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はじめに

　この本
ほん

は、やまこし検
けん

定
てい

のためだけでなく、改
あらた

めて私
わたくし

たちが暮
く

らす山
やま

古
こ

志
し

の伝
でん

統
とう

や文
ぶん

化
か

を学
まな

び、小
しょうちゅうがくせい

・中学生を

始
はじ

めとする次
じ

世
せ

代
だい

へ山
やま

古
こ

志
し

の魅
み

力
りょく

を語
かた

り継
つ

ぐための

参
さんこう

考になればと思
おも

い作
さく

成
せい

しました。

　災
さい

害
がい

などで資
し

料
りょう

が残
のこ

っていないこともあり、内
ないよう

容は確
かく

実
じつ

なものばかりではありませんが、この本
ほん

をきっかけに

ご家
か

族
ぞく

やご近
きん

所
じょ

、ご友
ゆう

人
じん

などと世
せ

代
だい

を越
こ

えて山
やま

古
こ

志
し

に

ついて語
かた

りあっていただけるとうれしいです。

　山
やま

古
こ

志
し

の歴
れき

史
し

や伝
でん

統
とう

が次
つぎ

の世
せ

代
だい

、また次
つぎ

の世
せ

代
だい

へ語
かた

り

継
つ

がれることを願
ねが

っています。

山
やま

古
こ

志
し

地
ち

域
いき

ふるさと創
そう

生
せい

事
じぎょう

業実
じっ

行
こう

委
いいんかい
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山
や ま こ し

古志の由
ゆ ら い

来

　「古
こ し

志」という言
こ と ば

葉は古
ふる

くからあります。

　「先
せんだい

代旧
く

事
じ ほ ん

本紀
ぎ

」の「国
こくぞうほん

造本紀
ぎ

」に「高志国造 志賀高穴穂（成務天皇）朝

御世、阿閇臣祖屋主田心命三世孫市入命定賜国造」とあり、神
し ん わ

話時
じ だ い

代に県
けん

中
ちゅうおうぶ

央部一
いったい

帯に本
ほんきょ

拠のある大
おおひこのみこと

彦命の子
し そ ん

孫が国
こくぞう

造に任
にんめい

命されたことが記
しる

され

ています。はっきりした記
き ろ く

録になると平
へいあん

安時
じ だ い

代中
ちゅうき

期に書
か

かれた「和
わみょうしょう

名抄」

で古
こ し ぐ ん

志郡と三
さんとうぐん

島郡が分
ぶんりつ

立しており、「高
こ し

志」「古
こ し

志」という地
ち め い

名は非
ひじょう

常に

古
ふる

くからのものであることが分
わ

かります。

　江
え ど

戸時
じ だ い

代になると、1618（元
げ ん な

和4）年
ねん

から山
や ま こ し

古志地
ち い き

域は長
ながおかはんりょう

岡藩領と

なり、山
やまろっ

六ケ
か

村
そん

と山
やま

二
にじゅうむら

十村に分
わ

けられました。1702（元
げんろく

禄15）年
ねん

以
い こ う

降

は幕
ばくふりょう

府領に編
へんにゅう

入され、二
にじゅうむら

十村がこの地
ち い き

域全
ぜんたい

体の呼
こしょう

称となり、幕
ばくまつ

末には

「山
や ま こ し ぐ み

古志組」と呼
よ 　 　 　

ばれるようになりました。

　明
め い じ

治時
じ だ い

代に入
はい

り、現
げんざい

在の市
しちょうそんせい

町村制につながる制
せ い ど

度が実
じ っ し

施されるよう

になると、いくつかの集
しゅうらく

落がまとまって行
ぎょうせい

政の村
むら

となりました。その

後
ご

、明
め い じ

治の大
だいがっぺい

合併を経
へ 　

て、1956（昭
しょうわ

和31）年
ねん

に山
や ま こ し む ら

古志村ができました。

山
や ま こ し む ら

古志村は2005（平
へいせい

成17）年
ねん

に長
な が お か し

岡市と合
がっぺい

併し、現
げんざい

在に至
いた

ります。

山
や ま こ し

古志の集
し ゅ う ら く

落

　現
げんざい

在山
や ま こ し

古志には14の集
しゅうらく

落があります。集
しゅうらく

落の成
な

り立
た

ち集
しゅうらくめい

落名の由
ゆ ら い

来

などを集
しゅうらく

落の方
かた

に聞
き

きました。

【 集
 しゅうらく

落の位
い ち

置図
ず

 】
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種
た ね

苧
す

原
は ら

　種
たね

苧
す

原
はら

の成
な

り立
た

ちは、源
げ ん じ

氏の落
おちうど

人

といわれています。坂
さかまき

牧丹
た ん ご

後之
の

守
かみ

の

子
こ

である源
げん

左
ざ

エ
え

門
もん

、健
けんぞう

蔵が北
ほうじょうし

条氏に

追
お 　 　

われ、栖
す

吉
よし

の善
ぜん

照
しょうじ

寺に逃
に

げ込
こ

んだところ、お寺
てら

の人
ひと

から「萱
かやとうげ

峠を越
こ 　 　

える

と安
あんぜん

全な窪
く ぼ ち

地がある。」といわれ、た
　 　 　 つ 　 　

どり着いたところが今
いま

の種
た ね す

苧原
はら

だっ

たそうです。その窪
く ぼ ち

地は、苧
からむし

※が群
ぐんせい

生した原
はら

っぱであったことから種
た ね す

苧原
はら

という集
しゅうらくめい

落名になったといわれています。集
しゅうらく

落の戸
こ す う

数が増
ふ 　 　

えるにつれ、

種
た ね す

苧原
はら

、中
な か の

野、寺
て ら の

野に分
わ

かれたといわれていますが、一
いっせつ

説には中
な か の

野、寺
て ら の

野は

それ以
い ぜ ん

前に開
かいそん

村されていたともいわれています。

　また、9月
がつ

に開
かいさい

催される種
た ね す

苧原
はら

まつりの奉
ほうのう

納相
ず も う

撲は、熊
く ま の

野神
じんじゃ

社で行
おこな

わ

れていますが、中
な か の

野の八
はちまん

幡神
じんじゃ

社が起
き げ ん

源といわれています。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

16日
にち

　坂
さかまき

牧吉
きち

太
た ろ う

郎さん、坂
さかまき

牧正
まさのり

憲さん、坂
さかまき

牧宇
ういちろう

一郎さん、樺
かばさわ

澤三
さんじろう

治郎さんから聞
き

き取
と

り）

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※		苧		（からむし）注 釈

イラクサ科
か

の多
たねんせいしょくぶつ

年生植物。くきの皮
かわ

からは衣
い る い

類、紙
かみ

などに利
り よ う

用できる丈
じょうぶ

夫な繊
せ ん い

維が取
と 　 　

れる。中
ちゅうせい

世の越
え ち ご

後国
こく

は、日
にほんいち

本一のカ

ラムシの産
さ ん ち

地だったため、戦
せんごくだいみょう

国大名として有
ゆうめい

名な上
うえすぎ

杉謙
けん

信
しん

は衣
い る い

類の原
げんりょう

料として京
きょうと

都などに積
せっきょくてき

極的に売
う 　 だ 　 　

り出して、莫
ばくだい

大な

利
り え き

益を上
あ 　 　

げた。魚
うおぬま

沼地
ち ほ う

方で江
え ど

戸時
じ だ い

代から織
お

られていた伝
でんとうてき

