丸くなってし
まっている。

▲ 神山町阿野屋那瀬の流れ橋(1)
遠目にはのどかに見えるが、水面か
らの高さがあるので、実際に渡って
みるとかなりの迫力がある。

▲ 神山町阿野屋那瀬の流れ橋(2)
増水時に行ってみた。奥のほうに橋
げたが流されているのが見える。
元に戻すには小型のユンボが必要
になるのだという。

▲ 神山町阿野駒坂の流れ橋
激しく蛇行する鮎喰川の先行谷を
短絡する間道に掛かる橋。焼山寺
から大日寺への遍路道はこの橋を
通っている。

▲ つるぎ町貞光の流れ橋
橋脚の高さがそろっていないため橋
板が波打っている。橋幅は広めな
ので自転車が乗ったまま楽々と通れ
るだろう。



　

半
田
町
を
ド
ラ
イ
ブ
し
て
い
た
と
き
、
道

ば
た
に
青
々
し
た
タ
バ
コ
畑
が
あ
る
の
に
気

付
い
た
。「
も
し
か
し
て
こ
れ
阿
波
葉
？
」

車
を
止
め
て
仕
事
中
の
農
家
の
人
に
話
を
聞

く
と
確
か
に
阿
波
葉(

あ
わ
は)

だ
と
い
う
。

そ
の
と
き
話
を
聞
い
て
以
来
、
私
は
こ
の
品

種
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

阿
波
葉
は
キ
セ
ル
で
吸
う
た
め
の
刻
み
タ

バ
コ
の
品
種
で
江
戸
時
代
初
期
か
ら
日
本
で

作
ら
れ
て
き
た
在
来
種
の
タ
バ
コ
だ
。
現
代

の
紙
巻
き
タ
バ
コ
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
昭

和
初
期
に
導
入
さ
れ
た
黄
色
種
と
呼
ば
れ
る

外
来
の
品
種
で
あ
る
。

　

明
治
大
正
時
代
に
県
西
地
方
に
大
き
な
富

を
も
た
ら
し
た
タ
バ
コ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
阿

波
葉
で
あ
り
、「
阿
波
」
の
名
を
冠
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
作
物
な
の
だ
。
だ
が
時
代
の
趨

勢
で
か
つ
て
一
万
人
以
上
の
農
家
で
栽
培
さ

れ
て
い
た
阿
波
葉
も
今
年
は
わ
ず
か
十
六
戸

で
育
て
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も

阿
波
葉
は
二
〇
〇
九
年
度
で
生
産
が
打
ち
切

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
タ
バ
コ
は
専

売
だ
か
ら
農
家
が
い
く
ら
希
望
し
て
も
生
産

を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

阿
波
葉
と
黄
色
種
で
は
収
穫
後
の
熟
成
の

方
法
が
大
き
く
異
な
る
。
機
械
化
が
進
ん
で

い
る
黄
色
種
に
対
し
阿
波
葉
の
熟
成
は
手
作

業
が
中
心
。
こ
の
た
め
阿
波
葉
の
生
産
に
は

独
特
の
仕
事･

言
葉･

道
具･

建
築
を
と
も
な

う
。
私
が
阿
波
葉
に
魅
か
れ
る
の
は
阿
波
葉

が
こ
の
よ
う
な
文
化
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
阿
波
葉
の
消
滅
は
単
な
る
品
種
の
切

り
替
え
で
は
な
く
、
四
〇
〇
年
続
い
た
文
化

が
二
〇
〇
九
年
を
境
に
消
滅
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
。

　

実
は
、
阿
波
葉
の
生
産
が
中
止
さ
れ
る
と

決
ま
っ
た
と
き
、
も
し
途
中
で
生
産
農
家
が

十
戸
を
下
回
っ
た
場
合
は
二
〇
〇
九
年
を
待

た
ず
に
中
止
す
る
と
い
う
内
示
が
あ
っ
た
と

い
う
。
阿
波
葉
は
手
間
が
か
か
る
う
え
農
家

の
高
齢
化
も
進
ん
で
い
る
た
め
生
産
も
年
々

困
難
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

阿
波
葉
農
家
は
こ
の
品
種
を
見
捨
て
る
こ
と

な
く
最
後
ま
で
誇
り
を
持
っ
て
生
産
を
続
け

て
き
た
。
お
そ
ら
く
来
年
も
ほ
と
ん
ど
の
農

家
が
生
産
を
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
も
し
こ

の
レ
ポ
ー
ト
を
見
て
少
し
で
も
興
味
を
持
っ

た
ら
ま
だ
遅
く
は
な
い
。
こ
の
号
が
書
店
に

並
ぶ
こ
ろ
県
西
で
は
阿
波
葉
の
収
穫
が
最
盛

期
を
迎
え
て
い
る
は
ず
だ
。
ま
だ
こ
の
誇
り

高
い
品
種
の
最
後
の
姿
を
目
に
焼
き
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

深草　縁夫 関東出身・徳島在住のサラリーマン。2000年からサイト『日本すきま漫遊記』を開設・公開。日本各地の寺・神社を中心として、
一般には大々的に取りだたされることのないようなマイナー観光スポットをめぐり紹介している。　■日本すきま漫遊記　http://www.sukima.com

■阿波葉生産農家・元山勝市さんの畑
青々とした阿波葉は遠目にも見わけることができる。畑のそばに
立つと、空気にチョコレートのような独特の甘い香りがする。

阿波葉は、外来種には不向きな標高
の高い地域でも生産できる。徳島に
適応した品種なのだ。

美馬市穴吹町口山渕名は、2008年度に阿波
葉を生産した 16戸の農家のうち 5戸が集中
する、阿波葉生産の梁山泊とも言える集落。

阿波葉の特徴は、屋外での乾燥と低温で長
時間をかける発酵工程。収穫期には農家の
庭先を葉が埋め尽くす。

◀「ムッシャ(蒸屋)」
呼ばれる乾燥蔵。
黄色種の乾燥蔵とは
機能･構造がまった
く違っている。

古い形態のムッシャ
は室内に炉があり、
床下(地下)から通風
するための焚き口が
あるのが特徴だ。▶

阿
波
葉
と
の
出
会
い

消
え
ゆ
く
品
種

独
特
の
文
化

ま
だ
遅
く
は
な
い

「連縄(れんなわ)」と
いう縄にタバコの葉
を一枚一枚編み込ん
でいく。▶

◀急斜面で栽培され
ることが多い阿波葉
の収穫にはシュロ縄
で編んだ「もっこ」
が活躍する。

「連干し(れんぼし)」この光景が見ら
れるのも来年までだ。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見̶ 
VOL.5 阿波葉



　

真
珠
の
鑑
定
士
を
育
て
る
教
育
法
と
い
う

の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

一
級
品
と
二
級
品
を
並
べ
て
違
い
を
説
明
す

る
と
い
う
や
り
方
で
は
ダ
メ
で
、
来
る
日
も

来
る
日
も
ひ
た
す
ら
一
級
品
の
真
珠
だ
け
を

見
せ
る
の
だ
。
そ
う
す
る
と
自
然
に
二
級
品

も
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
い

う
。
こ
の
連
載
で
は
い
ず
れ
県
内
の
色
々
な

水
車
を
紹
介
す
る
つ
も
り
だ
が
、
ス
タ
ー
ト

は
上
勝
町
に
残
る
本
物
の
水
車
小
屋
を
見
る

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
水
車
小
屋
と
は
ど
ん

な
建
物
で
、
ど
ん
な
場
所
に
あ
る
の
か
と
い

う
あ
り
の
ま
ま
を
見
て
、
本
物
を
見
分
け
る

鑑
定
眼
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
思
う
。

　

県
道
16
号
線
に
面
し
て
い
る
の
で
眼
力
が

あ
れ
ば
発
見
は
容
易
だ
。
水
車
小
屋
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
水
輪
（
み
ず
わ
）
は
失
わ
れ
て

建
物
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。「
岡
田
さ
ん
の

ク
ル
マ
ヤ
」
呼
ば
れ
個
人
が
所
有
し
て
い
た

水
車
だ
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
地
元
の
人
か

ら
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
一
〇
〇
ｍ

も
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
畑
仕
事
を
す
る

人
に
訊
ね
て
も
、
こ
こ
に
水
車
小
屋
が
残
っ

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
い
た
ほ
ど

だ
。
実
は
水
車
小
屋
を
探
し
て
い
る
と
き
、

地
元
の
人
に
「
も
う
水
車
な
ん
て
残
っ
て
な

い
」
と
言
わ
れ
て
も
、
探
す
と
簡
単
に
見
つ

か
る
と
い
う
体
験
を
何
度
も
し
て
い
る
。
水

車
小
屋
は
記
憶
か
ら
消
え
や
す
い
存
在
な
の

だ
ろ
う
か
。

　

傍
示
の
下
地
と
い
う
集
落
で
見
か
け
た
水

車
小
屋
。
近
く
の
農
家
の
納
屋
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
や
は
り
水
輪
は
失
わ
れ
て
い
る

が
、
ま
だ
心
棒
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
内
部

の
機
構
も
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

水
車
小
屋
と
い
う
と
、
小
川
の
ほ
と
り
に

茅
葺
き
の
小
屋
が
あ
り
、
豊
か
な
水
に
水
輪

を
浸
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、

そ
う
い
う
水
車
小
屋
は
非
常
に
ま
れ
だ
。
実

際
に
は
ト
タ
ン
葺
き
が
多
い
し
、
水
車
を
稼

働
さ
せ
る
川
は
、
ひ
と
ま
た
ぎ
に
で
き
る
よ

う
な
側
溝
程
度
の
幅
の
水
路
が
あ
れ
ば
十
分

な
の
で
あ
る
。

　

水
車
小
屋
を
見
つ
け
る
に
は
、
ま
ず
導
水

路
・
排
水
路
が
あ
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
。
水
輪
は
腐
食
し
や
す
く
、
定
期
的

に
交
換
や
補
修
が
必
要
な
部
品
だ
か
ら
、

残
っ
て
い
な
い
と
思
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
つ

ま
り
水
車
小
屋
を
探
す
に
は
水
車
を
探
し
て

い
た
の
で
は
ダ
メ
な
の
で
あ
る
。

　

生
実
の
中
瀬
津
と
い
う
集
落
の
４
軒
の
農

家
が
共
同
で
利
用
し
て
た
と
い
う
水
車
小

屋
。
こ
の
上
流
に
も
２
棟
の
水
車
小
屋
が

あ
っ
た
と
い
う
。
標
高
は
五
〇
〇
ｍ
ほ
ど
あ

り
、
県
内
で
最
も
標
高
の
高
い
と
こ
ろ
に
あ

る
水
車
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

中
瀬
津
の
集
落
は
川
か
ら
離
れ
て
い
て
、

三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
山
道
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
集
落
か
ら
水
車
小
屋
に
通
じ
る

道
は
か
つ
て
は
キ
ン
マ
（
木
馬
）
ミ
チ
と

い
っ
て
木
材
を
運
び
出
す
た
す
ソ
リ
の
た
め

に
枕
木
が
並
べ
て
ら
れ
た
細
道
だ
っ
た
。
一

度
に
七
升
か
ら
一
斗
の
麦
や
米
を
運
ぶ
の
は

お
嫁
さ
ん
の
仕
事
で
、
重
く
て
大
変
だ
っ
た

と
い
う
。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見̶ 
VOL.6 上勝の水車小屋群
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上勝町福原の清井製材の産業用水車。
これまで水車写真集などで紹介され
たことのない隠れた名品。県内に現
存する水車の中では最も立派なもの
のひとつといっていいだろう。

本
物
の
水
車
を
見
た
こ
と
あ
る
か
？

田
野
々
の
水
車
小
屋

▲横の沢から鉄管で水を引いて、
水輪の上から注いだ。このよう
な方式を上掛けという。

▲内部は搗き臼が１つというシ
ンプルな構成。バラバラになっ
た水輪が内部に残っていた。

下
地
の
水
車
小
屋

府
殿
谷
の
水
車
小
屋

▲水車が作られる条件は、小さ
くても１年中水が涸れない沢が
あることだ。

▲水輪の中央くらいの高さから
水が注がれた。この掛け方を胸
掛けという。

▲周囲は棚田が広がるが、小屋
は薮に被われていて見つけにく
い。

▲内部は搗き臼 ×２と碾き臼 ×
１の本格的な作り。戦時中に工
兵部隊にいた人が建てたという。

▲現在は舗装道になっている、
かつてのキンマミチ。



　

先
月
号
で
ま
っ
た
く
観
光
化
さ
れ
て
い
な

い
水
車
小
屋
を
紹
介
し
た
が
、
実
際
に
そ
う

し
た
水
車
小
屋
を
見
つ
け
る
の
は
容
易
で
は

な
い
。
そ
こ
で
今
月
は
、
も
と
も
と
水
車
小

屋
が
あ
っ
た
場
所
に
、
町
お
こ
し
等
の
理
由

で
再
建
さ
れ
た
水
車
小
屋
を
紹
介
し
よ
う
と

思
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
生
い
立
ち
の
水
車

小
屋
の
観
賞
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
詳
細
に

見
て
ゆ
き
た
い
。

　

徳
島
市
の
八
多
町
に
は
、
現
在
３
棟
の
水

車
小
屋
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
車
小
屋
は
い

ず
れ
も
新
し
い
建
築
な
の
で
、
ぱ
っ
と
見
に

は
和
風
レ
ス
ト
ラ
ン
や
公
園
な
ど
に
あ
る
イ

ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
水
車
の
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
こ
れ
ら
の
水
車
小
屋
は
も
と
も
と
こ
の

場
所
に
あ
っ
た
の
を
再
建
し
た
物
件
な
の

だ
。
実
際
、
内
部
の
石
臼
は
旧
来
の
も
の
が

そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
し
が
た
っ
て
、

建
物
の
新
し
さ
や
、
故
意
に
民
芸
風
に
し
つ

ら
え
た
エ
ク
ス
テ
リ
ア
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、

水
車
小
屋
の
本
質
的
な
要
素
に
着
目
す
る
な

ら
ば
、
十
分
に
実
用
水
車
と
し
て
の
評
価
・

観
賞
が
可
能
な
物
件
な
の
で
あ
る
。

　

宝
丈
の
水
車
小
屋
の
写
真
を
見
る
と
、
水

輪(

み
ず
わ)

が
鉄
製
な
の
が
わ
か
る
。
こ
れ

を
ニ
セ
モ
ノ
っ
ぽ
い
と
見
て
は
い
け
な
い
。

木
造
の
水
輪
は
腐
り
や
す
く
定
期
的
に
作
り

替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
軸
も
木
で
あ

れ
ば
軸
受
け
の
摩
擦
も
大
き
く
効
率
が
悪

い
。
ま
っ
た
く
観
光
を
意
識
し
て
い
な
い
水

車
小
屋
は
、
実
は
鉄
製
の
水
輪
で
あ
る
場
合

が
多
い
の
だ
。

　

八
多
川
の
よ
う
な
大
き
め
の
川
に
水
車
小

屋
を
作
る
場
合
、
本
流
に
水
輪
を
掛
け
る
こ

と
は
し
な
い
。
落
差
が
少
な
く
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
効
率
的
に
利
用
で
き
な
い
し
、
夕
立

や
台
風
な
ど
で
増
水
し
た
と
き
に
壊
れ
て
し

ま
う
か
ら
だ
。
水
輪
に
掛
け
る
水
量
は
一
定

し
て
い
る
の
が
理
想
だ
か
ら
、
水
車
は
平
坦
地

で
は
用
水
路
に
掛
け
る
し
、
傾
斜
地
で
は
沢
か

ら
樋
で
水
を
引
い
て
掛
け
る
こ
と
が
多
い
。

　

水
車
小
屋
の
建
物
が
新
し
く
な
っ
て
い
て

も
導
水
路
は
本
来
の
構
造
の
ま
ま
残
っ
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
、
導
水
路
の
自
然
さ
は

実
用
水
車
を
見
極
め
る
と
き
の
重
要
な

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

先
月
号
で
は
水
輪
が
失
わ
れ
た
水
車
小
屋

を
紹
介
し
た
が
、
水
輪
だ
け
で
な
く
小
屋
も

ろ
と
も
消
滅
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
い
う
場
合
で
も
、
地
元
古
老
の
話