統的な織
おりもの

物、越
えちごちぢみ

後縮はこれで織
お 　 　 　

られていた。

虫
む し

	亀
が め

　集
しゅうらくめい

落名の由
ゆ ら い

来は不
ふ め い

明ですが、「ムーシ

カイイ」（食
た

べ物
もの

が豊
ゆた

かにある土
と ち

地という

意
い み

味）あるいは、「イシ（石
いし

）カムイ（神
かみ

）」と

いうア
　 　 　 ご

イヌ語が語
ご げ ん

源ではないかという説
せつ

と、もともと集
しゅうらく

落北
きた

の入
いりぐち

口に亀
かめ

に

似
に 　

た石
いし

があり「イシガメ（石亀）」と呼
よ 　 　 　

ばれていたが、支
し は い

配していた役
やくにん

人が聞
き

き

間
ま ち が

違えたか、書
か 　

き間
ま ち が

違えて現
げんざい

在の「虫
むし

亀
がめ

」になったという説
せつ

もあります。

　また代
だいだい

々、虫
むし

亀
がめ

の中
ちゅうおうぶ

央部に居
きょじゅう

住する、五
い か ら し

十嵐姓
せい

の祖
そ

は、西
にしかんばらぐん

蒲原郡下
し た だ む ら

田村

（現
げんざい

在の三
さんじょうし

条市）の豪
ごうぞく

族であった五
い か ら し

十嵐小
こ ぶ ん じ

文治の流
なが

れを汲
く 　

む者
もの

が移
うつ

り住
す

み、自
し ぜ ん

然環
かんきょう

境や土
どじょう

壌がよかったことから、同
おな

じ下
し た だ む ら

田村の佐
さ と う け

藤家を迎
むか

えて

庄
しょうや

屋※とし、村
むら

の繁
はんえい

栄を図
はか

ったと伝
つた

えられています。

　現
げんざい

在は行
おこな

われていませんが、1955（昭
しょうわ

和30）年
ねん

ころまでは虫
むし

亀
がめ

でも

神
じんじゃ

社への奉
ほうのう

納相
す も う

撲が行
おこな

われ、種
た ね す

苧原
はら

と交
こうりゅう

流をしていました。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

24日
にち

　酒
さ か い

井省
しょうご

吾さんから聞
き

き取
と

り）

どうして集落ができたのか、どうしてこのような集落名になったのか、
集落の方に聞いてみました。山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※		庄屋		（しょうや）注 釈

江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

、領
りょうしゅ

主が村
そんみん

民の名
めい

望
ぼう

家
か

中
ちゅう

から命
めい

じて、郡
ぐんだい

代・代
だいかん

官に属
ぞく

させ、一
いっそん

村または数
すう

村
そん

の納
のうぜい

税その他
た

の事
じ む

務を統
とうかつ

轄させた

村
そんらく

落の長
ちょう

。むらおさ。畿
き な い

内西
さいごく

国方
ほうめん

面では庄
しょうや

屋、東
とうごく

国方
ほうめん

面では名
な ぬ し

主と呼
よ

ぶことが多
おお

い。

伝統行事の奉納相撲　1999（H10）.9.5　片桐 虫亀集落の諏訪神社　2008（H20）.8.15
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池
い け

	谷
た に

　今
いま

から650年
ねん

くらい前
まえ

、平
へ い け

家の

落
おちうど

人であった斎
さいとう

藤仁
に

右
え も ん

衛門がこの

地
ち

に住
す

んだことが集
しゅうらく

落の始
はじ

まりと

いわれています。そして、青
あ お き

木の姓
せい

は小
お ぢ や し ひ う

千谷市薭生から、五
い か ら し

十嵐の姓
せい

は西
にしかんばらぐん

蒲原郡下
し た だ む ら

田村（現
げんざい

在の三
さんじょうし

条市）から

池
いけたに

谷へ来
き

たといわれています。

　池
いけたに

谷という集
しゅうらくめい

落名は、2つの池
いけ

から来
き

ているといわれています。１つ

目
め

の池
いけ

は、池
いけたに

谷集
しゅうらく

落の種
た ね す

苧原
はら

寄
よ 　

りにある猫
ねこ

又
またざわ

沢からの大
おお

きな地
じ

すべりに

よって芋
いもがわ

川がせ
　 　 と 　 　 　 　

き止められてできた池
いけ

、もう1つは、大
お お く ぼ

久保で大
おお

きな地
じ

す

べりにより東
あずまがわ

川がせ
　 　 と 　

き止められできた池
いけ

。この2つの池
いけ

から「池
いけたに

谷」とい

う集
しゅうらくめい

落名になったといわれています。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

10日
にち

　青
あ お き

木幸
こう

七
しち

さん、斎
さいとう

藤利
とし

行
ゆき

さんから聞
き

き取
と

り）

楢
な ら

	木
の き

　大
お お が た ま ち ど そ こ

潟町土底浜
はま

（現
げんざい

在の上
じょうえつし

越市）の

畔
あぜがみ

上という浪
ろうにん

人が池
いけたに

谷の斎
さいとう

藤仁
に

右
え も ん た く

衛門宅を訪
たず

ねて、住
す

み込
こ

むように

なり、その後
ご

、新
しんでん

田※開
かいはつ

発をするた

めに居
きょじゅう

住したことが楢
ならのき

木集
しゅうらく

落の始
はじ

まりといわれています。

　また、現
げんざい

在の楢
ならのき

木集
しゅうらく

落付
ふ き ん

近から旧
きゅうならのき

楢木集
しゅうらく

落を見
み

下
お

ろしたときに、楢
なら

の木
き

がたくさんあったことから現
げんざい

在の「楢
ならのき

木」という集
しゅうらくめい

落名になったそうで

す。以
い ぜ ん

前は、「楢
ならのき

木新
しんでん

田」や「新
しんでん

田」と呼
よ

ばれた時
じ き

期もあり、楢
ならのき

木に新
しんでん

田開
かいはつ

発

をしたことがそう呼
よ

ばれていた理
り ゆ う

由と考
かんが

えられます。

　以
い ぜ ん

前は不
ふ ど う

動様
さま

、諏
す わ

訪神
じんじゃ

社、十
じゅうに

二神
じんじゃ

社の3社
しゃ

がありましたが、1956（昭
しょうわ

和

31）年
ねん

ころに合
ごうしゃ

社して現
げんざい

在の十
じゅうに

二神
じんじゃ

社となりました。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

9日
にち

　畔
あぜかみ

上嘉
か

吉
きち

さん、藤
ふじいしょうさく

井正作さん、畔
あぜがみたかし

上孝さんから聞
き

き取
と

り）

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました 山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※		新田		（しんでん）注 釈

新
あら

たに開
かい

墾
こん

した田
で ん ち

地。特
とく

に江
え ど

戸時
じ だ い

代のものをいい、中
ちゅうせい

世以
い ぜ ん

前には墾
こん

田
でん

という。

八幡神社でのさいの神　1992（H4）.1.15　片桐 震災前の楢木集落　1982（S57）4.11　片桐
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竹
た け

	沢
ざ わ

　いつの時
じ だ い

代かわかりませんがこ

の地
ち

に住
す

んだ竹
たけざわ

沢の庄
しょうや

屋である

星
ほ し の け

野家（屋
や ご う

号：おやじ）が集
しゅうらく

落を開
ひら

い

たといわれています。この星
ほ し の

野の

姓
せい

は、長
な が お か し

岡市や小
お ぢ や し

千谷市にも多
おお

く、魚
うおぬま

沼から入
はい

ってきたともいわれていま

す。また、九
きゅうしゅう

州にも星
ほ し の

野の姓
せい

があり、その流
なが

れを汲
く

むという説
せつ

もあります。

竹
たけざわ

沢の佐
さ と う

藤の姓
せい

と星
ほ し の

野の姓
せい

も古
ふる

いといわれています。

　竹
たけざわ

沢集
しゅうらく

落は、下
したむら

村、二
にちょう

丁野
の

、大
おおない

内、向
むかいだ

田の4つの集
しゅうらく

落に分
わか

かれていました

が、1971（昭
しょうわ

和46）年
ねん

4月
がつ

に下
したむら

村と大
おおない

内、1986（昭
しょうわ

和61）年
ねん

４
　 が つ

月に下
したむら

村

と向
むかいだ

田、1990（平
へいせい

成2）年
ねん

4月
がつ

に下
したむら

村と二
にちょう

丁野
の

が合
がっぺい

併し、現
げんざい

在の「竹
たけざわ

沢」

となりました。昔
むかし

から下
したむら

村と二
にちょう

丁野
の

を指
さ

して竹
たけざわ

沢といったそうですが、

「竹
たけざわ

沢」という名
めいしょう

称の由
ゆ ら い

来はわかっていません。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

15日
にち

　星
ほ し の

野三
み お

男三
ぞう

さん、星
ほ し の せ ん じ

野仙嗣さん、星
ほ し の

野清
せい

剛
ごう

さんから聞
き

き取
と

り）

間
ま

内
な い

平
ひ ら

　集
しゅうらく

落の由
ゆ ら い

来は定
さだ

かではありませ

んが、昔
むかし

は今
いま

より竹
たけざわ

沢寄
よ

りに集
しゅうらく

落が

位
い ち

置していました。地
じ

すべりを繰
く

り

返
かえ

し、集
しゅうらく

落が徐
じょじょ

々に移
い ど う

動して現
げんざい

在

の位
い ち

置になったそうです。また、集
しゅうらく

落の成
せいりつ

立は、竹
たけざわ

沢集
しゅうらく

落や菖
しょうぶしゅうらく

蒲集落より

遅
おそ

いといわれ、両
りょうしゅうらく

集落の間
あいだ

にできたことから「間（あいだ）」の字
じ

を取
と

って

間
ま な い

内平
ひら

となったといわれています。

　1940年
ねんだい

代まで8月
がつ

14日
にち

に十
じゅうに

二神
じんじゃ

社の祭
さいれい

礼を行
おこな

い、鍋
なべ

で和
わ し

紙を煮
に

てた

べるという風
ふうしゅう

習がありました。紙
かみ

を食
た

べると体
からだ

が丈
じょうぶ

夫になるといわれて

いたそうです。また、ほかの集
しゅうらく

落にはあまり見
み

られない、お椀
わん

などの漆
うるしぬ

塗

り※も行
おこな

われていたそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

11日
にち

　高
たかのかず

野一衛
えい

さん、川
かわかみ

上春
はる

雄
お

さんから聞
き

き取
と

り）

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました 山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※		漆塗り		（うるしぬり）注 釈

器
き ぶ つ

物に漆
うるし

を塗
ぬ

ること。また、その器
き ぶ つ

物。また、その職
しょくにん

人。

お盆のみこし　1989（H1）.8.16　片桐 間内平集落の錦鯉市場　1980（S55）.11.3　片桐



〈 1� 〉 〈 1� 〉

菖
し ょ う ぶ

蒲
　時

じ だ い

代は不
ふ め い

明ですが、星
ほ し の く ろ う

野九郎右エ
え も ん

門

が竹
たけざわ

沢にあった庄
しょうや

屋の分
ぶ ん け

家※として、こ

の地
ち

に居
きょじゅう

住したことが菖
しょうぶ

蒲の始
はじ

まりと

いわれています。その居
きょじゅう

住したころが、菖
しょうぶ

蒲の咲
さ 　

くころだったので現
げんざい

在の

集
しゅうらくめい

落名になったそうです。

　また、岡
おかもと

本の姓
せい

が菖
しょうぶ

蒲にあるのは、武
ぶ し

士であった岡
おかもと

本重
し げ

右エ
え も ん

門が上
うえすぎ

杉謙
けん

信
しん

に攻
せ

められたため、北
きたうおぬまぐん

魚沼郡根
ね ご や

小屋（現
げんざい

在の魚
う お ぬ ま し

沼市）にある城
しろ

から逃
のが

れ

なければなりませんでした。そして、焼
やけやま

山の中
ちゅうふく

腹で星
ほ し の く ろ う

野九郎右
え も ん

エ門の家
いえ

の

明
あ

かりを見
み

つけ泊
と

めてもらい、その後
ご

に九
く ろ う

郎右
え も ん

エ門の姉
あね

と夫
ふ う ふ

婦となりこ

の地
ち

に住
す

みついたことが由
ゆ ら い

来といわれています。

　菖
しょうぶ

蒲集
しゅうらく

落では、1960（昭
しょうわ

和30）年
ねん

ころまでこんにゃく作
づく

りが盛
さか

んで

1軒
けん

で400㎏ずつ出
しゅっか

荷していたそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

18日
にち

　星
ほ し の

野徳
とく

治
じ 　 　

さん、星
ほ し の

野芳
よし

英
ひで

さん、星
ほ し の

野寅
とら

吉
きち

さんから聞
き

き取
と

り）

山
や ま

	中
な か

　集
しゅうらく

落の成
な

り立
た

ちや、名
な ま え

前の由
ゆ ら い

来に

ついて古
ふる

い記
き ろ く

録は、火
か さ い

災などによっ

て残
のこ

されていません。しかし、小
お が わ

川

六
ろ く え も ん

右エ門と星
ほ し の

野久
きゅう

左
ざ

エ
え も ん

門の2軒
けん

が

住
す

んだことが集
しゅうらく

落の始
はじ

まりではないかと言
い

われています。現
げんざい

在の小
お が わ

川姓
せい

と星
ほ し の

野姓
せい

はすべてこの分
ぶ ん け

家です。そのため、さいの神
かみ

や節
せつぶん

分などの行
ぎょうじ

事は

それぞれの家
か け い

系ごとに行
おこな　

い、特
とく

に節
せつぶん

分では星
ほ し の

野家
け け い

系が豆
まめ

をまき、小
お が わ

川家
け け い

系

は豆
まめ

をまかないという面
おもしろ

白い風
ふうしゅう

習もあったそうです。また、集
しゅうらくない

落内に鎮
ちんじゅ

守

様
さま

がないため、大
おおない

内（現
げんざい

在は竹
たけざわ

沢集
しゅうらく

落の一
い ち ぶ

部）の住
じゅうみん

民と一
いっしょ

緒に薬
や く し

師様
さま

を

管
か ん り

理し、盆
ぼ ん お ど 　

踊りを一
いっしょ

緒に行
おこな

う伝
でんとう

統もあったそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

9日
にち

　星
ほ し の

野敏
と し お

雄さん、小
おがわかつ

川勝行
ゆき

さんから聞
き

き取
と

り）

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました 山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※	分家		（ぶんけ）注 釈

家
か

族
ぞく

が任
にん

意
い

にその家
いえ

を去
さ

って新
あら

たに一
いっ

家
か

を設
せつ

立
りつ

すること。また、設
せつ

立
りつ

したその家
いえ

。新
し ん け

家。第
だい

ニ
に

次
じ

大
たい

戦
せん

後
ご

、「家
いえ

」の制
せい

度
ど

の廃
はい

止
し

に伴
とも

い、法
ほうりつじょう

律上は認
みと

められない。

菖蒲集落の観音様　1988（S63）.4.21　片桐

山中集落のさいの神　2008（H20）.1.13
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油
ゆ

	夫
ぶ

　油
ゆ ぶ

夫の集
しゅうらくめい

落名は、その昔
むかし

、油
あぶら

が取
と

 