や
痕
跡
か
ら
か
つ
て
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
次
の
写
真
は
宝
丈
の
水
車
の
下

流
に
あ
る
堰
の
様
子
だ
。
白
線
の
部
分
に
水
車

小
屋
の
基
礎
の
石
垣
が
残
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
八
多
川
に
は
、
現
存
す
る
３
棟
以

外
に
も
多
く
の
水
車
小
屋
が
あ
っ
た
。
市
内

か
ら
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
か
ね
て
、
水
車
小
屋

探
索
に
行
く
の
も
面
白
い
か
も
知
れ
な
い
。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見̶ 
VOL.7 徳島市八多町の水車小屋群
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上勝町福原の清井製材の産業用水車。
これまで水車写真集などで紹介され
たことのない隠れた名品。県内に現
存する水車の中では最も立派なもの
のひとつといっていいだろう。

再
建
さ
れ
た
水
車
小
屋

■宝丈の水車小屋
八多川に残る水車小屋で最も上流にある。水輪(みず
わ)は鉄製で、水の掛け方は水輪の中央の高さから掛け
る「胸掛け」である。
内部には１斗１升、１斗３升の搗き臼があり、９軒の
家が共有していたという。９日間は各家が順番に使用
し、10日目はどの家が「踏んでもよい」ルールだっ
たという。「踏む」というのは、水車で精米等をする
こと。

■神子上の水車小屋
「みこがみの臼場」と呼ばれて
いたという。７軒の家が共有し
ていた。１斗５升の搗き臼１つ。

■庄田の水車小屋
庄田公園の中にある。３水車の
うち、唯一内部が一般公開され
ている。搗き臼 ×２。

鉄
製
の
水
輪
は
本
気
の
証
し

導
水
路
を
チ
ェ
ッ
ク

■堰（せき）
神子上の水車の上流にある堰。
ここから用水に分水して、落差
をかせいでゆく。

■取水部
宝丈の水車の取水部。開閉が可
能になっている。水車小屋への
水路として極めて自然な形態。

痕
跡
を
見
逃
す
な

宝丈の水車の上流には「コナヤ(粉
屋)」という家があって、水車で製
粉業をしていたという。いまその
場所には搗き臼が転がっている。

石舟橋の近くの民家では、庭木の
整枝のおもりとして、杵の先端に
つける「先輪」という部品が使わ
れていた。

宝丈水車の内部を見せてもらっ
た。搗き臼と先輪の様子がよくわ
かる。石製の先輪は八多の水車の
特徴だろうか。精巧な細工だ。



　

朝
晩
の
空
気
が
涼
し
く
な
り
、
田
の
あ
ぜ

に
彼
岸
花
が
咲
く
こ
ろ
徳
島
の
川
で
は
モ
ク

ズ
ガ
ニ
捕
り
が
盛
ん
に
な
る
。
モ
ク
ズ
ガ
ニ

は
甲
羅
の
大
き
さ
が
一
〇
セ
ン
チ
に
も
な
る

川
の
カ
ニ
だ
。
鮎
喰
川
を
訪
れ
た
と
き
偶

然
、
カ
ニ
捕
り
を
し
て
い
る
と
い
う
相
原
祥

宏
さ
ん
と
い
う
方
に
出
会
い
、
カ
ニ
捕
り
の

様
子
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
海
で
生
ま
れ
、
生
長
す
る

と
川
に
遡
上
し
て
淡
水
域
で
大
き
く
な
る
。

数
年
で
親
に
な
る
と
、
海
に
く
だ
り
産
卵
し

て
一
生
を
終
え
る
。
モ
ク
ズ
ガ
ニ
が
捕
れ
る

た
め
に
は
海
か
ら
中
流
域
ま
で
に
可
動
堰
や

ダ
ム
が
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
川
の
生

態
系
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
証
し
で
も
あ
る

の
だ
。
こ
の
日
訪
れ
た
鮎
喰
川
の
中
流
は
海

か
ら
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
の
だ
か

ら
、
カ
ニ
が
小
さ
な
足
で
こ
こ
ま
で
歩
い
て

遡
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
少
し
驚
く
。

　

モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
鮎
喰
川
で
は
「
ケ
ガ
ニ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
カ
ニ
を
捕
ま
え
る
仕
掛

け
は
「
カ
ニ
モ
ジ
」
と
「
カ
ニ
カ
ゴ
」
が
あ

る
。
カ
ニ
モ
ジ
は
、
川
の
一
部
を
仕
切
っ

て
、
流
れ
に
乗
っ
て
川
を
下
る
カ
ニ
を
集
め

て
捕
え
る
仕
掛
け
だ
。「
カ
ニ
ウ
ケ
」
と
呼

ぶ
地
方
も
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
カ
ニ
カ
ゴ

と
い
っ
て
、
カ
ゴ
の
中
に
魚
の
ア
ラ
な
ど
を

入
れ
て
淵
に
沈
め
て
お
く
ワ
ナ
だ
。
カ
ゴ
の

入
口
は
カ
エ
シ
に
な
っ
て
い
て
一
度
入
っ
た

カ
ニ
は
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

仕
掛
け
を
設
置
す
る
場
所
は
、
川
の
流
れ

方
や
周
囲
の
様
子
を
見
て
決
め
る
。
カ
ニ
は

夜
行
性
な
の
で
、
街
路
灯
の
下
な
ど
夜
に
明

る
い
場
所
は
だ
め
だ
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の

日
の
水
量
に
よ
っ
て
堰(

せ
き)

の
大
き
さ
を

調
節
し
た
り
、
カ
ニ
が
堰
を
乗
り
越
え
な
い

よ
う
に
樹
の
枝
で
堰
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し

た
り
す
る
の
が
祥
宏
さ
ん
の
カ
ニ
モ
ジ
の
作

り
方
だ
。

　

モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
日
中
は
石
の
下
な
ど
に
隠

れ
て
い
て
、
日
暮
れ
か
ら
夜
一
〇
時
ご
ろ
に

か
け
て
活
発
に
動
く
。
と
き
に
は
ひ
と
つ
の

モ
ジ
で
二
〇
杯
も
の
カ
ニ
が
捕
れ
る
と
き
も

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
カ
ニ
が
昼
間
ど
こ
に

い
る
の
か
、
祥
宏
さ
ん
に
も
不
思
議
な
の
だ

と
い
う
。
確
か
に
、
川
遊
び
で
鮎
喰
川
に

潜
っ
て
み
て
も
、
モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
あ
ま
り
多

く
は
見
か
け
な
い
。
鮎
喰
川
を
庭
に
し
て
い

る
祥
宏
さ
ん
の
よ
う
な
名
人
で
も
、
ま
だ
カ

ニ
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

　

カ
ニ
モ
ジ
を
仕
掛
け
た
あ
と
、
祥
宏
さ
ん

の
お
宅
で
カ
ニ
を
ご
馳
走
し
て
く
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
日
初
め
て
会
っ
た
と
い
う

の
に
う
れ
し
い
こ
と
だ
。
私
が
生
ま
れ
育
っ

た
関
東
で
は
、
伊
豆
の
民
宿
な
ど
で
モ
ク
ズ

ガ
ニ
が
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
知
っ
て
い

た
が
、
な
か
な
か
庶
民
の
口
に
は
入
ら
な
い

珍
味
と
言
え
る
。
ま
た
、
有
名
な
上
海
ガ
ニ

は
モ
ク
ズ
ガ
ニ
の
近
種
で
、
中
華
食
材
専
門

店
な
ど
の
店
頭
で
見
か
け
た
が
、
高
級
食
材

だ
っ
た
。

　

祥
宏
さ
ん
の
お
宅
に
は
、
山
の
水
を
利
用

し
た
小
さ
な
生
け
簀
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
捕

ま
え
た
カ
ニ
や
ウ
ナ
ギ
な
ど
を
生
か
し
て
あ

る
。
カ
ニ
は
大
き
な
鍋
で
四
〇
分
ほ
ど
塩
ゆ

で
に
し
て
食
べ
る
。
基
本
的
に
海
の
カ
ニ
と

同
じ
食
べ
方
だ
。
ゆ
で
立
て
の
モ
ク
ズ
ガ
ニ

の
身
は
甘
く
て
、
ク
リ
ー
ム
チ
ー
ズ
の
よ
う

な
濃
厚
な
風
味
だ
っ
た
。
鮎
喰
川
が
い
つ
ま

で
も
自
然
豊
か
で
、
モ
ク
ズ
ガ
ニ
が
捕
れ
る

川
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
願
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。

■鮎喰川中流の風景
鮎喰川の中流域は先行河川という地形
で、上流部よりも山深く感じる風景が
続く。鮎喰川のモクズガニは中流域で
よく捕れる。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見 ̶
VOL.８ モクズガニ
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徳
島
の
川
の
秋
の
風
物
詩

■神山町のカニ捕り名人・相原祥宏さんのカニモジ
仕掛けは夕方に取り付け、朝に回収する。大雨で川が増水したとき
に特に大漁になるという。

カ
ニ
モ
ジ
と
カ
ニ
カ
ゴ

■カニモジ
祥宏さん自作のカニモジ。川をＶ字形
の「セキ」で仕切って、すぼまったと
ころにカニモジを取り付ける。

■カニカゴ
淵をのぞいてみたらカニカゴが沈
めてあった。カニ以外にもウナ
ギ、ナマズ、ギギ、テナガエビな
ども入ることがある。

■自然の状態のモクズガニ
昼間の鮎喰川で岩の下に隠れてい
るモクズガニを見つけた。水中で
はハサミについている毛がふさふ
さしている様子がよくわかる。

カ
ニ
を
ご
馳
走
に
な
る

生け簀では新鮮なアジやカボチャ
などの清潔な餌を与える。きれい
な山水を掛け流しにしないとすぐ
死んでしまうという。

真っ赤に茹で上がったカニ。神山
町に住んでいても、一度もモクズ
ガニを食べたことのない人もいる
という知られざる食材。

お土産に持たせてくれた特大のカ
ニ。こんな大きなカニが生きられ
る徳島の川は、つくづくすばらし
いところだと思う。



　

東
祖
谷
山
に
「
観
光
野
猿
（
や
え
ん
）」

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
を
ご
存
知
だ
ろ
う

か
？　

谷
に
ケ
ー
ブ
ル
を
渡
し
て
駕
篭
を
吊

り
下
げ
た
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
の
よ
う
な
乗
り
物

だ
。
河
川
の
下
流
部
で
渡
し
舟
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
、
山
間
部
の
橋
の
な
い
場
所
で
使
わ

れ
た
の
が
野
猿
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
生
活

で
使
わ
れ
て
い
る
野
猿
は
県
内
に
は
現
存
し

な
い
。
お
そ
ら
く
全
国
に
も
残
っ
て
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
月
は
現
代
に
残
る
野

猿
と
も
言
え
る
「
索
道(

さ
く
ど
う)

」
を
紹

介
し
よ
う
と
思
う
。

　

索
道
は
林
業
の
木
材
の
搬
出
な
ど
に
使
う

運
搬
装
置
だ
。
県
内
で
は
傾
斜
地
の
農
地
か

ら
作
物
を
搬
出
し
た
り
、
山
腹
の
人
家
に
生

活
物
資
を
運
び
上
げ
た
り
す
る
た
め
に
も
使

わ
れ
て
い
る
。
今
回
は
索
道
の
中
で
も
特
に

川
を
渡
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た
物
件
に
着
目

し
て
み
た
。

　

一
般
に
索
道
は
主
索
と
い
う
ケ
ー
ブ
ル
に

カ
ゴ
を
つ
り
下
げ
、
曳
索
と
い
う
細
い
ケ
ー

ブ
ル
で
カ
ゴ
を
引
き
動
か
す
。
し
か
し
、
よ

り
原
始
的
な
索
道
に
は
、
傾
斜
の
つ
い
た
主

索
一
本
し
か
な
く
、
滑
車
に
直
接
荷
物
を
吊

り
下
げ
て
自
重
で
滑
り
降
ろ
す
「
ト
バ
シ
」

と
い
う
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
。
当
然
、
荷
物
は

一
方
通
行
。
荷
解
き
場
で
取
り
外
し
た
滑
車

は
荷
積
み
場
ま
で
人
が
運
び
上
げ
た
。
ト
バ

シ
は
構
造
が
単
純
な
の
で
、
荷
物
が
途
中
で

ケ
ー
ブ
ル
か
ら
脱
線
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た

と
い
う
。

　

一
般
的
な
索
道
は
主
索
と
曳
索
の
二
本
の

ケ
ー
ブ
ル
で
荷
物
を
運
ぶ
。
二
種
類
の
ケ
ー

ブ
ル
を
用
い
る
こ
と
を
「
複
線
」
と
言
う
。

一
台
の
カ
ゴ
を
往
復
さ
せ
る
複
線
往
復
式
の

索
道
は
、
個
人
の
生
活
物
資
を
運
ぶ
よ
う

な
、
反
復
回
数
の
少
な
い
場
所
で
使
わ
れ
て

い
る
。

　

索
道
を
使
う
に
は
両
端
で
荷
受
け
と
荷
積

み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
た
く
さ

ん
の
荷
物
を
移
送
す
る
に
は
二
台
の
カ
ゴ
を

交
互
に
動
か
し
た
ほ
う
が
時
間
の
節
約
に
な

る
。
観
光
地
の
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
は
み
な
こ
の

形
式
だ
。
こ
れ
を
交
走
式
と
い
う
。
畑
か
ら

農
作
物
を
出
荷
す
る
よ
う
な
場
所
で
は
交
走

式
の
索
道
が
使
わ
れ
る
。

索
道
は
本
来
は
荷
物
専
用
で
あ
り
、
人
間
が

乗
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
夕
立
や
台
風
で
川
が
増
水
し
て
渡
れ

な
い
と
き
は
、
カ
ゴ
に
乗
っ
て
川
を
渡
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

人
間
の
交
通
手
段
と
し
て
の
野
猿
は
も
は

や
観
光
地
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
ま
残
っ
て
い
る
荷
物
用
の
索
道
も
、
道
路

の
整
備
と
山
間
部
の
過
疎
化
の
た
め
に
遠
か

ら
ず
消
え
て
ゆ
く
運
命
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
生

活
が
便
利
に
な
る
こ
と
だ
か
ら
否
定
は
で
き

な
い
が
、
徳
島
ら
し
い
風
景
が
ま
た
ひ
と
つ

消
え
る
の
だ
と
思
う
と
淋
し
く
も
あ
る
。

■鮎喰川のトバシ
中央を左右に横切っているケーブル
がそれ。カゴやウインチ等の設備が
ないのでトバシを発見するのは容易
ではない。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見̶ 
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野
猿
と
索
道

■神山町・相原章臣さん宅の索道
ウインチが瓦葺きの納屋に納まっている。最近
補修したそうで以前はもっと太めの主索を使っ
ていたという。形式は複線交走式。中規模なが
ら見事な索道だ。

ト
バ
シ

複
線
往
復
式

■上勝町で見かけた往復式索道
曳索をけん引するウインチが見当た
らなかった。人力でけん引している
のだろうか。

■吉野川市で見かけた往復式索道
索道は重機が入れないような場所に
作ることが多い。人力だけで設営す
る技術も継承がむずかしくなってき
ている。

■吉野川市で見かけた往復式索道
支柱も大掛かりで主索も太い雄大な
索道。索道で 200kg 以上の荷物を
運ぶには林業架線作業主任者の資格
が必要。

複
線
交
走
式

■交走式のケーブル
黒っぽい太いケーブルが主索で固定
されている。茶色の細いケーブルが
曳索。曳索は循環式になっている。

■神山町・小川博行さん
索道を実際に動かしてみせてくれ
た。２年前に家まで車道が開通し、
索道を動かすのは久しぶりという。

■交走式索道の運行
対岸は遠くて声は届かないので、荷
積みが終わったらケーブルを叩いて
ウインチ側に合図を送っていた。

■トバシに使われる滑車
「チリキ」とも呼ばれる滑車。切れ
込みがありケーブルから外せるよう
になっている。これは小型のもの。



　

「
う
だ
つ
の
町
並
み
を
歩
く
」
と
い
っ
た
タ

イ
ト
ル
の
ブ
ロ
グ
や
観
光
ガ
イ
ド
は
数
え
き

れ
な
い
く
ら
い
あ
る
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

『
う
だ
つ
』
に
つ
い
て
訳
知
り
げ
に
解
説
し
て

い
る
。
し
か
し
同
じ
屋
根
飾
り
で
も
『
煙
出

し
櫓(

け
む
だ
し
や
ぐ
ら)

』
に
つ
い
て
書
い

た
文
章
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
は
ど
う

し
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
月
は
徳
島
の

煙
出
し
櫓
の
魅
力
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

　

『
煙
出
し
』
と
は
カ
マ
ド
や
囲
炉
裏
の
煙
を

抜
く
た
め
に
屋
根
に
作
る
換
気
口
の
こ
と
だ
。

そ
の
煙
出
し
を
裕
福
な
家
で
は
櫓
状
に
し
つ

ら
え
る
。
商
家
が
富
の
象
徴
と
し
て
『
う
だ

つ
』
を
あ
げ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
農
家
に

と
っ
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
が
煙
出
し

櫓
な
の
だ
。
北
陸
地
方
で
は
煙
出
し
櫓
の
こ

と
を
『
う
だ
つ
櫓
』
と
も
呼
ぶ
く
ら
い
だ
か

ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
富
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

　

立
派
な
煙
出
し
櫓
は
県
内
で
は
主
に
藍
農

家
の
『
カ
マ
ヤ(

台
所)

』
の
屋
根
に
見
ら
れ

る
。
今
回
紹
介
す
る
物
件
は
い
ず
れ
も
母
屋

か
ら
カ
マ
ヤ
が
母
屋
か
ら
張
り
出
し
た
間
取

り
で
だ
っ
た
。
カ
マ
ヤ
は
家
の
裏
手
に
な
る

し
、
煙
出
し
は
母
屋
の
大
棟
よ
り
低
い
の
で
、

家
を
裏
側
か
ら
見
な
け
れ
ば
発
見
で
き
な
い
。

北
側
か
ら
写
真
を
撮
る
こ
と
に
な
る
か
ら
逆

光
に
な
り
や
す
い
の
は
困
っ
た
こ
ど
だ
。

　

煙
出
し
櫓
の
あ
る
家
を
見
て
い
く
と
明
治

以
後
の
瓦
葺
き
の
農
家
が
多
い
こ
と
が
わ
か

る
。
徳
島
の
江
戸
期
の
裕
福
な
農
家
の
典
型

的
様
式
は
、
寄
棟
の
草
葺
き
屋
根
に
本
瓦
葺

き
の
庇
を
巡
ら
し
た
『
四
方
蓋
造
り
』
で
あ

る
。
四
方
蓋
造
り
で
は
大
棟
に
煙
出
し
が
な

く
、
気
抜
き
が
必
要
と
な
る
カ
マ
ヤ
は
瓦
葺

き
の
庇
部
分
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
自

時
代
に
は
農
家
が
屋
根
全
体
を
瓦
葺
き
に
す

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
裕
福
な

農
家
は
庇
屋
根
の
部
分
の
瓦
葺
き
に
贅
を
こ

ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
明
治
に
な
り
、

総
瓦
葺
き
の
二
階
建
て
を
自
由
に
建
て
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
カ
マ
ヤ

の
屋
根
の
装
飾
を
競
っ
た
の
が
徳
島
の
煙
出

し
櫓
の
成
り
立
ち
な
の
で
は
な
い
か
、
な
ど

と
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
み
る
。

　

立
派
な
煙
出
し
櫓
が
比
較
的
集
中
し
て
い

る
の
は
う
だ
つ
で
有
名
な
美
馬
市
脇
町
だ
。

こ
こ
は
ひ
と
つ
「
う
だ
つ
の
町
並
み
を
歩
く
」

で
は
な
く
「
う
だ
つ
櫓
の
町
並
み
を
歩
く
」

﹅

﹅

﹅

﹅

と
い
う
テ
ー
マ
で
散
策
を
し
て
み
て
は
ど
う

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
二
層
以

上
の
煙
出
し
櫓
だ
が
、
一
層
の
煙
出
し
に
も

立
派
な
も
の
も
あ
る
。〝
煙
出
し
櫓
観
賞
〞
は

ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
き
っ

と
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
思
う
。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見̶ 
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煙
出
し
櫓

■板野町
おそらく県内で最も大きな煙出し櫓ではないかと
思う。『カマヤ（台所）』の屋根を含めると四層の
楼閣のように見える。ちなみに『カマヤ』が家の
正面から見て右側にある『右勝手』という間取り
は、今回紹介する物件のなかではこの家だけだ。

探
し
て
み
よ
う

▲吉野川市山川町
高越山系を背景にした美しい田園の
風景。遠目にはまるで城の天守閣が
あるように見える。

▲吉野川市川島町
北側が道だと近くから観察でき
る場合もある。ここはわかりや
すい場所なので、気付いている
人も多いのではないか。

▲吉野川市川島町
二層部分が朱に塗られているの
が個性的。屋根の先でカールし
ているのは、蕨手型の『鳥衾
（とりぶすま）』。鳥衾は県西の煙
出し櫓に多く見られる。

▲阿波市阿波町
全体的に黒塗りで、城にたとえ
るなら松本城といったところか。
周囲を藍寝床で囲まれているの
で遠くからしか見られない。

う
だ
つ
櫓
の
町
並
み
を
歩
く

▶こんな狭い路地
の奥にも人知れず
煙出し櫓があった
りする。

▲新築住宅でも煙
出し櫓を上げてい
る家があった。し
かも銅板葺き。

▲煙出しの小屋根の棟の向きが、
カマヤの棟と直交している珍し
い付き方だ。

◀正面から見る
とシンメトリー
な構成がユーモ
ラスだ。

▲脇町北庄地区
には多くの煙出
し櫓が残ってい
る。



　

『
石
風
呂
』
と
は
、
焚
き
火
で
加
熱
し
た

石
室
（
い
し
む
ろ
）
に
入
っ
て
熱
気
を
浴
び

る
い
ま
で
言
う
サ
ウ
ナ
で
あ
る
。「
風
呂
」

と
い
う
言
葉
は
「
室
」
か
ら
転
じ
た
と
も
言

わ
れ
て
お
り
、
石
風
呂
は
風
呂
の
古
い
様
式

な
の
だ
。
他
県
で
は
現
在
で
も
入
浴
で
き
る

石
風
呂
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
県
内
の
石

風
呂
は
す
べ
て
遺
構
だ
。
今
回
は
県
内
に
残

る
石
風
呂
を
訪
ね
て
み
た
い
と
思
う
。

　

前
山
の
ふ
も
と
、
薬
師
庵
と
い
う
寺
の
境

内
に
あ
る
。
昭
和
四
五
年
ご
ろ
ま
で
営
業
し

て
い
た
と
い
い
、
実
際
に
風
呂
に
入
っ
た
と

い
う
人
の
話
し
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
利

包
の
石
風
呂
で
は
、
風
呂
を
焚
く
と
き
に
は

松
葉
を
使
い
、
ひ
と
抱
え
も
あ
る
松
の
枝
の

束
を
二
〇
回
ほ
ど
く
べ
た
と
い
う
。
十
分
に

加
熱
で
き
た
ら
残
り
火
を
掻
き
出
し
、
こ
も

を
敷
き
、
海
水
を
打
っ
て
内
部
を
蒸
し
風
呂

状
態
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
海
水
や

海
藻
、
薬
草
を
使
っ
て
加
湿
す
る
タ
イ
プ
の

石
風
呂
を
「
藻
風
呂
」
と
も
言
う
。

　

論
田
町
の
ス
ー
パ
ー
銭
湯
え
び
す
の
湯
の

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
こ
の
史
跡
の
説
明
が
書
か

れ
て
い
る
の
で
名
前
を
知
っ
て
い
る
人
も
多

い
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
、
勝
浦
川
河
口
に

『
籠
の
御
茶
屋
』
と
い
う
蜂
須
賀
家
の
別
荘

が
あ
り
、
そ
こ
に
『
籠
の
藻
風
呂
』
と
呼
ば

れ
た
有
名
な
石
風
呂
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
は

大
名
も
石
風
呂
を
楽
し
ん
だ
の
だ
。

　

長
楽
寺
と
い
う
寺
の
門
前
を
過
ぎ
、
東
へ

三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
い
っ
た
道
ば
た
に
あ
る
。
こ

の
あ
た
り
の
字
は
風
呂
谷
と
い
う
。
県
内
で

風
呂
谷
と
か
石
風
呂
と
い
う
地
名
は
、
た
い

て
い
む
か
し
石
風
呂
が
あ
っ
た
場
所
だ
。

　

櫛
淵
八
幡
神
社
の
南
東
六
〇
〇
ｍ
、
羽
ノ

浦
山
系
の
北
面
に
二
万
五
千
分
の
一
の
地
形

図
で
は
わ
か
ら
な
い
小
さ
な
貯
水
池
が
あ

り
、
そ
の
奥
の
竹
林
の
中
に
あ
る
。

　

石
風
呂
を
構
造
的
に
分
類
す
る
と
、
平
地

に
土
盛
り
を
し
て
作
る
カ
マ
ド
タ
イ
プ
と
、

崖
を
掘
っ
た
洞
窟
タ
イ
プ
の
二
種
類
に
分
け

ら
れ
る
の
だ
が
、
櫛
淵
の
石
風
呂
は
洞
窟
タ

イ
プ
だ
。

　

梅
の
里
の
一
角
に
あ
り
、
看
板
も
立
っ
て

い
る
の
で
比
較
的
見
つ
け
や
す
い
。

　

江
戸
時
代
に
徳
島
藩
の
姫
が
女
性
の
下
の

病
を
治
す
た
め
、
こ
の
地
に
逗
留
し
た
と
い

う
伝
説
が
あ
る
。
石
風
呂
の
お
か
げ
で
病
気

は
治
癒
し
、
姫
が
逗
留
し
た
家
は
ほ
う
び
と

し
て
年
貢
を
免
除
さ
れ
た
。
代
次
に
は
多
田

姓
が
多
い
が
、
こ
れ
は
年
貢
を
タ
ダ
に
し
た

か
ら
な
の
だ
と
い
う
。

▲代次の石風呂外観
山の斜面にある。洞窟タイプとカ
マドタイプの折衷型。すぐ近くに
は湧き水の水場があるので、汗を
流すこともできただろう。右手に
は祠や石仏が祭られていて、神聖
な場所である。

▲代次の石風呂内部
内部は円形なので、古墳ではない
だろう。古い石風呂で、使い方な
どを覚えている人はいないようだ。
煤けているのは、近年になって試
しに火を焚いたからだが、うまく
入浴できなかったらしい。

▲櫛淵の石風呂外観
非常にわかりにくい場所にあるう
え、たどり着くには薮コギが必要。
ここには２つの石風呂があったと
いい、少し斜面を登ったところに
跡らしきものがある。

▲櫛淵の石風呂内部
天井は大きな一枚岩になっている。
近くにある溜め池の藻を敷いたと
もいう。戦前くらいまでは近所の
人たちが使っていたという。いま
はコウモリの巣になっていた。

̶ 関東からの転入者による徳島再発見̶ 
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石
風
呂
と
は

■石井町・利包の石風呂
石風呂は右の小屋の中に保存されている。奈良時
代の僧行基が石井を訪れたときに作り方を教えた
という伝説がある。寺は現在は無住だが、石風呂
は代々の庵主が管理運営してきたという。小屋と
庵のあいだの戸の先には井戸が残っている。入浴
客はそこで風呂で火照った体を冷やしたり、煤の
汚れを落としたりした。

石
井
町
・
利
包
の
石
風
呂▲利包の石風呂外観

元々はもっと簡素な屋根が掛けら
れていたか、あるいは露天だった
ろう。炭焼き窯と似ているが、一
般的な炭焼き窯は天井が土ででき
ているのに対して、石風呂は天井
が石になっているので区別できる。

▲利包の石風呂内部
一度に５～６人が入れた。入ると
きは綿入れを着て、頭には防空ず
きんのようなものをかぶり、手袋、
足袋を付けたという。壁に触れる
と火傷をするからだ。ずきんなど
は入浴者が持参したそうだ。

徳
島
市
大
原
町
・
籠
の
藻
風
呂

▲籠の御茶屋跡
籠の御茶屋は維新後は民間に払い
下げられ湯治場として営業した。
阪神方面からも客が訪れたという。
昭和 15年あるいは 19年まで営業
していたというが、いまは竹林に
なっている。

▲籠の藻風呂
籠の藻風呂の痕跡はいまでもはっ
きりと確認できる。実は徳島市内
には 10ヶ所以上の藻風呂があっ
たという文献もあるのだが、私が
痕跡を確認できたのはここだけだ。

吉
野
川
市
川
島
町
桑
村
の
石
風
呂

▲桑村の石風呂外観
もとは右に見える道のあたりに
あったのを道の拡幅で移動したと
いう。風呂の前の板碑は天明三年
の銘があり、弘法大師が一夜で建
立したものであるといういわれが
書かれている。

▲桑村の石風呂内部
桑村の石風呂は、一見すると古墳
を再利用しているようにも見える。
だが内部に入ってみると、平面が
ほぼ円形になっているので、これ
は初めから石風呂として作られた
ものだろうと思う。

小
松
島
市
櫛
淵
町
の
石
風
呂

神
山
町
阿
野
代
次
の
石
風
呂



　

『
猪
垣(

し
し
が
き)

』
と
は
、
山
あ
い
の

田
畑
を
イ
ノ
シ
シ
か
ら
守
る
た
め
の
塀
の
こ

と
で
あ
る
。
現
代
で
も
山
の
畑
で
は
電
気
柵

や
ト
タ
ン
板
で
害
獣
の
侵
入
を
防
ぐ
工
夫
を

し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
猪
垣
と
言
っ
た

ら
、
土
塀
あ
る
い
は
石
積
み
の
塀
を
指
す
。

徳
島
で
は
『
猪
壁(

し
し
か
べ)

』
と
も
言

う
。

　

吉
野
川
市
川
島
町
の
峯
八
集
落
に
は
、
村

の
畑
を
囲
む
よ
う
な
長
大
な
猪
垣
が
あ
っ
た

と
い
う
。
村
内
の
鎮
守
の
境
内
に
猪
垣
の
碑

が
あ
り
、
藩
主
か
ら
年
貢
減
免
の
援
助
を
受

け
て
文
化
四
年
に
猪
垣
が
築
か
れ
た
と
い
う

内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
歴
史
が
わ
か
る
数

少
な
い
猪
垣
で
あ
る
。

　

上
板
町
の
大
山
寺
の
登
山
口
、
神
宅
に
も

立
派
な
猪
垣
が
残
っ
て
い
る
。
猪
垣
が
あ
る

谷
の
奥
に
は
「
猪
野
谷
滝
」
と
い
う
名
前
の

滝
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
昔
か
ら
イ
ノ
シ
シ
が

多
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

吉
野
川
市
美
郷
の
猪
井
さ
ん
と
い
う
お
宅

の
畑
に
半
現
役
の
猪
垣
が
あ
る
。
猪
井
と
い

う
名
字
は
こ
の
猪
垣
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
猪
垣
の
い
わ
れ
を
訊
い
て
み
た
が
、

猪
垣
が
い
つ
ご
ろ
の
先
祖
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
か
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

　

猪
垣
は
構
造
か
ら
三
種
類
に
分
類
で
き

る
。
こ
こ
ま
で
に
紹
介
し
た
の
は
い
ず
れ
も

石
積
み
型
。
そ
の
他
に
土
塀
型
と
、
石
柱
型

あ
る
。
土
塀
型
は
穴
吹
に
あ
っ
た
が
町
営
住

宅
建
設
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
石
柱
型

は
、
板
碑
に
使
う
よ
う
な
変
成
岩
を
地
面
に

立
て
て
並
べ
た
も
の
だ
。
つ
る
ぎ
町
の
剪
宇

集
落
で
は
石
柱
型
の
猪
垣
が
見
ら
れ
る
。

　