れたことから、「油
あぶら

」の字
じ

を取
と

ったと

いう説
せつ

があります。また、八
や

久
く ぼ け

保家

の家
か

系
け い ず

図から、400年
ねん

以
いじょうまえ

上前から

集
しゅうらく

落に人
ひと

が住
す

んでいたことがわかっています。

　昔
むかし

、集
しゅうらく

落の神
じんじゃ

社である石
いするぎ

動神
じんじゃ

社の近
ちか

くに子
こ

ども10人
にん

が手
て

をつないで輪
わ

になっても届
とど

かないほどの日
に ほ ん い ち

本一の大
おおすぎ

杉がありました。その大
おおすぎ

杉は、雷
かみなり

が

落
お

ちて焼
や

けてしまい現
げんざい

在はありませんが、火
ひ

が三
み っ か

日三
み ば ん

晩消
き

えなかったほ

どの大
たいぼく

木だったそうです。そのほかにも、雷
かみなり

により焼
や

けてしまった木
き

が多
おお

くあり、油
ゆ ぶ

夫は雷
かみなり

の巣
す

といわれていたそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

21日
にち

　八
や

久
く ぼ

保チイさん、関
せき

幸
ゆ き お

雄さんから聞
き

き取
と

り）

桂
か つ ら

	谷
や

　桂
かつら

谷
や

集
しゅうらく

落は、古
ふる

くは平
へ い け

家の落
おちうど

人が開
ひら

い

たといわれています。また、昔
むかし

は小
こ い け

池の姓
せい

が多
おお

く、小
こ い け

池姓
せい

の人
ひと

が集
しゅうらく

落を開
ひら

いたので

はないかともいわれています。集
しゅうらくめい

落名は、

昔
むかし

「桂
かつら

の木
き

」が集
しゅうらく

落にあったことから「桂
かつら

」

の字
じ

をとったのではないかといわれてい

ます。

　集
しゅうらく

落の神
じんじゃ

社である飯
いい

綱
づな

神
じんじゃ

社は、神
しんめい

明神
じんじゃ

社が始
はじ

まりだそうです。いつのこ

ろかわかりませんが、長
な が の け ん

野県の飯
いい

綱
づな

神
じんじゃ

社の流
な が 　

れから、飯
いい

綱
づな

神
じんじゃ

社となったとい

われ、戦
せんしょう

勝の神
かみ

として信
しんこう

仰されていたカラス天
て ん ぐ

狗※がまつられています。

　また、羽
は ぐ ろ や ま

黒山では、日
ひ

照
で 　

りが続
つづ

いたときに雨
あま

乞
ご

いをしたところ、大
おおあめ

雨を

降
ふ

らせたという言
い

い伝
つた

えがあります。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

22日
にち

　高
た か の

野哲
てつ

四
し

さん、小
こ い け ま さ る

池正瑠さんから聞
き

き取
と

り）

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました 山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※	カラス天狗		（からすてんぐ）注 釈

とりのようなくちばしや羽
はね

を持
も

つ伝
でんせつじょう

説上の生
せいぶつ

物。

戦前に行われた石油試掘の様子

桂谷集落の風景　1979（S54）.4.8　片桐
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　集
しゅうらく

落の生
お

い立
た

ちは不
ふ め い

明ですが、五
い か ら し

十嵐

の姓
せい

は、今
いま

から600年
ねん

から700年
ねん

くらい

前
まえ

に西
にしかんばらぐん

蒲原郡下
し た だ む ら

田村（現
げんざい

在の三
さんじょうし

条市）の

五
い か ら し

十嵐神
じんじゃ

社からこの地
ち

に住
す

みついたといわれ、関
せき

の姓
せい

は300年
ねん

くらい前
まえ

に桂
かつら

谷
や

から梶
かじ

金
がね

に来
き

たことに始
はじ

まり、庄
しょうや

屋をしていたといわれています。

藤
ふ じ い

井の姓
せい

は、年
ねんだい

代はわかりませんが関
せき

の姓
せい

より古
ふる

くからこの地
ち

にあった

そうです。そのほかに梶
かじ

金
がね

には、川
かわかみ

上という姓
せい

もあります。

　集
しゅうらくめい

落名は、馬
ば

蹄
てい

※1などの農
の う ぐ

具を作
つく

る鍛
か じ や

治屋※2が集
あつ

まっていたことが

由
ゆ ら い

来といわれ、昔
むかし

は梶
かじ

金
がね

を「鍛
か

治
じ

金
がね

」と書
か

いていたといわれています。

　また、現
げ ん ざ い

在 行
おこな

われている盆
ぼんおど

踊りは8月
がつ

14日
にち

ですが、戦
せんぜん

前は8月
がつ

15日
にち

に

行
おこな

われていました。昔
むかし

から集
しゅうらく

落の結
むす

びつきが強
つよ

く、お盆
ぼん

の期
きかんちゅう

間中にどこか

の家
いえ

で不
ふ こ う

幸があると集
しゅうらく

落の行
ぎょうじ

事を取
と

りやめたそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

27日
にち

　関
せき

幸
こうさく

作さんから聞
き

き取
と

り）

大
お お く ぼ

久保
　大

お お く ぼ

久保集
しゅうらく

落は、1589（天
てん

正
しょう

17）

年
ねん

、関
かんとう

東地
ち ほ う

方から三
み く に

国峠
とうげ

を越
こ

えてき

た五
い か ら し

十嵐武
ぶ

左
ざ

エ
え も ん

門一
いちぞく

族がこの地
ち

に

居
きょじゅう

住したことに始
はじ

まるそうです。

　また、長
ながおかはん

岡藩の中
なか

で75人
にん

で引
ひ

けなかったものを１
ひ と り

人で引
ひ

いたといわれ

る川
かわかみ

上重
しげ

右
え も ん

エ門が、1647（正
しょうほ

保4）年
ねん

に五
い か ら し

十嵐武
ぶ

左
さ

エ
え も ん た く

門宅に来
き

てこの地
ち

に

住
す

んだことが川
かわかみ

上姓
せい

のはじまりといわれています。集
しゅうらくめい

落名の由
ゆ ら い

来は不
ふ め い

明

ですが、五
い か ら し

十嵐武
ぶ

左
さ

エ
え も ん け

門家の３
　 だ い め

代目である治
じ

太
た

右
え も ん

門のころに「大
おおくぼ

窪」とい

う漢
か ん じ

字を「大
お お く ぼ

久保」と改
あらた

めたとされています。

　現
げんざい

在はありませんが、大
お お く ぼ

久保には真
ま わ た

綿※を糸
いと

にする工
こうじょう

場があり、女
じょせい

性10

名
めい

くらいが働
はたら

いていたそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

19日
にち

　集
しゅうかいじ

会時に大
おおくぼしゅうらく

久保集落のみなさんから聞
き

き取
と

り）

梶
か じ

	金
が ね

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました 山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

注 釈 ※1		馬蹄		（ばてい） うまのひづめ。

※2		鍛治屋		（かじや） 鍛
か

治
じ

を職
しょくぎょう

業とする人
ひと

。また、その家
いえ

。釘
くぎ

抜
ぬ

きに用
もち

いるＬ
える

字
じ が た

形の鉄
かな

梃
てこ

。

※	真綿		（まわた）注 釈

繭
まゆ

（屑
くず

繭
まゆ

）を引
ひ

きのばして作
つく

ったわた。白
しろ

く光
こう

沢
たく

があり、やわらかくて軽
かる

い。主
しゅ

として防
ぼう

寒
かん

用
よう

衣
い

類
るい

などに用
もち

いる。絹
きぬ

綿
わた

。

大久保神楽とさいの神　2002（H14）.1.13　片桐

梶金集落の風景　1990（H2）.1.14　片桐
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小
こ ま つ ぐ ら