徳
島
の
猪
垣
は
他
県
の
よ
う
に
観
光
化
さ

れ
て
い
な
い
し
、
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
て

も
ほ
と
ん
ど
情
報
は
な
い
。
だ
が
根
気
よ
く

探
せ
ば
か
な
り
の
数
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。
探
す
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
村
外
れ
の
若
い
植
林
地
や
、
沢
ぞ
い
棚

田
の
行
き
止
ま
り
に
行
っ
て
み
る
こ
と
だ
。

そ
こ
は
か
つ
て
多
大
な
努
力
で
開
拓
さ
れ
、

そ
し
て
い
ま
見
捨
て
ら
れ
山
に
還
ろ
う
と
し

て
い
る
田
畑
の
跡
で
あ
る
。
そ
こ
で
猪
垣
を

目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
い
ま
と
は
違
っ
た

山
村
の
風
景
が
見
え
て
く
る
と
思
う
。
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猪
垣
と
は

■那賀町・舞ヶ谷の猪垣
那賀町で偶然見つけた猪垣。埋もれて低く
なってしまっているが、もともとは１ｍく
らいはあったはずだ。イノシシは脚が短い
ので障害物を乗り越えられず、壁があると
壁に沿って移動するという。たぶん、あと
何十年かしたら、ここに猪垣があったとい
うことはわからなくなってしまうだろう。

峯
八
の
猪
垣

▲峯八の猪垣
大正時代には 1km以上残っていた
という石垣は造成工事などで大半
が失われたが、いまでも 200mく
らい残っている。比較的大きな石
で荒っぽく積んであるのが特徴か。
すでに半分以上が土に埋もれてし
まっている。

▲峯八の猪穴(ししあな)
猪垣を見学するときは、一緒に
『猪穴』というものを探してみよ
う。猪穴は、猪垣の切れ目などに
作られた落とし穴だ。現在の法律
では落とし穴による猟は禁止され
ているので、これらは猪垣と同じ
時代の古い遺構なのだ。

神
宅
の
猪
垣

▲神宅の猪垣
比較的よい状態で残っている。
石積みがしっかりしているから
だろう。この場所にはかつて原
士(はらし)の屋敷があったとい
う。原士というのは、阿波藩時
代の半農の武士のことだ。

▲神宅の猪穴
ここにも猪穴といわれている穴
がある。案内してくれた吉本彦
一さんは狩猟の経験もある人だ
が、実際にこの穴でイノシシが
捕れたかどうかは半信半疑のよ
うだった。

美
郷
の
猪
垣

▲美郷の猪垣
猪垣の外部との出入口。本来は
ここに板戸があって、普段は閉
じられている。個人の敷地にあ
るので保存状態もよい。市指定
文化財にしてもよい物件だと思
う。

▲美郷の猪穴
教科書通りに出入口のすぐそば
に猪穴があった。壁面も石積み
になっていて、他県で見た猪穴
とほぼ同様の構造。猪井さんに
よれば、猪穴ではないという
が。

▲柵の取り付け穴
壁面には数ｍおきに穴の空いた
石が飛び出している。ここに竹
を挿して柵にすることで、猪垣
をさらに高くしてシカも防いだ
のだという。

剪
宇
の
猪
垣

猪
垣
を
探
し
て
み
よ
う ▲剪宇の猪垣

剪宇集落全体を囲むように
作られた猪垣で、県下では
最大規模の遺構。埋没も進
んでいて、いまや猪垣の頭
頂部がわずかに見えるだけ
になっている。

▲剪宇の石柱型猪垣
大きな一枚岩を石碑のように
地面に突き刺して並べて作ら
れた猪垣。とても珍しいもの
だと思う。全国の猪垣ファン
垂涎の物件といえるだろう。

▲神山町広石の猪垣
猪垣は休耕田や山林にあるの
で、車道から見つけるのはむ
ずかしい。地元の人でも知ら
ない場合が多いので、場所を
尋ねるときは昔のことをよく
知っている古老を探そう。

▲ぬた場
里山を歩くと泥を練った跡
に出くわすことがある。こ
れはイノシシが泥浴びをす
る場所で『ぬた場』という。
ひづめの跡もたくさんつい
ている。

▲泥をこすった跡
ぬた場の近くを探すと、イ
ノシシが泥浴びをしたあと
に、泥をぬぐう木を見つけ
ることもできる。泥と一緒
にダニなどを落とすと言わ
れている。



　

毎
年
、
桜
の
季
節
に
な
る
と
思
い
出
す
仏

像
が
あ
る
。
石
井
町
浦
庄
の
釈
迦
堂
に
安
置

さ
れ
て
い
る
釈
迦
如
来
座
像
だ
。
釈
迦
堂

は
、
旧
伊
予
街
道
に
面
し
た
目
立
た
な
い
お

堂
で
、
現
在
は
町
内
の
集
会
所
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
た
め
、
ぱ
っ
と
見
に
は
お
寺
に
は

見
え
な
い
。
こ
の
集
会
所
内
に
大
仏
が
あ
る

こ
と
は
、
石
井
町
民
で
も
あ
ま
り
知
ら
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

「
大
仏
」
と
は
、
実
際
の
仏
陀
の
体
の
サ

イ
ズ
よ
り
も
大
き
く
作
ら
れ
て
い
る
仏
像
の

こ
と
を
い
う
。
仏
陀
は
超
人
的
な
存
在
で
、

身
長
は
四
・
八
ｍ
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
立
ち
姿
の
仏
像
の
場
合
は

四
・
八
ｍ
を
超
え
れ
ば
大
仏
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
座
っ
た
仏
像
の
場
合
は
、
半
分
が
基

準
と
な
っ
て
い
て
二
・
四
ｍ
が
境
界
線
だ
。

釈
迦
堂
の
釈
迦
如
来
座
像
は
全
高
が
ち
ょ
う

ど
二
・
四
ｍ
な
の
で
大
仏
に
分
類
で
き
る
の

で
あ
る
。「
浦
庄
大
仏
」
と
呼
ん
で
も
い
い

か
も
し
れ
な
い
。

　

石
井
町
指
定
文
化
財
の
案
内
板
を
見
る

と
、
頭
部
の
み
が
鎌
倉
時
代
、
体
は
室
町
時

代
、
腕
は
江
戸
時
代
の
修
復
だ
と
い
う
。

　

こ
の
大
仏
の
特
徴
は
何
と
い
っ
て
も
、
集

会
所
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。

県
内
に
は
徳
島
市
の
丈
六
寺
を
は
じ
め
、
立

派
な
大
仏
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
の
寺

で
は
大
仏
は
人
を
導
く
威
厳
に
満
ち
た
存
在

だ
。
と
こ
ろ
が
浦
庄
大
仏
は
、
少
し
も
威
厳

ぶ
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
顔
立
ち
は
大
き
さ

の
わ
り
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
ま
ど
ろ
む

よ
う
な
曖
昧
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
。
こ

の
不
思
議
な
大
仏
の
誕
生
に
は
次
の
よ
う
な

言
い
伝
え
が
あ
る
。

　

そ
の
昔
、
い
ま
の
釈
迦
堂
の
南
側
に
薬
師

寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
が
あ
り
、
浦
庄
大
仏

は
そ
の
本
尊
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
仏

像
を
作
っ
た
の
は
奈
良
時
代
の
名
僧
、
行
基

だ
っ
た
。
行
基
が
国
分
寺
を
建
て
る
場
所
を

探
し
て
全
国
を
行
脚
し
た
と
き
、
浦
庄
に
立

ち
寄
っ
て
本
尊
を
彫
っ
た
の
だ
と
い
う
。
薬

師
寺
は
そ
の
後
、
何
百
年
が
経
っ
て
す
た
れ

て
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
再
び
復
興
し
て
堂

塔
が
整
っ
た
。

　
そ
し
て
世
は
戦
国
乱
の
時
代
と
な
り
、
土

佐
の
長
宗
我
部
元
親
が
阿
波
に
攻
め
入
る
。

吉
野
川
の
流
域
で
は
激
し
い
戦
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た
。
多
く
の
寺
が
焼
き
打
ち
さ
れ
、

薬
師
寺
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
本
堂
に
火

の
手
が
廻
っ
た
と
き
、
僧
た
ち
は
せ
め
て
本

尊
だ
け
で
も
守
ろ
う
と
、
寺
の
裏
手
の
淵
に

本
尊
を
投
げ
込
ん
だ
。

　

長
宗
我
部
の
軍
勢
が
去
っ
た
あ
と
、
村
人

た
ち
は
淵
か
ら
大
仏
を
出
そ
う
う
と
し
た

が
、
寺
の
裏
は
斜
面
が
急
だ
っ
た
た
め
、
対

岸
に
引
き
上
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
ま
ま
伊
予
街
道
に
面
し
た
場
所
に
お

堂
を
建
て
て
安
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
大
仏
は
霊
験
が
強
す
ぎ
た

た
め
に
、
街
道
を
通
る
人
々
に
困
っ
た
問
題

が
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
仏
が
不
浄
を

嫌
っ
た
た
め
、
魚
屋
が
生
魚
を
担
い
で
お
堂

の
前
を
通
る
と
転
ば
さ
れ
た
り
、
農
家
が
大

八
車
に
肥
桶
を
載
せ
て
通
る
と
ひ
っ
く
り
返

さ
れ
た
り
す
る
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
侍
が
馬

に
乗
っ
た
ま
ま
通
る
と
、
落
馬
す
る
と
い
う

あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
い
く
ら
あ
り
が
た
い
大

仏
で
も
、
こ
れ
で
は
街
道
を
安
心
し
て
通
れ

な
い
。
仕
方
な
く
偉
い
お
坊
さ
ん
に
頼
ん

で
、
大
仏
か
ら
魂
を
抜
い
て
も
ら
っ
た
。
そ

の
せ
い
で
大
仏
は
庵
主
の
一
人
も
養
え
な
い

よ
う
に
な
り
、
い
ま
の
よ
う
に
落
ち
ぶ
れ
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
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釈
迦
堂

私が初めて釈迦堂を訪れたの
は桜が満開の季節だった。釈
迦堂の前は道が特に狭くなっ
ていて、車の運転に集中しな
ければならない場所だ。満開
の桜がなければここにお堂が
あることに気付かなかっただ
ろう。

国道 192号線を走ると、所々
で伊予街道の旧道へと入るＹ
字路に出会う。私はこんな道
を見ると、つい旧道に入って
しまう。名所旧跡などはたい
ていは街道に沿って点在して
いるからだ。旧道走行はすき
ま観光の基本と言えるだろ
う。

釈迦堂には山門や墓地もなく、
見た目は寺らしくない。
住職もいないため普段はカギ
がかかっていて、大仏はサッ
シュ越しに見るだけだ。４月
上旬の日曜日に近所の人々が
花見会をするので、そのとき
だけ境内が華やかに飾られる。

浦
庄
大
仏

建物の内部はほとんどの部分
が集会所の機能なのだが、中
央の１間だけが仏間になって
いて、大仏はそこに窮屈そう
に納まっている。
集会室にはカラオケセットも
見える。大仏の横でカラオケ
を歌える場所は全国でもここ
だけかも。

全体的に塗りが剥げていた
り、衣紋の表現などもいかに
も後世の作りで、仏像として
のキレはない。だがこの大仏
の良さは、キレではなくて身
近さではないだろうか。お寺
を出て、人々の暮らしの中に
下った仏さま、そんな存在
だ。

伝
説

かつて薬師寺の伽藍があった
とされるあたりには大銀杏が
あり往時をしのばせる。
長宗我部氏は多くの寺を焼い
たので浦庄では良くは言わな
い。阿波の者が土佐の菩提寺
に行くと墓に小便をかけるた
め、長宗我部氏の墓には柵が
あるのだなどともいう。

たまたま訪れたときに堂が開
いていて、上がらせてもらっ
た。堂内には昔の百万遍念仏
の大数珠が残っていて、昔の
様子を再現してくれた。この
あたりでは百万遍は小学生の
行事で、一人が中に入ってカ
ネを叩き、残りの子は周りで
大数珠を回した。

釈迦堂の南を流れる曲突谷
川。大仏を投げ込んだ淵が
あったというあたりの様子。
左側の斜面の上が昔の寺が
あった場所。今の釈迦堂は右
側になる。今は三面コンク
リートの排水路だが、昔は子
供が泳いだり、ウナギを捕っ
たりできる川だったそうだ。

釈迦堂から南へ行く道は光明
小路と呼ばれる古道だ。
浦庄小学校の横の灌頂橋では
昔タヌキが人を化かしたとい
う。葬送行列がここを通る
と、担いだお棺が急に軽くな
るといわれ、絶対に通らな
かった。今では想像もできな
い。



「
き
ょ
う
は
天
気
も
い
い
し
、
国
府
あ
た
り

に
田
ん
ぼ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
で
も
行
く
か
!!
」
と

い
う
の
が
4
月
下
旬
ご
ろ
の
私
の
休
日
の
過

ご
し
方
だ
。
4
月
下
旬
に
は
県
北
地
方
で
水

田
に
水
を
張
り
田
植
え
の
準
備
が
始
ま
る
。

こ
の
こ
ろ
の
か
ら
田
植
え
直
後
ま
で
は
、
水

田
が
一
番
美
し
く
映
え
る
季
節
で
、
田
ん
ぼ

観
賞
に
は
最
適
だ
。
さ
て
、
徳
島
の
田
ん
ぼ

を
見
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、
田
ん
ぼ
の
中

に
お
墓
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
お
寺
や
霊
園

以
外
の
場
所
、
つ
ま
り
家
の
裏
や
田
畑
に
墓

地
を
に
作
ら
れ
た
墓
は
「
屋
敷
墓
」
と
いって

全
国
的
に
あ
り
、
珍
し
く
は
な
い
風
習
だ
。

だ
が
水
田
の
ど
真
ん
中
に
墓
石
が
あ
る
と
い

う
の
は
、
他
県
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
いよ
う

に
思
う
。

田
ん
ぼ
の
中
の
墓
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
の
は

誰
な
の
だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
み
て
も

は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い。

書
物
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は「
地
主
さ
ん
」「
忌
串

さ
ん
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
墓
が
田
畑
の
中

に
あ
る
理
由
と
し
て
は
一
般
に
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。
①
元
は
屋
敷
だ
った
場
所
が
、

家
が
絶
え
た
り
し
て
耕
地
に
変
わ
っ
た
。
②

他
人
が
そ
の
田
畑
を
欲
し
が
ら
な
い
よ
う
に

わ
ざ
と
墓
を
建
て
る
。
子
孫
が
田
畑
を
手
放

さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
③
そ
の

土
地
を
開
墾
し
た
人
を
功
労
し
て
畑
の
中
に

埋
葬
す
る
。
④
長
男
が
家
を
相
続
す
る
前
に

死
ん
だ
と
き
、
親
が
そ
の
子
に
田
畑
を
継
が

せ
る
と
い
う
気
持
ち
か
ら
田
畑
の
中
央
に
墓

を
作
る
、
と
いう
ケ
ー
ス
が
あ
る
ら
し
い。
現

代
人
に
と
って
は
①
は
理
解
し
や
す
いし
、
実

際
に
そ
う
思
え
る
墓
所
も
あ
る
。
し
か
し
先

に
紹
介
し
た
よ
う
な「
一
つ
墓
」
は
①
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
屋
敷
墓
で
あ
れ
ば
歴
代
の
墓
石

が
並
ん
で
いる
ケ
ー
ス
が
多
いか
ら
だ
。

田
ん
ぼ
の
中
の
墓
は
、
北
島
、
藍
住
、
上

板
、
石
井
、
徳
島
市
矢
三
、
国
府
あ
た
り
に

特
に
目
立
つ
。
な
ぜ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い。

耕
作
を
す
る
に
は
邪
魔
に
な
る
が
、
か
と
いっ

て
他
に
移
し
て
悪
い
こ
と
で
も
あ
る
と
イ
ヤ
だ

と
い
う
信
心
深
さ
が
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て

あ
る
よ
う
だ
。
現
代
は
人
の
良
心
よ
り
も
効

率
が
優
先
さ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
食
品
の
偽

装
事
件
な
ど
は
当
然
起
こ
る
べ
く
し
て
起

こ
った
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
紹
介
し
た

田
ん
ぼ
で
は
、
効
率
が
悪
く
て
も
神
さ
ま
や

先
祖
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
耕

作
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
人
全
体
が
そ

の
く
ら
い
の
余
裕
を
持
って
生
き
ら
れ
れ
ば
よ

いの
に
と
思
わ
ず
に
は
いら
れ
な
い。
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田
ん
ぼ
の
中
の
墓

■上板町
「これがお墓? お地蔵さんじゃないの?」と思う
なかれ。江戸時代以前の墓はこのような光背
を負った仏像型が多かった。このような墓石を
「舟型」という。近代では子供の墓に用いられ
る形式なので、形だけで即年代判定はできない
が、このような石造物は、仏像ではなく墓石だ
ということは覚えておこう。

▲上板町
このような五角形の墓石を「駒型」という。板碑
が変化したと考えられていて、江戸時代の前半に
流行した形だ。風もなく鏡のように静かな水面に
映る姿が清々しい。

▲徳島市国府町
このような頭頂部がかまぼこ型になった墓石を
「櫛型」という。江戸時代中期に出現た形式で、
江戸時代の墓の主流の形式だ。稲刈り時にコン
バインが衝突しないよう目印が立ててある。

▲阿波市阿波町
このような頭頂部が平たいピラミッド状になった
墓石を「山角型」という。この形式は明治時代以
降の墓だ。なお、墓地にある墓で頭頂部が鋭利
な四角錐になっているのは、軍人の墓である。

誰
の
墓
な
の
か
？

▲徳島市入田
五輪塔や宝篋印塔がある島
状の墓所。このように田ん
ぼの中にある島を「タシマ」
と呼ぶそうだ。この島には
秋には彼岸花が咲き乱れ
る。県内で最も美しいタシ
マだ。

▲上板町
シルエットがまるで南方仏
教の寺院のようだ。五輪塔
は鎌倉から室町時代の主要
な墓石の形式だが、これは
古いものではない。徳島で
は五輪塔は武士の墓だとさ
れている。

▲徳島市矢三
矢三は田んぼの中の墓が多
い土地だが、この物件には
墓石がない。座布団くらい
の大きさしかなく、鍬のひと
振りで崩れてしまいそうだ。
代々これを避けて耕作して
きたというのはすごいことだ
と思う。

▲石井町
田んぼを見ているというよ
り、何か別のファンタジック
な光景を見ているようだ。
墓石はかさ上げされた基壇
の上に建っている。これは、
元屋敷だった場所が耕地に
変わった例ではないだろう
か。

▲阿波市阿波町
県西では田んぼの中の墓の
密度は小さくなるが、この物
件は撫養街道から南側に見
えるので見つけやすい。
堂々たる有像船型石塔だ。
石塔を避けて苦労して稲が
植えてある。

▲石井町
これはもはやタシマではなく
「軍艦島」と呼びたい。宝篋
印塔が艦橋のように見え、
シルエットがまるで戦艦だ。
軍艦のように見えるタシマは
他にも数ヶ所あるが、この物
件が最高にカッコよい。

▲石井町
田んぼの中にあるのは墓だ
けではない。数は多くない
が、お宮もいくつか見られ
る。元々は屋敷神だったも
のなのだろうか。田んぼの
中のお宮は県西の方面に多
いような気がする。

▲徳島市国府町
石塔の自重で地中にめり込
んでしまっているのだろう
か。耕作していったん畑に
なった土地にあとから墓が
作られた例ではないかと思
う。

▲北島町
田んぼの中にあるのは古い
墓ばかりではない。比較的
新しい墓石が並んでいる墓
所もある。これでは田んぼ
から水が引くまでは、墓参り
もままならない。



公
園
の
遊
具
で
最
も
人
気
が
高
い
の
は
滑

り
台
で
は
な
いか
と
思
う
。
そ
の
中
で
も
『
タ

コ
の
山
』と
呼
ば
れ
る
複
合
滑
り
台
は
、形
の

ユ
ー
モ
ラ
ス
さ
、滑
り
の
多
様
さ
で
特
に
愛
さ

れ
て
い
る
滑
り
台
だ
。
子
供
の
こ
ろ
に
滑
っ

た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
滑
り
台
を
作
っ
た
の
は
、
前
田
環
境

美
術
㈱
と
い
う
遊
具
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
タ

コ
型
の
滑
り
台
は
全
国
に
2
0
0
個
所
程
度

あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
徳
島
県
内
に
は
7

つ
の
タ
コ
が
確
認
で
き
る
。
四
国
全
体
を
み

る
と
、
愛
媛
県
に
3
個
所
、
高
知
県
に
3
個

所
、
香
川
県
に
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
って
い

な
いの
で
、
徳
島
は
四
国
の
タ
コ
王
国
と
言
っ

て
も
いいだ
ろ
う
。

タ
コ
の
山
の
魅
力
は
第
一
に
滑
っ
て
楽
し

い
と
い
う
こ
と
だ
。
特
に
タ
コ
の
背
中
側
か

ら
前
側
向
け
て
に
螺
旋
を
描
く
よ
う
に
作
ら

れ
た
滑
走
部
は
、
他
の
滑
り
台
で
は
な
か
な

か
味
わ
え
な
い
ス
リ
ル
が
あ
る
。
タ
コ
の
山
の

滑
走
部
の
表
面
は
『
人
造
石
研
ぎ
出
し
仕
上

げ
』、通
称『
人
研
ぎ(

じ
ん
と
ぎ)

』と
呼
ば
れ

る
仕
上
げ
で
あ
る
。
人
研
ぎ
は
、左
官
職
人
、

研
ぎ
職
人
が
手
間
を
か
け
て
仕
上
げ
る
も
の

で
、
最
近
の
滑
り
台
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け

な
く
な
って
いる
が
、
摩
擦
が
少
な
く
ス
ピ
ー

ド
も
出
る
の
で
、
楽
し
い滑
り
台
が
多
い。

タ
コ
の
山
の
も
う
一
つ
の
魅
力
は
、
そ
の
形

状
の
多
様
性
と
手
作
り
感
だ
。
工
場
で
作
っ

た
ユ
ニ
ッ
ト
を
組
み
立
て
る
だ
け
の
滑
り
台
と

違
って
、タ
コ
の
山
は
発
注
者
の
意
見
を
取
り

入
れ
た
り
し
な
が
ら
、
一
点
一
点
鉄
筋
職
人

が
形
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
。
私
は
こ
れ
ま
で

に
3
0
個
所
以
上
の
タ
コ
の
山
を
見
て
き
た

が
、
す
べて
少
し
づ
つ
違
って
いる
。

前
田
環
境
美
術
に
よ
れ
ば
、
タ
コ
の
山
の
誕

生
は
偶
然
だ
った
と
い
う
。
タ
コ
の
山
以
前
に

は
「
石
の
山
」
と
い
う
商
品
が
あ
った
。
こ
の

遊
具
を
見
た
あ
る
人
が
、「
頭
を
載
せ
た
ら
タ

コ
に
な
る
」
と
言
い、
そ
れ
を
聞
い
た
デ
ザ
イ

ナ
ー
が
実
際
に
頭
を
付
け
た
の
だ
そ
う
だ
。

前
田
環
境
美
術
は
東
京
芸
大
出
身
の
若
手

彫
刻
家
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
創
業
し
た
会

社
で
、
動
物
の
形
の
遊
具
や
抽
象
彫
刻
の
よ

う
な
造
形
を
重
視
し
た
遊
具
を
作
る
こ
と
が

特
徴
だ
。
機
能
一
辺
倒
の
遊
具
で
は
な
く
、

時
に
芸
術
的
で
あ
っ
た
り
、
時
に
感
情
移
入

の
対
象
で
あ
った
り
す
る
こ
と
で
、
子
供
た
ち

の
記
憶
に
強
く
残
る
遊
具
を
造
り
出
し
て
い

る
。そ

れ
を
証
明
す
る
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
。
東
京
の
北
区
で
、
道
路
整
備
の
た
め

に
公
園
の
タ
コ
の
山
を
ど
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
った
。
新
し
い敷
地
に
新
品
の
タ
コ
の

山
を
作
り
直
す
こ
と
も
で
き
た
の
に
、
住
民

達
は
思
い
出
の
つ
ま
った
タ
コ
の
山
を
そ
の
ま

ま
移
設
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
の
だ
と
い
う
。

一
般
的
な
遊
具
で
は
考
え
ら
れ
な
いこ
と
だ
。

県
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
タ
コ
滑
り
台
を
紹
介

し
よ
う
。
い
ず
れ
も
、
前
田
環
境
美
術
の
作

品
で
あ
る
。
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タ
コ
の
山
と
は

■徳島市･福島団地のタコの山
福島団地内の公園にあるタコの山。
最近塗り直されたようで、落書きなどもなくき
れいな状態。各部分の造りはタコの山の標準
的なデザインでまとめられており、手堅いモデ
ルといえるだろう。

タ
コ
の
山
の
魅
力

▲阿南市･中浦緑地のタコの山
頭の両側に、私が「耳」と呼んでいる小さな
ひさしがあるのが特徴。全国的にみると、
ひさしのないタイプが多く、ひさしは徳島の
タコの山の特徴である。

▲ 徳島市･応神公園のタコの山
頭の傾きが大きいのが特徴。頭を傾けてい
るタコは、必ずこの方向に傾けている。逆
に傾いている物件は全国でこれまで1個所
でしか見つかっていないという。

▲ 松茂町･松茂中央公園のタコの山
明るいサーモンピンクで塗られている。エッ
ジの仕上げが全体的にシャープ。私が「襟」
と呼んでいる中央のハの字の部分が、女性
の脚みたいで、グラマーな印象のタコだ。

タ
コ
の
山
の
歴
史

▲ 徳島市･津田公園にある石の山
タコの山の原形となった作品を津田で見る
ことができる。ただし、いくつかの形状的な
特徴から、タコの山が発売された以後に作
られた石の山だと思われる。

▲ 三好市･箸蔵公園
『抽象形態すべり台』という作品。前面に2
本、背面に1本の滑走部があり、登るための階
段がない不思議な滑り台。上部の三角形の形
から「イカの滑り台」と呼ばれることがある。

▲ 徳島市･椎宮神社こども公園のタコの山
『タコの山B』という作品。前方に2本、後
方に3本の滑走部があり、見た目よりは複
座な滑り台。このように頭の上に登って遊
ぶこともできるようだ。

▲ 徳島市･みなと公園のタコの山
『タコのすべり台』という作品。他のタコに比
べるとやや幾何学的。脚の下に入ると、大ダ
コに飲み込まれるような迫力がある。

▲ タコの山の内部
頭部の中の様子。通路や滑走部が複雑に
分岐している。単に滑るという目的以上に、
空間の体験としても面白い。

さ
ま
ざ
ま
な
タ
コ
た
ち



私
は
お
寺
や
神
社
を
見
る
の
が
好
き
で
、

は
っき
り
と
数
え
た
こ
と
は
な
い
が
こ
れ
ま
で

に
2
千
箇
所
く
ら
い
の
お
寺
を
訪
れ
て
い
る

と
思
う
。
お
寺
に
は
修
行
の
場
と
し
て
厳
粛

な
お
寺
も
あ
る
し
、
楽
し
み
な
が
ら
仏
教
に

触
れ
あ
え
る
よ
う
な
お
寺
も
あ
る
。
後
者
の

「
楽
し
み
な
が
ら
」と
いう
の
に
は
いく
つ
か
の

パ
タ
ー
ン
が
あ
って
、
そ
の
一
つ
に
建
物
内
部

が
迷
路
状
に
な
っ
て
い
る
寺
と
い
う
の
が
あ

る
。
そ
の
究
極
の
形
態
は
、
関
東
か
ら
東
北

に
か
け
て
分
布
す
る『
さ
ざ
え
堂
』
と
いう
形

式
の
建
物
で
、
3
階
建
て
の
建
物
の
内
部
が

通
路
と
多
く
の
階
段
で
仕
切
っ
て
あ
り
、
順

路
に
沿
って
仏
像
を
拝
観
し
て
いく
と
、一
度

も
同
じ
場
所
を
通
ら
ず
に
建
物
内
す
べ
て
を

巡
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
建
物
だ
。
さ
ざ
え

堂
の
よ
う
に
、
人
が
堂
内
で
移
動
し
な
が
ら

仏
像
を
拝
む
仕
組
み
の
建
物
を『
巡
礼
堂
』と

いう
。巡

礼
堂
に
は
大
別
し
て
2
つ
の
系
統
が
あ

る
。
一
つ
は
さ
ざ
え
堂
で
、
内
部
に
は
百
観

音
が
納
め
ら
れ
て
いる
。
も
う
一
つ
が
、今
回

紹
介
す
る
五
百
羅
漢
堂
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

発
祥
の
地
は
、江
戸
の
本
所
に
あ
った『
羅
漢

寺
』
で
、
こ
の
境
内
に
さ
ざ
え
堂
と
五
百
羅

漢
堂
が
両
方
建
って
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、

全
国
に
残
る
巡
礼
堂
は
、
本
所
羅
漢
寺
を
模

し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

現
存
す
る
巡
礼
堂
の
分
布
を
み
る
と
、
さ

ざ
え
堂
の
分
布
は
関
東
以
北
に
限
ら
れ
て
い

る
。
一
方
の
五
百
羅
漢
堂
は
関
東
か
ら
西
に

分
布
し
の
み
て
い
る
。
五
百
羅
漢
堂
が
西
に

し
か
な
いの
は
偶
然
な
の
か
、
な
に
か
理
由
が

あ
る
の
か
は
わ
か
って
い
な
い。
関
東
で
は
巡

礼
と
い
う
と
観
音
霊
場
巡
り
が
盛
ん
な
の
で
、

さ
ざ
え
堂
が
関
東
以
北
に
作
ら
れ
る
の
は
理

解
し
や
す
い
が
、
関
西
で
は
羅
漢
信
仰
が
盛

ん
か
と
い
う
と
そ
う
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。前

置
き
が
長
く
な
って
し
ま
った
が
、
今
回

紹
介
す
る
地
蔵
寺
･
五
百
羅
漢
堂
に
つ
い
て
、

仏
教
建
築
史
上
で
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
る

建
物
だ
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
知
って
お
い
て
ほ

し
か
った
の
で
あ
る
。

地
蔵
寺
は
四
国
霊
場
の
5
番
札
所
の
寺

で
、
五
百
羅
漢
堂
は
そ
の
奥
の
院
に
あ
た
る
。

本
堂
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
た
め
、
五
百
羅

漢
堂
の
ほ
う
ま
で
行
か
な
い
お
遍
路
さ
ん
も

多
い。
五
百
羅
漢
を
ま
つ
る
の
は
、
黄
檗
宗

(

禅
宗)

の
し
き
た
り
だ
と
い
う
こ
と
も
お
遍
路

の
対
象
に
な
ら
な
い理
由
か
も
し
れ
な
い。

現
在
の
五
百
羅
漢
堂
は
大
正
4
年
の
再
建

で
、そ
の
以
前
の
堂
は
安
永
4
年
の
築
だ
った

と
い
う
。
江
戸
に
五
百
羅
漢
堂
が
建
て
ら
れ

て
か
ら
5
0
年
後
に
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

古
絵
図
な
ど
を
み
る
と
、
建
物
の
規
模
や
構

造
は
現
在
と
同
じ
だ
った
よ
う
だ
。

羅
漢
と
は
お
釈
迦
さ
ま
の
直
接
の
弟
子
た

ち
の
こ
と
で
あ
る
。
如
来
や
菩
薩
の
よ
う
な

いわ
ゆ
る
仏
さ
ま
で
は
な
く
、
悟
り
を
開
いた

と
は
い
え
人
間
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
い
て

いは
親
し
み
や
す
い造
形
を
し
て
いる
。
五
百

羅
漢
を
ま
つ
って
いる
所
で
は
、
探
す
と
肉
親

に
似
た
像
が
見
つ
か
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
ま
た
巡
礼
堂
に

限
ら
ず
、
五
百
羅
漢
を
ま
つ
る
寺
は
面
白
い

寺
で
あ
る
傾
向
が
強
い。
覚
え
て
お
く
と
旅

が
楽
し
く
な
る
か
も
し
れ
な
い。
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巡
礼
堂