松倉
　1187（文

ぶ ん じ

治3）年
ねん

、源
みなもとのよしつね

義経※1の家
か

臣
しん

※2であった片
かたおか

岡三
さぶろう

郎、亀
か め い ろ く ろ う

井六郎、

志
し が

賀 住
じゅう

左
ざ

エ
え も ん

門、志
し が

賀 小
こ ざ

左 エ
え も ん

門、

増
ま す だ ま ご

田孫治
じ

右
え も ん

エ門が奥
おうしゅう

州から落
お

ち延
の

び、小
こ ま つ ぐ ら

松倉へ着
つ

いたときには、すでに人
ひと

が住
す

んでいたといわれています。

このとき、片
かたおか

岡三
さぶろう

郎が大
だいにちにょらい

日如来坐
ざ ぞ う

像を、亀
か め い ろ く ろ う

井六郎が十
じゅういちめん

一面観
かんのんぞう

音像を背
せ

負
お

っ

てきたといわれ、現
げんざい

在では、大
だいにちにょらい

日如来坐
ざ ぞ う

像がこの地
ち

へ安
あ ん ち

置されています。

　小
こ ま つ ぐ ら

松倉という集
しゅうらくめい

落名は、1460（寛
かんせい

正元
がん

）年
ねん

から1470（文
ぶんめい

明2）年
ねん

ころ、

中
なかうおぬま

魚沼地
ち ほ う

方からこの地
ち

へ移
いじゅう

住した小
こ ま つ ば ら

松原中
ちゅうなごん

納言からきているといわれて

います。当
と う じ

時は大
お お す

栖平
びら

という集
しゅうらくめい

落名でしたが、小
こ ま つ ば ら

松原中
ちゅうなごん

納言が小
こ ま つ ぐ ら

松倉民
み ん ぶ

部

太
だ ゆ う

夫と改
かいめい

名すると同
ど う じ

時に、小
こ ま つ ぐ ら

松倉という集
しゅうらくめい

落名になったといわれています。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

16日
にち

　小
お が わ

川晴
せ い じ

司さんから聞
き

き取
と

り）

木
こ

	篭
ご も

　集
しゅうらく

落ができた時
じ だ い

代は不
ふ め い

明ですが、

集
しゅうらく

落の神
じんじゃ

社である諏
す わ

訪神
じんじゃ

社は、江
え ど

戸

時
じ だ い

代初
し ょ き

期に建
こんりゅう

立されたと伝
つた

えられ

ていますので、それ以
い ぜ ん

前に集
しゅうらく

落が

あったと推
すいそく

測できます。また、平
へ い け

家の落
おちうど

人が集
しゅうらく

落を開
ひら

いたという説
せつ

があり

ます。

　木
こ

篭
ごも

には、二
にじゅうむら

十村郷
ごう

※一
いち

の林
はやし

があったといわれ、そこから、「木
き

」の文
も じ

字

をとったのではないかといわれています。木
き

が豊
ほ う ふ

富であったことから、

炭
す み や 　

焼きが盛
さか

んで役
や く ば

場や学
がっこう

校に炭
すみ

を売
う

っていました。

　木
こ

篭
ごも

の「袖
そで

」地
ち く

区は、昔
むかし

、本
ほんそん

村の外
そと

という意
い み

味で「外」と書
か

いていたそうです。

（平
へいせい

成22年
ねん

12月
がつ

22日
にち

　松
ま つ い

井治
はる

二
じ

さん、松
ま つ い

井キミさん、上
うえだゆうごろう

田勇五郎さん、

上
うえだひさ

田久江
え

さん、松
ま つ い

井正
しょうじ

治さん、畔
あぜがみ

上喜
き い ち

一さんから聞
き

き取
と

り）

山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました 山古志の集落 集落の歴史を聞いてみました

※1		源義経		（みなもとのよしつね）注 釈

平
へい

安
あん

末
まっ

期
き

の武
ぶ

将
しょう

。義
よし

朝
とも

の九
きゅうなん

男。幼
よう

名
めい

は牛
うし

若
わか

。七
なな

歳
さい

で鞍
くら

馬
ま

寺
でら

に入
はい

り、次
つ

いで陸
む

奥
つ

の藤
ふじわらのひでひら

原秀衡の許
もと

に身
み

を寄
よ

せたが、1180

（治
じ

承
しょう

4）年
ねん

、兄
あに

頼
より

朝
とも

の挙
きょ

兵
へい

の応
おう

じて義
よし

仲
なか

を討
う

ち、更
さら

に平
へい

氏
し

を一
いちのたに

谷・屋
や

島
しま

・壇
だん

ノ
の

浦
うら

に（の合
かっせん

戦で）破
やぶ

って全
ぜん

滅
めつ

させた。

※2		家臣		（かしん） 家
いえ

に仕
つか

える臣
しん

。家
け

人
にん

。家
け

来
らい

。

※	二十村郷		（にじゅうむらごう）注 釈

長
ながおかし

岡市太
お お た

田、山
やま

古
こ

志
し

、川
かわ

口
ぐち

地
ち い き

域、小
お

千
ぢ

谷
や

市
し

東
  ひがしやま

山、北
ほく

部
ぶ

の一
いっ

帯
たい

は、かつて「二
にじゅうむら

十村郷
ごう

」と総
そうしょう

称され、二
にじゅうよ

十余の村
むら

があったからと

か、一
い ち ど

度なくなった村
むら

を再
ふたた

び起
お

こしたから二
にじゅう

重村
むら

という、いくつかの伝
でんしょう

承がある。

木篭集落の盆踊り　1997（H9）.8.15　片桐 中山隧道　2007（H18）.6.13
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盆
ぼ ん

踊
お ど

り
　盆

ぼんおど

踊りは、お盆
ぼん

に迎
むか

えた仏
ほとけ

様
さま

の霊
れい

をなぐさめ、ふたたび送
おく

りだすため

に行
おこな

われます。以
い ぜ ん

前は、お盆
ぼん

のときだけではなく、神
じんじゃ

社や鎮
ちんじゅ

守様
さま

の命
めいにち

日な

どにも行
おこな

っていたそうです。集
しゅうらく

落によってやり方
かた

はさまざまですが、４隅
すみ

の柱
はしら

に萩
はぎ

とカヤがつけられたやぐらの上
うえ

で太
た い こ

鼓を打
う

ち、音
お ん ど

頭とりの甚
じ ん く

句

にあわせて輪
わ

になって踊
おど

ります。

　若
わか

い人
ひと

たちは盆
ぼんおど

踊りのときに化
けしょう

粧をしたり、山
やまがさ

笠をかぶるなど変
へんそう

装を

して踊
おど

ったそうです。また、ほかの村
むら

（集
しゅうらく

落）から酒
さかだる

樽をかついだ若
わか

い衆
しゅう

が

来
き

て踊
おど

りの輪
わ

に加
くわ

わったと山
や ま こ し

古志村
そ ん し

史に記
しる

されており、若
わかもの

者たちの交
こうりゅう

流

の場
ば

でもあったそうです。

さいの神
か み

　さいの神
かみ

の作
つく

り方
かた

や形
かたち

は、集
しゅうらく

落によって違
ちが

い、青
あおだけ

竹や門
かどまつ

松を芯
しん

にした

り、松
まつ

の木
き

で骨
ほ ね ぐ 　

組みを作
つ く 　

り、ワラを積
つ

み上
あ

げつくったそうです。さいの神
かみ

は、

前
ぜんねん

年使
し よ う

用したお札
ふだ

やしめ縄
なわ

などと正
しょうがつ

月に書
か

いた書
か

き初
ぞ

めを一
いっしょ

緒に飾
かざ

ります。

　昔
むかし

から集
しゅうらく

落で1つのさいの神
かみ

をつくっていたわけではなく、世
せ た い

帯ごと

や本
ほ ん け

家と分
ぶ ん け

家でつくったり、集
しゅうらく

落で数
す う か し ょ

箇所に分
わ

けてつくるなど、集
しゅうらく

落の中
なか

に複
ふくすう

数のさいの神
かみ

がつくられたそうです。

　さいの神
かみ

では、「さいの神
かみ

で餅
もち

を焼
や

いて食
た

べるとまめになる」や「さい

の神
かみ

の煙
けむり

の行
い

った家
いえ

は豊
ほうさく

作になる」「書
か

き初
ぞ

めが火
ひ

に煽
あお

られて空
そら

高
た か 　

く上
あ

がると字
じ

が上
じょうず

手になる」など数
かずかず

々の俗
ぞくしん

信も伝
つた

えられています。

年中行事

池谷集落　1994（H6）.8.15　片桐 虫亀集落　2006(H18).8.15

年中行事

楢木集落　2008(H20).1.13 種苧原集落　2007(H19).1.16
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十
じ ゅ う に こ う