■羅怙羅(らごら)尊者
羅漢ファンあいだで特に人気の高い羅怙羅尊
者。お釈迦様が出家する前に生まれた実子と
いわれている。自分の胎内には仏が宿っている
ということを示すため、素手で腹を開いて見せ
たという場面を再現している。羅漢はいわゆる
超能力者なのだ。

▲巡礼路への入口
弥勒堂の中に五百羅漢の巡礼路への入口
がぽっかりと口をあけている。これまで巡礼
堂をいくつも見てきたが、入口の前に立つと
きはワクワクする。

▲ 巡礼路の様子
巡礼路は暗い。羅漢は片側のひな壇に並ん
でいる。提灯の明かりに浮かび上る像は少
し不気味だ。子供のころここが怖かったと
言う人も多い。

▲ 通路が曲がっているところ
羅漢堂の内部の通路は " コの字 "型になっている。順路は途中
で2箇所折れ曲がっていて、進行方向が見通せないようになっ
ているのだ。これぞ、巡礼堂の真骨頂。

▲ 釈迦如来三尊仏
全行程の中間のところに大仏殿があり、釈
迦如来がまつられている。釈迦の左右には
文殊菩薩、普賢菩薩の脇侍も置かれてい
る。この飾り方を釈迦三尊仏という。

▲ 大師堂
巡礼路の最後には弘法大師をまつる大師堂に
出る。入口のあった弥勒堂からは180度回転
した位置になる。大師堂の内部にも別の通路
がある。

▲ ミニ八十八箇所
大師堂の弘法大師の廻りの通路では、四国
八十八箇所のミニ巡礼ができるようになって
いる。この通路の感じ、巡礼堂マニアにはた
まらない構図だ。

▲ 個性的な造形
「ウチの近所にこういうオヤジいるよw」など
と思ってしまう人間くさい造形。仏像の観
賞というと専門知識がいる場合が多いが、
羅漢観賞は気軽に楽しもう。

地
蔵
寺
・
五
百
羅
漢
堂

羅
漢



今
年
の
夏
、
た
ま
た
ま
訪
れ
た
養
蚕
農
家

で
徳
島
県
の
養
蚕
が
終
わ
り
に
な
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
た
。
養
蚕
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
じ
っ

く
り
取
材
し
て
紹
介
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の

で
、そ
れ
を
聞
いた
と
き
は
シ
ョ
ッ
ク
だ
った
。

養
蚕
は
い
つ
か
ら
始
ま
った
か
わ
か
ら
な
い
く

ら
いに
古
い技
術
で
、
お
そ
ら
く
徳
島
で
は
古

墳
時
代
に
忌
部
氏
が
始
め
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
そ
の
後
戦
乱
な
ど
で
途
絶
え
た
時

期
が
あ
った
と
は
いえ
、千
数
百
年
以
上
続
い

た
産
業
が
、
今
年
で
終
わ
ろ
う
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
急
き
ょ
最
後
の
養
蚕
の
様
子
を
取
材

す
る
こ
と
に
し
た
。

養
蚕
は
素
朴
に
言
え
ば
、
蚕
に
桑
を
食
べ

さ
せ
て
繭
を
収
穫
す
る
と
いう
も
の
だ
が
、実

は
多
く
の
職
業
が
か
か
わ
る
複
雑
な
産
業
だ
。

蚕
が
卵
か
ら
繭
に
な
る
ま
で
の
様
子
を
前
後

編
2
回
に
わ
け
て
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

昆
虫
は
成
長
が
早
く
、
食
べ
る
植
物
の
量

に
対
し
て
生
産
で
き
る
た
ん
ぱ
く
質
の
比
率

が
高
い
生
物
だ
。
そ
の
性
質
を
利
用
し
て
、

有
益
な
物
質
を
量
産
す
る
手
法
を
最
近
で
は

「
昆
虫
工
場
」
と
言
った
り
す
る
。
養
蚕
は
ま

さ
に
昆
虫
工
場
な
の
で
あ
る
。
蚕
の
よ
り
良

い
品
種
を
作
り
出
す
た
め
に
は
時
代
の
先
端

を
行
く
バ
イ
オ
技
術
が
研
究
さ
れ
て
き
た
。

2
種
類
の
原
種
を
親
に
し
て
生
ま
れ
た
子
が
、

一
代
か
ぎ
り
優
れ
た
性
質
を
持
つ
と
いう「
一

代
雑
種(

F
1)

」
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
現

代
で
は
牛
や
豚
な
ど
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
代
雑
種
が
初
め
て
実
用
化
さ
れ
た
動

物
が
蚕
だ
っ
の
だ
。
当
然
一
般
の
農
家
に
は

不
可
能
な
技
術
で
、
蚕
の
品
種
管
理
と
卵
の

生
産
を
し
た
の
は
専
門
の
蚕
種
製
造
業
者

だ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
徳
島
県
に
は
蚕
種
業

者
は
残
って
いな
いが
、
徳
島
市
国
府
町
に
は

山
野
蚕
種
製
造
所
の
建
物
が
残
っ
て
お
り
往

時
の
様
子
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

蚕
種
業
者
が
卵
を
冬
眠
か
ら
目
覚
め
さ
せ

る
作
業
を
「
催
青(

さ
いせ
い)

」
と
いう
。
卵

か
ら
か
え
る
時
間
が
ま
ち
ま
ち
だ
と
、そ
の
後

の
脱
皮
や
繭
づ
く
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
き

く
ズ
レ
て
し
ま
う
。
農
家
に
蚕
を
届
け
る
日

は
決
ま
って
い
て
、
そ
の
日
か
ら
逆
算
し
て
半

日
の
狂
い
も
な
く
卵
が
か
え
る
よ
う
に
調
整

す
る
の
だ
。

蚕
種
業
者
が
製
造
し
た
卵
は
稚
蚕
飼
育
所

と
い
う
施
設
に
送
ら
れ
る
。
稚
蚕
と
は
、
蚕

の
1
齢
幼
虫
か
ら
3
齢
幼
虫
ま
で
を
言
い、

こ
の
時
期
は
蚕
が
病
気
に
か
か
り
や
す
い
た

め
、
農
家
で
は
な
く
特
別
な
施
設
で
ま
と
め

て
飼
育
す
る
の
で
あ
る
。
稚
蚕
飼
育
所
は
か

つ
て
県
下
各
所
に
あ
った
が
、
最
後
の
年
に
は

東
み
よ
し
町
の
秋
田
稚
蚕
飼
育
所
が
1
軒
残

る
の
み
と
な
った
。

稚
蚕
飼
育
所
で
の
飼
育
は
2
齢
幼
虫
ま
で

で
、
3
齢
幼
虫
か
ら
農
家
で
飼
育
さ
れ
る
。

(

他
県
で
は
3
齢
の
途
中
ま
で
共
同
飼
育
す
る

地
域
も
あ
る
。) 

幼
虫
は
脱
皮
の
直
前
に
活
動

が
止
ま
る
の
で
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
み
は
か

ら
って
農
家
に
配
送
す
る
。
こ
の
作
業
を「
配

蚕(

は
い
さ
ん)

」
と
い
い、
稚
蚕
飼
育
所
の
最

後
の
大
仕
事
と
な
る
。
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徳
島
最
後
の
養
蚕

■秋田稚蚕飼育所の掃き立て
蚕の1齢~3齢幼虫までを「稚蚕(ちさん)」と呼ぶ。
稚蚕はウイルスなどの病菌に感染しやすく、病気
に感染すると繭づくりの時期になって発症して作
柄に大きな被害がでる。このため稚蚕飼育は一
般の農家は行なわずに農協や専門の施設で行わ
れるのが普通だ。稚蚕飼育の時期に作業者は麹
や納豆などは扱うことができないほどデリケート
なのだ。
これは卵からかえった幼虫にはじめて桑葉を与
えているところ。この作業を「掃き立て」という。

▲秋田稚蚕飼育所の付属桑園
桑畑も県内ではほとんど見かけなくなった。
現代では稚蚕には殺菌された人工飼料を与
えるのが一般的で、天然の桑葉による稚蚕
飼育の技術を伝承してきた秋田稚蚕飼育所
は全国的に見ても注目すべき存在だ。

蚕
種
製
造
業

▲徳島市国府町･蚕の館(山野蚕種製造所)
放射線による突然変異の研究を全国に先駆
けて行なった先端的な蚕種業者だった。い
はま博物館･蚕の館として当時の道具など
を展示している。

▲山野蚕種製造所･貯桑室と氷室
自然の状態では春に1回しか生まれない蚕
を年に何度も飼育するために、卵を疑似的
に冬の気候にさらさなければならない。電
気冷蔵庫がない時代には氷を運び込んだ氷
室で卵を保管した。

▲山野蚕種製造所･産卵室
原種は委託した農家で育成し、この産卵室
で交尾させて卵を生産した。ミスで原種が
混ざることがないように、原種ごとに離れた
地域の農家に委託したという。蚕種会社の
建物は全国的にも遺構が少なく、貴重な文
化遺産だ。

稚
蚕
飼
育
所

▲稚蚕(1齢幼虫)
卵からかえった直後の1齢幼虫の蚕。色は
黒っぽく、毛が生えていることから「毛蚕(け
ご)」とも呼ばれる。この幼虫が約 24 日間
で1万倍の大きさに成長して繭をつくる。

▲東みよし町･秋田稚蚕飼育所の飼育室
押入れのような小部屋を電熱線で加温して
この中で稚蚕を飼う。この方式を「土室電
床育(どむろでんしょういく)」という。養蚕
県の群馬で開発された装置だが、群馬には
あまり残っていない、とても貴重なもの。

▲美馬市穴吹町･稚蚕共同飼育所
穴吹町にいまも残る稚蚕共同飼育所の建
物。この建物は比較的新しくできたもので、
「大部屋方式」という方式の飼育所だったと
思われる。

▲最後の配蚕
稚蚕は「蚕座紙」という紙でスマキにされて
配達される。農家に届く日時はあらかじめ
決まっていて、この配蚕の時間帯にすべて
蚕の活動が止まるように育てるのが、稚蚕
飼育所の技術のみせどろである。



美
馬
市
山
川
町
の
養
蚕
農
家
、
猪
口
家
を

知
っ
た
の
は
偶
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
以
前
か

ら
気
に
な
る
桑
畑
が
あ
っ
て
、
あ
る
日
思
い

立
って
そ
の
持
ち
主
を
探
し
て
訪
ね
て
み
た
。

そ
れ
が
猪
口
家
だ
っ
た
。
そ
こ
で
徳
島
の
養

蚕
が
今
年
で
終
わ
り
に
な
る
こ
と
を
知
った
。

農
協
か
ら
農
家
に
対
し
て
終
了
が
告
知
さ
れ

た
の
が
5
月
。
私
が
訪
れ
た
の
は
8
月
上
旬

で
、
年
3
回
あ
る
飼
育
の
2
回
目
が
す
で
に

終
わ
って
いた
。
残
る
は「
晩
秋
蚕(

ば
ん
し
ゅ

う
さ
ん)

」
と
い
う
9
月
の
飼
育
1
回
だ
け
で

あ
る
。
無
理
に
お
願
い
し
て
密
着
取
材
さ
せ

て
も
ら
った
。

前
号
で
紹
介
し
た
稚
蚕
飼
育
所
で
2
齢
幼

虫
の
終
わ
り
ま
で
育
て
ら
れ
た
蚕
が
、農
家
に

届
け
ら
れ
た
の
は
孵
化
か
ら
7
日
目
の
こ
と

だ
っ
た
。
幼
虫
は
そ
の
日
の
う
ち
に
脱
皮
し

て
3
齢
に
な
る
。
そ
の
あ
と
も
2
回
脱
皮
し
、

孵
化
か
ら
だ
いた
い24
日
目
に
繭
を
作
る
。

猪
口
家
の
養
蚕
の
特
徴
は
、
部
分
的
に
で

は
あ
る
が
古
い時
代
の
道
具
を
使
って
いる
こ

と
だ
。
縄
網
や
藁
蔟
は
民
俗
資
料
館
な
ど
で

展
示
品
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
道

具
は
使
わ
れ
て
い
る
と
き
に
こ
そ
輝
い
て
見
え

る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、こ
こ
で
紹
介
し

た
道
具
と
仕
事
は
、
も
う
徳
島
県
で
は
見
る

こ
と
が
で
き
な
いの
で
あ
る
。

農
家
か
ら
出
荷
さ
れ
た
繭
は
製
糸
工
場
で

「
生
糸(

き
い
と)

」
に
加
工
さ
れ
る
。
生
糸
と

は
繭
を
ほ
ど
い
て
繊
維
を
一
定
の
太
さ
に
揃

え
た
も
の
で
、
糸
の
原
料
で
あ
る
。
生
糸
を

糸
に
す
る
に
は
、「
精
練
」と
いって
表
面
の
蛋

白
質
を
取
り
除
いた
り
、「
撚
糸
」と
いって
糸

に
ヨ
リ
を
掛
け
た
り
、
染
色
す
る
行
程
が
必

要
と
な
る
。
そ
う
し
て
出
来
た
絹
糸
を
織
っ

て
や
っ
と
絹
織
物
に
な
る
。
和
服
1
着
分
の

布
を
作
る
に
は
、
約
98
㎏
の
桑
葉
が
必
要
に

な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
意
外
に
少
な
い
原

料
と
言
え
る
の
で
は
な
いだ
ろ
う
か
。

徳
島
は
関
西
で
は
有
数
の
養
蚕
県
だ
った
。

鴨
島
に
は
筒
井
製
糸
や
片
倉
製
糸
の
大
工
場

が
あ
って
繁
栄
し
た
が
、
い
ま
で
は
そ
の
面
影

を
探
す
の
は
む
ず
か
し
い。
今
年
徳
島
で
作

ら
れ
た
繭
は
、
長
野
県
の
宮
坂
製
糸
と
い
う

製
糸
会
社
に
出
荷
さ
れ
た
。
繭
を
煮
な
い
で
、

中
の
サ
ナ
ギ
が
生
き
た
ま
ま
繰
り
糸
す
る
技

術
を
持
っ
た
工
場
だ
。
国
内
に
は
も
う
製
糸

会
社
は
4
社
し
か
な
く
、
関
西
に
は
な
い。

四
国
で
最
後
ま
で
製
糸
を
続
け
た
の
は
、

高
知
県
の
藤
村
製
糸
で
あ
る
。
大
量
の
繭
を

扱
う
に
は
、蚕
が
蛾
に
な
ら
な
いよ
う
に
高
温

で
サ
ナ
ギ
を
ミ
イ
ラ
化
さ
せ
る
「
乾
繭
」
と
い

う
行
程
が
必
要
と
な
る
。
乾
繭
さ
せ
れ
ば
繭

は
倉
庫
で
保
管
が
き
く
よ
う
に
な
る
。
美
馬

市
山
川
町
に
は
藤
村
製
糸
の
乾
繭
工
場
が

残
っ
て
い
る
。
養
蚕
王
国
だ
っ
た
徳
島
の
姿

を
伝
え
る
貴
重
な
産
業
遺
跡
だ
。

▲生糸
揚返し機から外した生糸。こ
の糸の単位を「綛(かせ)」とい
う。生糸は触るとひんやりと
していて、シュッシュッという
音がする。「絹鳴(きぬなり)」
という生糸独特の音だ。今、
日本国内で売られている絹製
品のうち、国産の繭の使用比
率は 0.5%程度しかない。

▲揚返し機
繰糸機によって繭からほどか
れた生糸を一度やわらかく巻
き直して扱いやすくする。この
行程を「揚返し(あげかえし)」
という。生糸製造の最終工程
だ。繰糸機や揚返し機は、美
馬市の蚕糸記念館で見ること
ができる。

▲藁蔟(わらまぶし)
徳島では「こあら」とも呼ぶ。回
転簇が登場する以前の時代に
使われていた古い形式の蔟。猪
口家では、予定より早く繭を作
り始めてしまった蚕を藁蔟に移
しておく。藁蔟を使うと、動き
回らずにすぐにその場所で繭を
作り出すという。

▲出荷の朝
回転簇から外して、床に拡げて
おいた繭を袋詰めする。繭は
呼吸をしているので積み重ねる
と蒸れてしまうのだ。
このとき不良品を選別する。
今年は飼育期間が好天に恵ま
れ例年にない上作で、不良繭
が少なかった。