二講
　十

じゅうにこう

二講は、旧
きゅうれき

暦の２月
がつ

12日
にち

に十
じゅうにやま

二山の神
かみ

をまつる神
じんじゃ

社や内
ないちんじゅ

鎮守など

で行
おこな

われます。山
やま

の神
かみさま

様に魔
ま

よけや狩
かり

の殺
せっしょう

生の浄
じょうか

化、五
ご こ く

穀豊
ほうじょう

穣※などを願
ねが

い、弓
ゆみ

で木
き

や的
まと

、その年
とし

の方
ほうがく

角などへ向
む

かって掛
か

け声
ごえ

とともに矢
や

を射
い

ま

す。掛
か

け声
ごえ

は集
しゅうらく

落によってさまざまだそうです。

　現
げんざい

在は、個
こ じ ん

人で行
おこな

われるほかに、種
た ね す

苧原
はら

、梶
かじ

金
がね

、大
お お く ぼ

久保集
しゅうらく

落などでは集
しゅうらく

落

行
ぎょうじ

事として行
おこな

われています。梶
かじ

金
がね

集
しゅうらく

落では、2009（平
へいせい

成21）年
ねん

に集
しゅうらく

落

行
ぎょうじ

事として約
やく

30年
ねん

ぶりに復
ふっかつ

活しました。

大
お お く ぼ

久保神
か ぐ ら

楽
　大

おお

久
く

保
ぼ

神
か ぐ ら

楽は、大
おお

久
く

保
ぼ

地
ち

区
く

に伝
つた

わる神
か ぐ ら

楽舞
ま

いです。

　大
おお

久
く

保
ぼ

神
か ぐ ら

楽の歴
れき

史
し

は、今
いま

から200年
ねん

以
いじょうまえ

上前、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

の寛
かん

政
せい

期
き

にまで

さかのぼるといわれています。当
とう

時
じ

、北
きた

蒲
かん

原
ばら

郡
ぐん

安
やす

田
だ

の角
かく

兵
べ

衛
え

獅
じ

子
し

が巡
じゅんぎょう

業

していた折
おり

に、獅
し

子
し

を見
み

た大
おお

久
く

保
ぼ

の人
ひと

たちが魅
み

せられ、自
じ

分
ぶん

たちでもやっ

てみようと始
はじ

めたそうです。それからは、新
しん

築
ちく

祝
いわ

いや神
じん

社
じゃ

の祭
まつ

りなど厄
やく

祓
ばら

い、悪
あく

魔
ま

祓
ばら

いとして演
えん

じられるとともに、冬
ふゆ

場
ば

などには村
むら

の外
そと

への巡
じゅんぎょう

業も

行
おこな

われていたそうです。後
こうけいしゃ

継者不
ぶ そ く

足により一
い ち じ

時途
と だ

絶えましたが、2002

（平
へいせい

成14）年
ねん

に「大
お お く ぼ

久保神
か ぐ ら

楽保
ほ ぞ ん か い

存会」がたち上
あ

がり活
かつどう

動をしています。

池谷集落　1992（H4）.3.12　片桐 小松倉集落　1990（H2）.3.12　片桐

伝統芸能 山古志にある伝統芸能や唄を紹介します年中行事

虫亀集落の諏訪神社にて　2006（H18）.8.15
※	五穀豊穣		（ごこくほうじょう）注 釈 5つの穀

こくもつ

物（イネ・ムギ・アワ・キビ・マメ）が

豊
ゆた

かに実
みの

ること
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　宴
えんかい

会の終
お

わりごろに出
で

る唄
うた

で、この唄
うた

を歌
うた

い終
お

わった時
とき

には杯
さかずき

が空
から

に

なっていなければならないといいます。この曲
きょく

を聞
き

いて酒
さけ

を残
のこ

らずいた

だくことを牛
うし

の尾
し

っぽといいます。大
おお

地
じ

主
ぬし

や旦
だん

那
な

衆
しゅう

は強
つよ

い闘
とう

牛
ぎゅう

も飼
し

育
いく

し

ていた家
いえ

なので、牛
うし

の幸
さい

先
さき

もよい様
よう

にとの願
ねが

いもこめられています。曲
きょく

目
もく

名
めい

は塩
しおざわまち

沢町の地
ち め い

名からきており、元
もと

は田
た う

打ちの際
さい

の労
ろ う ど う か

働歌でしたが、宴
えんせき

席

でも歌
うた

われるようになったものです。山
や ま こ し

古志では祝
しゅくえん

宴や上
じょうとうしき

棟式以
い が い

外にも、

正
しょうがつ

月11日
にち

の蔵
くら

開
びら

きにも歌
うた

われます。

　昔
むかし

の家
か お く

屋は土
ど だ い

台となる石
い し ば

場石
いし

の上
うえ

に柱
はしら

を立
た

て、石
いし

を土
つち

に搗
つ

きこむ作
さぎょう

業を

「石
い し ば

場かち」といいました。その作
さぎょう

業の時
とき

歌
うた

われたのが「石
い し ば

場かち唄
うた

」で、石
いし

の

少
すく

ない山
やま

古
こ

志
し

の谷
たに

川
がわ

から見
み

つけた大
おお

きな石
いし

を柱
はしら

の数
かず

ほど現
げん

場
ば

に背
せ

負
お

い集
あつ

め

ると、一
ひと

人
り

の音
おん

頭
ど

取
とり

が力
ちからづよ

強く歌
うた

い出
だ

したそうです。一
ひと

節
ふし

終
おわ

ると網
あみ

引
ひ

きの人
ひと

達
たち

が声
こえ

をそろえて「岩
いわ

持
も

って来
こ

い」「水
みず

持
も

って来
こ

い」のはやし唄
うた

を歌
うた

い、心
こころ

をひ

とつに作
さ

業
ぎょう

のリズムを造
つく

り出
だ

しました。

　木
き

の伐
ばつ

出
しゅつ

や家
いえ

を建
た

てる時
とき

、息
いき

を合
あ

わせるために歌
うた

われる木
き や

遣り唄
うた

は、

山
やま

古
こ

志
し

の家
いえ

が、すべて茅
かや

葺
ぶき

だった頃
ころ

、新
しん

築
ちく

・改
かい

築
ちく

の折
おり

に歌
うた

われました。木
き

遣
や

り唄
うた

の音
おん

頭
ど

取
と

りは、村
むら

中
じゅう

で一
いち

番
ばん

声
こえ

のいいよく通
とお

る声
こえ

の持
も

ち主
ぬし

で、さら

に道
みち

の高
こう

低
てい

やカーブを考
かんが

えできるだけスムーズに運
はこ

べる才
さい

量
りょう

がなくて

はならず、村
むら

に適
てき

当
とう

な人
ひと

が居
い

ない場
ば

合
あい

は、近
きん

郷
ごう

近
きん

隣
りん

から人
ひと

を呼
よ

んだとい

います。音
おん

頭
ど

取
と

りの声
こえ

に合
あ

わせ、大
おお

物
もの

引
ひ

きの人
にん

夫
ぷ

達
たち

が心
こころ

と力
ちから

を一
いっ

点
てん

に集
しゅう

中
ちゅう

して引
ひ

き網
あみ

を引
ひ

きました。

　田
た

の神
かみ

を讃
たた

えて豊
ほうじょう

穣を願
ねが

う昔
むかし

ながらの労
ろ う ど う か

働歌です。絣
かすり

の仕
し

事
ごと

着
ぎ

、真
ま

新
あたら

し

い手
て

拭
ぬぐい

で姉
あね

さんかむりの若
わか

い女
じょせい

性の早
さ

苗
なえ

取
と

りから始
はじ

まる田
た

植
う

え作
さ

業
ぎょう

で、

小
こ

苗
なえ

が田
た

んぼに投
な

げ打
う

たれ、4人
にん

5人
にん

と並
なら

んで植
う

え始
はじ

めると、唄
うた

自
じ

慢
まん

の男
おとこ

がまず美
び

声
せい

を張
は

りあげて交
こう

替
たい

で歌
うた

います。静
しず

かな唄
うた

に合
あ

わせ植
う

える手
て

先
さき

も身
み

ぶりもひとつのリズムになり、青
あおあお

々と植
う

え終
お

えた田
た

の面
おもて

をそよ風
かぜ

と

共
とも

に流
な

れる歌
うた

声
ごえ

がひとしお初
しょ

夏
か

を呼
よ

びます。

木
き

遣
や

り天
て ん

神
じ ん

ばやし

石
い し ば

場かち唄
う た

田
た う え

植唄
う た

伝統芸能 山古志にある伝統芸能や唄を紹介します 伝統芸能 山古志にある伝統芸能や唄を紹介します
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　二
に