▲回転簇(かいてんぞく)
「回転簇」という紙枠に移され
た蚕は、繭を作る場所を探しな
がら上へ上へと移動する。1区
画に2頭の幼虫が入ってしまう
と「玉繭」という不良品になる。
蚕が上へ集まるとその重みで回
転し、蚕が一箇所に集まるのを
防ぐ仕組みだ。

▲5齢幼虫
蚕の1~3齢を「稚蚕(ちさん)」、
4~5 齢を「壮蚕(そうさn)」と呼
ぶ。この写真は繭を作る2日前
くらいの様子だ。蚕は紀元前
から家畜として改良されてきた
ので自然の環境では生きられ
ない。養蚕がなくなれば蚕の
姿も見られなくなる。

▲条桑育(じょうそういく)
昭和 35 年ごろから始まった
枝ごと給餌する飼育方法。
そのころから、安い外国産繭
や化学繊維に対抗するため、
養蚕の機械化、大規模化が
模索された。しかし徳島で最
後まで営農できたのは人力に
頼った小規模な養蚕だった。

▲検定用自動繰糸機
繭は製糸工場へ出荷されると
同時に検定所へもサンプルが
送られる。検定所には製糸を
シミュレーションする繰糸機
があって、繭のほどけやすさ
を調べる。これによって繭の
等級が決まり、農家からの買
い取り価格が決まったのだ。

▲乾繭工場内部の様子
工場の見回りに来た藤村製糸
の会社の人に頼んで工場内を
見せてもらった。内部はよく
残っている。見モノは、この
「多段バンド型移動式繭乾燥
機」家ほどもある大きさの機械
だ。あまりの大きさのため、繭
投入口は2階にある。

▲藤村製糸乾繭工場
敷地は川田駅のすぐ横なの
で、汽車の窓からよく見える。
1923 年にグンゼが建てた工
場で、1958年に藤村製糸が
買い取って、2005 年まで操
業した。木造の外観は建築当
初のまま。木造大架構建築と
しても凄い迫力がある。

▲桑の取り入れ
よい繭を作る最も重要な要素
は良い桑葉を作ること。
50年以上、養蚕を専業として
きた猪口さんは「蚕のコトバが
わかる」「蚕のことなら目をつ
ぶってもできる」と言うほどの
養蚕のプロだ。
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猪
口
家
の
養
蚕

■猪口家の上蔟(じょうぞく)
繭作りの準備が整った蚕を「蔟(まぶし)」と
呼ばれる紙の枠に移す。この作業を「上蔟」
という。数万頭の幼虫が半日~1日のあいだ
にいっせいに繭作りの体勢になる。作業が
遅れると、飼育台で繭を作り始めてしまうの
で一刻を争う作業だ。
猪口家では上蔟のときだけ、「縄網」という昔
ながらの手製の網を使用する。現代ではほ
とんど使われなくなった養蚕用具だ。

▲選繭台(せんけんだい)
農協の集荷場へと運ばれた繭
は、計量され、製糸会社の袋に
詰め替えられる。このとき再び
選繭台で不良繭を選別する。
山川農協管轄の養蚕農家は2
軒。最後の繭は、特別なセレモ
ニーもなく、数人に見送られて
静かに出荷された。

徳
島
県
の
製
糸



棚
田
と
は
傾
斜
地
に
段
々
を
築
い
て
作
ら

れ
た
田
ん
ぼ
の
こ
と
だ
が
、厳
密
に
いえ
ば
農

水
省
で
は
傾
斜
1
⁄
20
以
上
の
田
ん
ぼ
を
棚

田
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
基
準
に
よ
れ
ば

全
国
の
水
田
の
面
積
の
8
%
は
棚
田
な
の
だ

と
いう
。
も
っと
も
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
棚

田
は
傾
斜
1
⁄
4
や
そ
れ
以
上
の
急
傾
斜
の

田
ん
ぼ
だ
。

1
9
9
9
年
に
農
水
省
は
「
日
本
の
棚
田

百
選
」
と
い
う
田
ん
ぼ
を
選
定
し
た
。
徳
島

県
で
は
樫
原
と
下
影
の
2
箇
所
が
選
ば
れ
て

い
る
。
棚
田
百
選
に
選
ば
れ
る
に
は
、
合
計

1
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
耕
作
面
積
が
あ
り
、

棚
田
の
保
全
に
積
極
的
で
あ
る
と
い
う
条
件

が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
条
件
に
漏
れ
た
田
ん

ぼ
で
あ
って
も
、
規
模
や
景
観
か
ら
み
て
棚
田

百
選
級
の
棚
田
が
県
内
に
は
いく
つ
も
あ
る
。

棚
田
は
吉
野
川
の
南
側
の
市
町
村
に
多

い。
そ
の
理
由
は
、
吉
野
川
の
南
側
は
変
成

帯
と
い
う
地
質
で
急
峻
な
斜
面
に
集
落
が
多

い
こ
と
と
、
多
雨
地
帯
の
た
め
水
田
が
作
り

や
す
か
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
棚
田
の
法
面(

の
り
め
ん)

の
築
き
方
に

は
、
石
垣
と
土
坡(

ど
は)

の
2
通
り
が
あ
る

が
、
県
内
の
棚
田
は
ほ
と
ん
ど
が
石
垣
だ
。

こ
れ
も
変
成
岩
が
得
や
す
い
地
質
に
大
い
に

関
係
し
て
いる
。

棚
田
の
耕
作
に
は
平
地
の
田
の
1･6
倍
の

労
働
が
必
要
だ
と
い
う
古
い
調
査
が
あ
る
。

大
型
機
械
の
導
入
が
進
ん
だ
現
代
で
は
も
っ

と
差
が
広
が
って
い
る
は
ず
だ
。
単
に
コ
メ
の

生
産
と
い
う
だ
け
で
見
た
ら
棚
田
は
効
率
の

悪
い
場
所
な
の
だ
。「
効
率
」
と
は
言
い
換
え

れ
ば
「
い
か
に
安
く
モ
ノ
を
作
る
か
」
と
い
う

こ
と
だ
。
戦
後
の
日
本
人
は
効
率
と
い
う
モ

ノ
サ
シ
で
何
も
か
も
を
計
ろ
う
と
し
て
き
た
。

そ
の
代
償
と
し
て
、
モ
ノ
サ
シ
で
計
れ
な
い
ス

ト
レ
ス
と
い
う
重
荷
を
際
限
な
く
背
負
い
込

む
社
会
を
作
っ
て
き
た
。
も
し
棚
田
の
価
値

を
計
ろ
う
と
思
った
ら
、
ま
った
く
違
った
モ

ノ
サ
シ
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
田
を

築
いた
先
人
の
苦
労
を
思
い、美
し
い景
観
を

未
来
に
残
し
て
い
く
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ

せ
る
よ
う
な
時
代
は
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
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▲ 上勝町･樫原
日本の棚田百選に選ばれている。景
観のすばらしさは横綱の貫録。546
枚、5.5 ヘクタールの面積、斜度は
1/4。水車小屋が作られたり、保全活
動も活発。徳島を代表する棚田だ。

■三好市井川町･下影
日本の棚田百選に選ばれた、県内では有名な棚田だ。
30 枚、1.1 ヘクタールの面積、斜度は 1/4 だという。
周囲の急傾斜集落の景観を含め、四国らしい景観。

日
本
の
棚
田
百
選

▲ 佐那河内村･東府能
全国の名だたる棚田と比べても遜色
ない景観だ。稲刈りの季節になると
田んぼで稲を干す「ハデ(はさ掛け)」
の風景が美しい。徳島市内から車で
30分程度で行ける場所なので、ぜひ
訪れたい。

▲ 上勝町･府殿
樫原の棚田からも近い。4.4 ヘク
タールもある大規模な棚田。上勝町
にはすばらしい棚田が多いが、その
中でも屈指のもの。「棚田百選級」の
物件。以前の号で紹介した非観光の
水車小屋もこの一角にある。

棚
田
の
価
値

棚
田
は
ど
こ
に
あ
る

▲ 那賀町拝宮
石垣の例。拝宮は田んぼの中に家ほど
もあるような巨石が点在する「石の集
落」。当然、棚田の法面もすべて石積
みだ。拝牛の石積みは角度が急でほぼ
垂直に近い。

▲ つるぎ町半田東蔭
棚田には小さな田んぼが多い。田植
えをしようとしても田が見つからず、
牛をどかせたら下から田んぼが出てき
たという昔話もあるほど。

▲三好市白地中尾
湧き水を田に引くとき、そのまま田に入
れると水温が低く稲の育ちが悪くなるの
で、田の縁に小さい水路を作り、水を廻
して暖める。「ネキアゼ」と言うそうだ。

▲ 神山町上分江田
最近、菜の花で町おこしをしている神
山の棚田。地形上、見晴らしがよく、
棚田を一望にできるのがうれしい。神
山町には他にも多くの棚田がある。

▲ 那賀町音谷
個人が耕作している小さな棚田だが、
細長い階段のような作りがおもしろい。
稲穂が実る時季は、杉山の緑とのコン
トラストがとくにきれいだ。

▲ 佐那河内村･東府能
等高線そのままに巾着のようなカーブ
を描く。棚田は、自然を打ち負かすの
ではなく、自然に逆らわずに作られた
農地なのだ。

▲ 那賀町馬路
まるで城の天守台のような石垣。この
上が田んぼになっている。これならイ
ノシシやシカの獣害からの防御も完璧
だろう。

▲ つるぎ町半田東蔭
土坡(どは)の例。このように田んぼの
法面を土だけで作ったものを土坡とい
う。土坡の棚田は東日本に多く、石垣
の棚田は西日本に多い。



コ
メ
を
生
産
す
る
農
地
で
あ
る
田
ん
ぼ
。

そ
の
田
ん
ぼ
に
は
種
類
が
あ
る
と
い
う
の
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
小
学
校
の
こ
ろ
習
っ
た

地
図
記
号
の
田
ん
ぼ
は
2
本
の
縦
棒
だ
った
。

し
か
し
昭
和
の
古
い
地
図
を
見
る
と
田
ん
ぼ

に
は
3
種
類
の
記
号
が
使
わ
れ
て
いる
。

現
代
の
地
図
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

乾
田
だ
け
で
あ
る
。
で
は
水
田
や
沼
田
と
は

ど
ん
な
田
ん
ぼ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
地
図
記

号
が
3
種
類
あ
っ
た
の
は
、
戦
前
に
帝
国
陸

軍
が
地
図
を
作
って
い
た
名
残
り
だ
と
い
う
。

乾
田
と
は
冬
な
ら
ば
戦
車
な
ど
が
進
軍
で
き

る
乾
い
た
土
地
、
水
田
は
歩
兵
な
ら
進
軍
で

き
る
ぬ
か
る
ん
だ
土
地
、
沼
田
は
ま
っ
た
く

進
軍
で
き
な
い
沼
の
よ
う
な
場
所
と
い
う
区

別
だ
った
。
乾
田
の
対
義
語「
湿
田
」は
水
田

や
沼
田
の
総
称
で
あ
る
。
徳
島
で
は
湿
田
を

「
フ
ケ
タ
」
と
も
言
う
。

古
い
地
図
で
湿
田
だ
っ
た
場
所
を
訪
ね
て

み
て
も
、
ど
こ
も
乾
田
や
畑
地
に
変
わ
って
い

て
昔
な
が
ら
の
湿
田
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら

な
い。
な
に
し
ろ
、湿
田
は
稲
刈
り
の
と
き
に

も
ぬ
か
る
ん
で
いる
た
め
機
械
化
が
む
ず
か
し

く
労
力
が
か
か
る
。
そ
こ
で
他
の
場
所
か
ら

土
を
運
ん
で
埋
め
立
て
た
り
、
排
水
工
事
を

し
て
水
を
抜
い
た
り
し
て
長
い
努
力
の
結
果
、

ほ
と
ん
ど
の
田
ん
ぼ
は
乾
田
に
改
良
さ
れ
た

の
だ
。
そ
し
て
最
後
ま
で
改
良
さ
れ
な
か
っ

た
田
ん
ぼ
は
耕
作
放
棄
さ
れ
て
、いま
で
は
葦

原
な
ど
に
な
って
いる
場
合
が
多
い。

県
内
の
湿
田
跡
で
最
も
感
動
的
な
の
は
、

伊
島
の
東
部
に
あ
る
湿
原
だ
ろ
う
。
伊
島
は

阿
南
の
橘
港
か
ら
連
絡
船
で
30
分
の
島
だ
。

集
落
は
島
の
西
側
に
あ
り
、
峠
を
越
え
た
東

側
は
す
べ
て
廃
村
で
田
ん
ぼ
は
広
大
な
湿
原

に
な
って
いる
。

腰
ま
で
泥
に
沈
ん
だ
状
態
で
動
き
ま
わ
る

こ
と
を
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い。
湿
田
で
の

農
作
業
が
い
か
に
過
酷
な
も
の
か
わ
か
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
底
な
し
沼
の
よ
う
な

場
所
も
あ
り
「
あ
の
ひ
と
が
戻
っ
て
こ
ん
と

思
った
ら
、(

全
身
沈
ん
で
し
ま
って
、
頭
に
載

せ
た)

傘
だ
け
残
っ
と
っ
た
」
と
い
う
怖
い
昔

ば
な
し
が
あ
る
ほ
ど
だ
。
そ
う
な
る
と
農
作

業
も
命
懸
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
田
ん
ぼ
に
は

「
ワ
タ
リ
ギ
」
と
いう
丸
太
が
沈
め
て
あ
って
、

そ
の
上
を
足
で
さ
ぐ
り
な
が
ら
歩
い
た
と
い

う
。
ま
た
稲
刈
り
の
と
き
に
は
「
田
舟(

た
ぶ

ね)

」
と
い
う
小
舟
に
刈
り
取
った
稲
束
を
載

せ
て
引
い
た
。
か
つ
て
湿
田
を
持
って
い
た
農

家
に
行
く
と
田
舟
が
残
っ
て
い
る
場
合
が
あ

る
の
で
何
軒
か
で
お
願
い
し
て
見
せ
て
も
ら
っ

た
。
湿
田
で
の
農
作
業
も
今
は
も
う
遠
い
昔

ば
な
し
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

▲ 沼田で使った四ツくまで(鍬)
柄が長いのは沼田の中で一箇所から
動かずに広い範囲を耕すための工夫
だ。また泥から抜けられなくなったと
きも杖のように使うこともあった。そ
れでも動けないときは稲にしがみつい
たという。

▲ 小型の田舟(阿南市福井町)
100x60x20(cm)の小型の田舟。現
在も土を運んだりするのに猫車のよう
に使うことがあるという。田舟は地元
の大工が作るため、地域ごとに少しず
つ構造や大きさが違っていて興味深
い。

▲ 中型の田舟(徳島市八万町)
142x79x22(cm)の中型の田舟。八
万町の阿波銀グラウンドの場所にあっ
た沼田で使われていた。第二室戸台
風で園瀬川が決壊したときは、このあ
たり一面が水害にあったが、田舟を
使って孤立した人を救助したという。

▲ 大型の田舟(鳴門市瀬戸町)
190x90x22(cm)の大型の田舟。底
面はFRP樹脂で補強されていて、とて
もしっかりした造りだ。船大工が作っ
たのではないだろうか。遊びで海に漕
ぎ出したこともあるという。島田島に
は湿田の跡がたくさん残っている。

▲ 鳴門市瀬戸町の沼田跡
間近に見てここが田んぼだったとは信
じられない。近在の3軒の農家がここ
で稲を作ったという。腰まで泥にめり
こむ深い田んぼで、海に近いため海水
が逆流しないように水門の開け閉めが
大変だったという。

▲ 阿南市福井町の湿田跡
奥に見える丘を切り崩して湿田を埋め
立てて乾田にしたという。中央に見え
る池は、海水が水路に入らないように
する緩衝池で「潮池(しおいけ)」とい
う。排水ポンプがない時代の工夫だ。

▲ 伊島の湿田跡
ここはもしかしたら廃村という文脈で
語ったほうがいいのかも知れない。見
渡す限り人間の活動の気配がなく、物
音も聞こえない。人類が滅亡したら世
界はこんな風景になるのではと夢想し
てしまうような場所だ。

▲ 豊島の湿田の土側溝(参考)
水路と田んぼの高さにほとんど差がな
いため田んぼから水が抜けにくくなる。
これは田んぼで産卵する魚にとって川
と往来できる都合のよい構造でもあ
る。田んぼの改良は、生態系を大きく
変えてしまうことでもあった。
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▲ 香川県豊島の湿田(参考)
香川県で偶然見かけた貴重な湿田。
稲刈りのときもぬかるんだままで、手
で稲刈りをしていた。何かを引きずっ
たようにみえるのは「田舟」を使った
跡。この地域では湿田のことを「ザブ
タ」と呼ぶそうだ。

■阿南市伊島の湿田跡
県内で最大の湿田の跡。10ヘクタール
ほどもある広大な湿原で野鳥の楽園だ。

田
ん
ぼ
に
も
種
類
が
あ
る

湿
田
は
ど
こ
に
あ
る
？

湿
田
跡
を
訪
ね
て

湿
田
で
の
農
作
業



J
R
山
陰
本
線
に
餘
部(

あ
ま
る
べ)

鉄
橋

と
い
う
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
鉄
道
橋
が
あ

る
。
そ
の
鉄
橋
の
掛
け
替
え
が
決
ま
っ
た
と

き
、
最
後
の
風
景
を
見
よ
う
と
全
国
か
ら
観

光
客
が
押
し
寄
せ
た
。
餘
部
鉄
橋
は
細
い
鉄

材
を
組
み
上
げ
た
ト
ラ
ス
橋
脚
の
橋
だ
。
鉄

骨
の
ト
ラ
ス
や
ア
ー
チ
構
造
は
力
学
的
な
機

能
美
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
細

か
さ
や
レ
ト
ロ
感
に
よ
っ
て
情
緒
的
な
景
観

を
作
り
出
し
、
山
陰
を
代
表
す
る
観
光
地
に

も
な
って
いた
。

さ
て
、「
徳
島
の
ミ
ニ
餘
部
鉄
橋
」と
言
って

も
い
い
よ
う
な
橋
梁
が
阿
南
に
あ
る
。
橘
鉱

山
か
ら
橘
港
を
結
ぶ
、廣
浦
鉱
業
ベル
ト
コ
ン

ベ
ア
だ
。
国
道
5
5
号
線
、
1
9
5
線
、
県

道
2
4
号
線
を
ま
た
いで
いる
の
で
、県
南
方

面
に
行
く
と
き
に
気
付
い
て
い
る
人
も
多
い

だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
取
り
壊
し
が
決
ま
り
、

姿
が
見
れ
る
の
も
あ
と
わ
ず
か
に
な
った
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
いな
いよ
う
だ
。
こ
の
号

が
店
頭
に
並
ぶ
こ
ろ
に
は
も
う
撤
去
が
進
ん

で
いる
か
も
知
れ
な
い。

こ
の
ベル
ト
コ
ン
ベア
を
敷
設
し
た
の
は
阿

南
鉱
業
と
い
う
会
社
だ
っ
た
。
昭
和
36
年
に

着
工
、
同
38
年
完
成
。
石
灰
石
は
主
に
大
阪

の
セ
メ
ント
工
場
に
出
荷
さ
れ
、大
阪
方
面
の

建
設
需
要
に
使
わ
れ
た
。
昭
和
47
年
に
鉱
山

は
現
在
の
所
有
者
で
あ
る
廣
浦
鉱
業
に
引
き

継
が
れ
、
ベル
ト
コ
ン
ベア
も
平
成
13
年
ま
で

使
わ
れ
た
。

鉱
山
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
鉱
石
か
ら
、
商

品
価
値
の
高
い
石
を
選
別
す
る
作
業
を
「
選

鉱
」と
いう
。
か
つ
て
は
鉱
山
か
ら
掘
り
出
し

た
鉱
石
を
工
場
に
運
ん
で
か
ら
選
鉱
し
て
い

た
が
、
現
在
で
は
鉱
山
側
で
選
鉱
す
る
よ
う

に
な
った
こ
と
と
、
セ
メ
ン
ト
以
外
の
高
付
加

価
値
商
品
への
転
換
に
よ
り
、
ベル
ト
コ
ン
ベ

ア
で
の
大
量
輸
送
が
必
要
な
く
な
り
、ト
ラ
ッ

ク
輸
送
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
背

景
に
は
国
内
で
の
セ
メ
ン
ト
需
要
の
落
ち
込

み
も
あ
る
。

セ
メ
ン
ト
は
か
つ
て
阿
南
市
の
花
形
産
業

で
も
あ
った
。
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
ベル
ト

コ
ン
ベア
が
人
知
れ
ず
消
え
て
い
く
の
は
あ
ま

り
に
も
さ
び
し
い。
そ
こ
で
廣
浦
鉱
業
に
特

別
に
お
願
いし
て
、設
備
を
詳
し
く
見
せ
て
も

ら
った
。

普
通
、
私
た
ち
が
想
像
す
る
ベル
ト
コ
ンベ

ア
は
工
場
の
生
産
ラ
イ
ン
や
砕
石
場
な
ど
で

見
か
け
る
も
の
だ
が
、
橘
鉱
山
の
ベル
ト
コ
ン

ベ
ア
は
そ
う
し
た
常
識
と
は
か
け
離
れ
た
構

造
の
も
の
だ
。
な
ん
と
鉱
山
か
ら
出
荷
場
ま

で
の
4
･
6
キ
ロ
が
継
ぎ
目
な
し
の
1
本
の
ベ

ル
ト
で
結
ば
れ
て
いる
の
で
あ
る
。

動
力
は
工
場
側
に
あ
る
巨
大
な
モ
ー
タ
ー

1
機
の
み
で
ケ
ー
ブ
ル
を
駆
動
し
て
い
る
。
ベ

ル
ト
は
ケ
ー
ブ
ル
の
上
に
載
って
い
る
だ
け
で

張
力
は
か
か
ら
な
い。
こ
の
方
式
を
ケ
ー
ブ

ル
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア(

C
B
C)

と
い
う
の
だ
そ

う
だ
。
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徳
島
の
ミ
ニ
餘
部
鉄
橋

廣
浦
鉱
業
・
橘
鉱
山

■阿南市桑野町付近の景観
鉄骨トラスの橋脚がどこまでも続く姿は
壮観だ。この風景が見られるのもあとわ
ずかになった。

▲ 平成 17年ごろの様子
かつてベルトコンベアにはかまぼこ状の
屋根が載せられていた。台風で屋根が飛
ぶ被害が出たことから、その後撤去され、
平成22年2月現在、ほとんどの部分で屋
根は残っていない。

ケ
ー
ブ
ル
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア

▲ 巨大モーター
工場側にある巨大電動機。120m/ 分、
300t/時の搬送能力があった。ケーブル
ベルトコンベアはの設備はロープウエイ
やケーブルカーの構造に近い印象のもの
だ。

▲ 国道 195号線付近
区間で唯一の登り勾配がある箇所。開
業当初は、耕作中の水田の上を通過し
ていたが、鉱石がこぼれ落ちたりするこ
とから、通過部分の田んぼを鉱山が買
い上げた。

▲ 鉱山側の破砕設備
採掘した鉱石は破砕機に投入され、一定
の大きさに砕かれてからベルトコンベア
に載せられた。採掘現場と破砕機の間
は、55台の循環式のトロッコで結ばれて
いた。

▲ トンネル
ルートには6箇所のトンネルがあり、そ
の延長は約2.9 キロにも及ぶ。これは
最も短いトンネルで約 60 m。トンネル
の入口は鉄柵で塞がれていて入ること
はできない。

▲ 平成 20年ごろの様子
下を通過する道には橋げたが低い箇所
もあった。トラックが引っかかったり、
最近では救急車が天井をこすったりし
たという。現在、この部分は撤去され
ている。

▲ ケーブルとベルト
上段が鉱石を運ぶ面で下段は復路。ベ
ルトには両面にケーブルをはめる溝があ
り、復路でもケーブルの上に載って鉱山
側に戻ってゆく。

▲ 野を越え山を越え
ベルトが切れたりケーブルが脱索するこ
とがよくあり、始業前には保線員が全経
路を歩いて確認したという。山林を通過
する場所では、成長の早いタケノコには
特に注意が必要だったとか。

▲ 駐車場に再利用されたベルト
ベルトコンベアの近くの駐車場で、草
除けマットの代わりに使われていたベ
ルトを見つけた。ベルトは頻繁に切
れ、このように継いで補修された。ベ
ルトは1mで1万円もしたという。



「
肥
壺(

こ
え
つ
ぼ)

」
あ
る
い
は
「
肥
溜(

こ

え
だ
め)

」
と
い
う
言
葉
は
、
現
代
で
も
比
喩

と
し
て
使
わ
れ
る
が
、実
物
を
知
ら
な
い人
も

多
いの
で
は
な
いだ
ろ
う
か
。
肥
溜
と
は
、
人

の
排
泄
物=

屎
尿(

し
に
ょ
う)

を
発
酵
さ
せ

て
肥
料
に
す
る
設
備
で
あ
る
。
辞
書
の
上
で

は「
肥
壺
」は「
壺
形
の
肥
溜
」の
意
味
だ
が
、

徳
島
で
は
コ
ン
ク
リ
製
の
肥
溜
の
こ
と
も
肥

壺
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い。

肥
壺
が
使
わ
れ
て
いた
の
は
、今
か
ら
5
0

年
く
ら
い
前
ま
で
。
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
水
洗

便
所
が
な
く
、屎
尿
は
す
べて
肥
料
と
し
て
リ

サ
イ
ク
ル
さ
れ
て
い
た
。
廃
棄
物
で
は
な
く
て

資
源
だ
か
ら
汲
み
取
る
側
が
対
価
を
払
っ
て

い
た
の
だ
。
汲
み
取
り
先
の
家
を
「
コ
エ
ド

(

肥
床)

」
と
言
って
、
決
ま
った
契
約
先
か
ら

し
か
汲
み
取
れ
な
か
っ
た
。
料
亭
の
よ
う
に

栄
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
る
家
は
肥
料
の
価

値
も
高
いか
ら
と
好
ま
れ
た
と
いう
。

大
都
市
の
屎
尿
に
は
仲
買
人
も
い
て
商
品

と
し
て
流
通
し
た
。
鳴
門
市
に
多
く
の
肥
壺

が
あ
る
の
は
、
阪
神
方
面
か
ら
肥
船
と
い
う

船
で
屎
尿
を
売
り
に
き
た
か
ら
だ
。
中
に
は

水
で
薄
め
た
屎
尿
を
売
る
者
も
い
て
、
買
う

側
も
騙
さ
れ
ま
い
と
指
の
先
を
入
れ
て
舐
め

て
確
か
め
る
強
者
も
い
た
と
か
。
大
変
な
時

代
だ
った
が
、
食
に
関
し
て
は
究
極
の
リ
サ
イ

ク
ル
社
会
だ
った
と
も
いえ
る
だ
ろ
う
。

私
が
道
ば
た
に
あ
る
肥
壺
に
気
が
つ
い
た

の
は
半
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
以
来
、
田
園

地
帯
を
通
る
と
き
に
注
意
す
る
よ
う
に
し
て
、

3
0
基
以
上
の
肥
壺
を
見
て
き
た
。
と
き
に

は
通
い
慣
れ
た
道
で
発
見
す
る
こ
と
も
あ
る
。

半
年
前
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
突
然
見

え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
体
験
は
自
分
で
も

不
思
議
な
感
覚
だ
。
こ
の
コ
ラ
ム
を
読
ん
で

く
れ
た
読
者
の
方
も
、
今
日
か
ら
肥
壺
が
見

え
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い。

さ
て
、2
年
間
続
いた
こ
の
コ
ラ
ム
も
今
月

で
最
終
回
。
徳
島
に
は
ま
だ
紹
介
し
て
い
な

い「
す
き
ま
物
件
」
が
いく
つ
も
あ
る
し
、
私

が
気
付
い
て
い
な
い
ジ
ャ
ン
ル
も
た
く
さ
ん
あ

る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
も
、徳
島
の
す

き
ま
を
ど
こ
ま
で
も
デ
ィ
ー
プ
に
探
索
し
て
い

く
つ
も
り
だ
。
そ
し
て
い
つ
か
ま
た
誌
面
で
お

目
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い。
そ

の
と
き
ま
で
ご
き
げ
ん
よ
う
。

VOL.23(最終回) 肥壺
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■鳴門市撫養町立岩
肥壺を知らない人が見たら、戦争中のトーチカを
連想するかもしれない。
撫養の立岩と里浦には多くの肥壺が残っている
が、これはその中でも特に繊細な仕上げがされた
逸品だ。柔らかい屋根のカーブと、フタの縁の面
取りのエッジ感が対照的で、左官職人の腕の良
さがしのばれる。

肥
壺
と
は

お
わ
り
に

▲ 鳴門市撫養町里浦
円平面、円錐屋根の肥壺は里浦に
多く見られる。これはフタ部分が大
きくて、汲み出しやすかっただろう。
肥壺の深さは大人の背くらいあると
いう。子供が落ちたりすると危ない
ので、本来は木のフタがされる。

▲ 鳴門市撫養町里浦
四角平面、陸屋根で、地表に出てい
る部分が多い珍しい肥壺。現在は
周囲はサツマイモ畑だが、下肥は主
に麦畑に使ったという。麦畑といっ
ても小麦ではなく、炊飯用の大麦
だった。

▲ 鳴門市撫養町里浦
四角平面、片流れ屋根の3連式の
物件。ずいぶんたくさんの下肥を貯
えられただろう。阪神方面の肥船は
粟津港に着き、そこからは農家の自
家用の高瀬舟に積み替えて用水路
を使って畑まで運搬したという。

▲ 鳴門市北灘町櫛木
古い形式の肥壺。国道 11 号バイ
パスから見え、肥壺の語源がよくわ
かる。大谷焼の大がめは、藍が衰
退したあとも肥壺として使われた。
耕うん機をぶつけて割ってしまうこ
とが多かったという。

▲ 徳島市渋野町
雑草に覆われていて、道からは見つ
けにくい物件。後ろにわずかに見え
るコンクリの箱状のものは、大型の
肥壺だ。下肥は水で倍くらいに薄め
て使ったそうで、このかめは希釈用
だったかもしれない。

▲ 阿波市市場町切幡
よく「肥壺に落ちた」という話を聞く
が、これは私があわや落ちそうに
なった物件。2つのかめが埋めてあ
るのだが、手前のかめは枯れ草に覆
われていて見えなかった。写真では
撮影のために枯れ草を取り除いた。

▲ 徳島市渋野町
四角平面、切妻屋根は、渋野、八多
方面に多い。いまは柑橘畑が多い
が、昔は水田だった。この家では、
水田には下肥は使わず、麦畑にだけ
使ったという。水田に使う家は、肥
びしゃくで豪快に振りまいたそうだ。

▲ 徳島市渋野町
地上に出ている部分がわずかしかな
く見つけにくい物件。渋野町から徳
島中心街まで 10 kmの道のり、そ
れを大八車で汲み取りに行った。
途中、何ヶ所か上り坂あるところで
は、お嫁さんや子供が出迎えて後ろ
を押したという。

▲ 肥びしゃく
下肥をくむための専用のひしゃく。
とても丁寧に作られていて、持って
みると柄のバランスもよく手になじ
む。汲み取りから帰ってきたら肥た
ご(桶)や、肥びしゃくはすぐに洗って
おく。

▲ 小松島市田浦町
八角平面、宝形屋根の肥壺。八角
形平面は他にも見たことがあるが、
宝形屋根は珍しい。傷みが激しく、
中が土で埋まっている。田浦町の
肥壺は形のバリエーションが多く、
個性的だ。

▲ 徳島市上八万町
四角平面、切妻屋根の5連式の大
型物件。地域の農家が共同で使用
したという。今は花壇に再利用され
ているので気付きにくい。ここは「ジ
ゾウサンノマエ」という辻で、牛馬
の墓場にも使われた場所だ。

▲ 徳島市上八万町
円平面、切妻屋根の肥壺。下肥は
水田に使われた。下肥を作るには
嫌気性細菌の発酵作用を利用して、
寄生虫卵や病原菌を死滅させるの
がよいとされているが、必ずしも守
られてはいなかったようだ。