十
じゅう

村
むら

郷
ごう

（山
やま

古
こ

志
し

と周
しゅう

辺
へん

集
しゅう

落
らく

一
いっ

帯
たい

）のお盆
ぼん

は、8月
がつ

1日
たち

に始
はじ

まります。

そして、13日
にち

に家
いえいえ

々に迎
むか

えた祖
そ

霊
れい

を返
かえ

すため16日
にち

ごろに神
じんじゃ

社で盆
ぼんおど

踊りを

盛
せいだい

大に踊
おど

るのはほかの地
ち い き

域と同
おな

じ習
なら

わしでした。そこで歌
うた

われる盆
ぼん

唄
うた

の

起
き

源
げん

は定
さだ

かではありませんが、歌
か し

詞から新
し ば た

発田との関
かんけい

係がうかがえるほ

か、新
にいがた

潟や五
ご せ ん

泉、長
ながおか

岡などの地
ち め い

名が織
お

り込
こ

まれ伝
でんらい

来の経
け い い

緯を思
おも

わせます。

　日
に ほ ん

本の子
こ も り

守唄
うた

には親
おや

ではなく幼
おさな

くして故
こきょう

郷を離
はな

れた子
こもりむすめ

守娘が歌
うた

ったも

のが多
おお

いですが、山
や ま こ し

古志の子
こ も り

守唄
うた

もその類
たぐい

とされます。米
こめ

の足
た

りない小
こ

作
さく

人
にん

や日
ひ

雇
やとい

家
か

庭
てい

は、子
こ

どもが9才
さい

から12、3才
さい

頃
ごろ

までに他
た け

家に子
こ

守
もり

に出
だ

し

たといいます。子
こもりむすめ

守娘は背
せ

の子
こ

が泣
な

けば一
いっしょ

緒になって泣
な

きました。川
かわざかな

魚の

取
と

れない山
や ま こ し

古志では普
ふ だ ん

段魚
さかな

を口
くち

にすることはめったになく、歌
か し

詞の「ねん

ねしたらおいしい赤
せきはん

飯と魚
さかな

をあげる」というのは最
さいこう

高のご馳
ち そ う

走をあげる

という意
い み

味です。

子
こ

守
も り

唄
う た

牛
う し

の角
つ の

突
つ

き（重じゅうよう要無む け い

形民
みん

俗
ぞく

文
ぶ ん か

化財
ざい

）

　古
ふる

い伝
でんとう

統のある牛
うし

の角
つの

突
つ

きの起
き げ ん

源等
とう

は定
さだ

かでありませんが、古
こ だ い

代から

神
し ん じ

事として行
おこな

われていました。徳
とくがわ

川時
じ だ い

代の文
ぶんごう

豪、滝
たきざわ

沢馬
ば

琴
きん

の南
なんそう

総里
さ と み

見八
はっ

犬
けんでん

伝によると古
こ

志
し

郡
ぐん

二
にじゅうむら

十村に毎
まいとし

年3～4月
がつ

の頃
ころ

、吉
きちじつ

日をえらび角
つの

突
つ

きと唱
とな

えたる闘
とうぎゅう

牛（うしあわせ）の神
し ん じ

事ありと記
しる

されています。

（1978（昭
しょう

和
わ

53）年
ねん

指
し

定
てい

）

文化財 山古志にある文化財を紹介します伝統芸能 山古志にある伝統芸能や唄を紹介します

山
や ま

古
こ

志
し

の盆
ぼ ん

唄
う た 【国

くに

指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

東山ファミリーランド臨時闘牛場にて　2005（H17）.8.3



〈 �� 〉 〈 �� 〉

　今
いま

から350年
ねん

くらい前
まえ

に平
へ い け

家の落
おちうど

人がこの地
ち

に

移
いじゅう

住し、氏
うじがみ

神として建
た

てられたのがこの神
じんじゃ

社で、記
き

念
ねん

として植
う

えた杉
すぎ

の森
もり

です。その後
ご

毎
まいとし

年この神
じんじゃ

社の

前
まえ

で闘
とうぎゅう

牛（うしあわせ）の祭
さ い じ

事が行
おこな

われていました。

（1973（昭
しょう

和
わ

48）年
ねん

指
し て い

定）

書
し ょ せ き

籍、南
な ん

総
そ う

里
さ と み

見八
は っ

犬
け ん

伝
で ん

	（有
ゆうけい

形文
ぶんか

化財
ざい

）

　1814（文
ぶ ん か

化11）年
ねん

～1842（天
てんぽう

保13）年
ねん

の長
なが

きにわたり発
はっこう

行された書
しょせき

籍で、初
しょはん

版本
ぼん

が

全
ぜんかん

巻（106冊
さつ

）揃
そろ

っているのは全
ぜんこく

国でも4～5

件
けん

しかないといわれています。伝
でんとう

統ある山
やま

古
こ

志
し

郷
ごう

の牛
うし

の角
つの

突
つ

きを国
くに

の重
じゅう

要
よう

無
む け い

形民
みん

俗
ぞく

文
ぶ ん か

化財
ざい

として認
みと

められた貴
き

重
ちょう

な資
し

料
りょう

です。（1977（昭
しょう

和
わ

52）年
ねん

指
し

定
てい

）

白
し ら

髯
ひ げ

神
じ ん じ ゃ

社の樹
じ ゅ り ん

林（天
てんねん

然記
き

念
ねん

物
ぶつ

）

　昔
むかし

から地
ち

区
く

民
みん

の心
こころ

のよりどころとして親
した

しまれ

ています。また、十
じゅう

二
に

山
やま

の神
かみ

を祭
まつ

り、年
ねんちゅう

中行
ぎょう

事
じ

（十
じゅう

二
に

講
こう

）などを今
いま

でも行
おこな

っています。樹
じゅれい

齢約
やく

600年
ねん

、大
おお

久
く

保
ぼ

の歴
れ き し

史を知
し

るうえから貴
き

重
ちょう

な天
てんねん

然記
き

念
ねん

物
ぶつ

です。

（1977（昭
しょうわ

和52）年
ねん

指
し

定
てい

）

木
こ ご も

篭諏
す わ

訪神
じ ん じ ゃ

社の樹
じ ゅ ぐ ん

群（天
てんねん

然記
き

念
ねん

物
ぶつ

）

　樹
じゅれい

齢350年
ねん

余
あま

りといわれる大
たいじゅ

樹群
ぐん

（ケヤ

キ）は、社
しゃでん

殿とともに氏
うじがみ

神として敬
けいあい

愛され、

氏
う じ こ

子のシンボルとして、うやまわれています。

（1982（昭
しょうわ

和57）年
ねん

指
し

定
てい

）

大
お お

久
く

保
ぼ

の桂（こう）の木
き

（天
てんねん

然記
き

念
ねん

物
ぶつ

）

文化財 山古志にある文化財を紹介します 文化財 山古志にある文化財を紹介します

【新
にいがたけん

潟県指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

【長
な が お か し

岡市指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

所
しょざいち

在地：竹
たけざわ

沢

所
しょざいち

在地：木
こごも

篭

【長
な が お か し

岡市指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

【長
な が お か し

岡市指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

1979（S54）.5.27　片桐

所
しょざいち

在地：大
お お く ぼ

久保



〈 �� 〉 〈 �� 〉

　大
たいじゅ

樹に囲
かこ

まれた敷
しき

地
ち

面
めん

積
せき

約
やく

50坪
つぼ

の史
し

跡
せき

。

昔
むかし

、禅
ぜん

寺
でら

（円
えん

融
ゆう

寺
じ

の分
ぶん

寺
じ

）として建
けん

造
ぞう

され、古
ふる

く

から氏
うじ

子
こ

のよりどころとされています。また

周
しゅう

囲
い

には五
ご

輪
りん

の塔
とう

や石
せき

仏
ぶつ

が置
お

かれています。

（1982（昭
しょう

和
わ

57）年
ねん

指
し

定
てい

）

木
も く

像
ぞ う

、大
だ い

日
に ち

如
に ょ

来
ら い

坐
ざ

像
ぞ う

（彫
ちょうこく

刻）

　仏
ぶつ

像
ぞう

では山
や ま こ し

古志で一
いち

番
ばん

古
ふる

く（鎌
かま

倉
くら

末
まっ

期
き

）、材
ざい

質
しつ

が“こうくり”※で作
つく

ってあることから“こうく

り”の下
げ

駄
た

は履
は

いてはならない、とまでいわれ

た崇
すう

高
こう

な仏
ぶつ

像
ぞう

です。（1982（昭
しょう

和
わ

57）年
ねん

指
し

定
てい

）

中
な か

野
の

愛
あ た ご

宕庵
あ ん

（史
し せ き

跡） 三
し ゃ み せ ん

味線石
い し

　昔
むかし

、吹
ふ ぶ き

雪の夜
よる

に二
ふ た り

人の瞽
ご

女
ぜ

（三
し ゃ み せ ん

味線をひいて唄
うた

う盲
もう

目
もく

の女
おんな

旅
たび

芸
げい

人
にん

）が虫
むしがめ

亀にたどり着
つ

きま

した。日
ひ

も落
お

ち、吹
ふ ぶ き

雪が強
つよ

くなっ

てきたため、ほかの村
むら

へ行
い

くこと

もできず、一
い ち や

夜の宿
やど

を乞
こ

い願
ねが

い

ましたが断
ことわ

られてしまいました。

二
ふ た り

人の瞽
ご

女
ぜ

は、仕
し か た

方なく吹
ふ ぶ き

雪の

中
なか

、道
どうちゅう

中の十
じゅうに

二山
やまがみ

神の岩
いわ

の下
した

で休
やす

むことにしました。その日
ひ

の夜
よ

中
なか

、突
とつぜん

然、

その大
おお

きな岩
いわ

が山
やま

から転
ころげ

げ落
お

ちました。二
ふ た り

人の瞽
ご

女
ぜ

は下
し た じ

敷きとなり亡
な

く

なってしまいました。それ以
い ら い

来、吹
ふ ぶ き

雪の夜
よる

には決
き

まってこの石
いし

の下
した

から

三
し ゃ み せ ん

味線の音
おと

が聞
き

こえるようになったといいます。人
ひとびと

々はこの石
いし

を「三
し ゃ み せ ん

味線

石
いし

」と呼
よ

ぶようになりました。

文化財 山古志にある文化財を紹介します 史跡と伝説 山古志に残る伝説を一部紹介します

所
しょざいち

在地：種
たね

苧
す

原
はら

【長
な が お か し

岡市指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

所
しょざいち

在地：小
こまつぐら

松倉

【長
な が お か し

岡市指
し て い

定の文
ぶ ん か

化財
ざい

】

1979（S54）.7.8　片桐

所
しょざいち

在地：虫
むしがめ

亀

※		こうくり注 釈

サワグルミの別
べつめい

名。クルミ科
か

の植
しょくぶつ

物で沢
さわ

など山
やまあい

間の湿
しめ

った場
ばしょ

所に植
しょくせい

生し、下
げ た

駄・家
か ぐ ざ い

具材などに使
つか

われる。実
み

は食
しょくよう

用にはならない。
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あまやちの池
い け

の伝
で ん

説
せ つ

　古
ふる

くからあまやち（尼
あま

谷
や

地
ち

）の池
いけ

の伝
でんせつ

説として

語
かた

り継
つ

がれてきたのは、恐
おそ

ろしい大
だいじゃ

蛇が美
うつく

しい

庄
しょうや

屋の娘
むすめ

をさらい逃
に

げる話
はなし

で、それはいくつかの

地
ち め い

名の由
ゆ ら い

来となっていまに伝
つた

えられています。

　その昔
むかし

、田
た

んぼで働
はたら

く家
か ぞ く

族のためにおやつを運
はこ

ぶ庄
しょうや

屋の娘
むすめ

があまやちの

池
いけ

のほとりを通
とお

りかかったとき、頭
あたま

に挿
さ

していた美
うつく

しい櫛
くし

を池
いけ

に落
お

として

しまったのです。娘
むすめ

はあわてて拾
ひろ

い頭
あたま

に戻
もど

しましたが、その櫛
くし

はあっという間
ま

に大
だいじゃ

蛇に姿
すがた

を変
か

え、娘
むすめ

をずるずると池
いけ

の中
なか

に引
ひ

きずり込
こ

んでしまいました。

　村
むら

では娘
むすめ

の姿
すがた

が見
み

えないので大
おおさわ

騒ぎになり、くまなく村
むらじゅう

中を探
さが

したもの

の見
み

つからず、ついには池
いけ

の底
そこ

をさらうことになりました。三
み っ か

日三
み ば ん

晩かけて

村
むらびと

人たちが池
いけ

の淵
ふち

を割
わ

り、すべての水
みず

を流
なが

したところ、娘
むすめ

を背
せ な か

中に乗
の

せた

大
だいじゃ

蛇が現
あらわ

れ、そのまま天
てん

に昇
のぼ

っていったといいます。

　その途
とちゅう

中で大
だいじゃ

蛇が一
ひと

休
やす

みしたのがいまの蛇
へび

窪
くぼ

で、その後
ご

大
だいじゃ

蛇が牛
うし

に姿
すがた

を

変
か

えて住
す

んだのが小
こ ま つ ぐ ら

松倉の池
いけ

だといわれています。

史跡と伝説

山
や ま こ し

古志の生
な り わ い

業カレンダー
　錦

にしきごい

鯉の生
せいさん

産が盛
せいきょう

況を迎
むか

え、それまでの養
ようさん

蚕や牛
うし

の飼
し い く

育に取
と

って代
か

わり

始
はじ

める昭
しょうわ

和30年
ねんだい

代ごろの山
や ま こ し

古志を想
そうてい

定して作
さくせい

成したものです。越
えっとう

冬施
し せ つ

設

を導
どうにゅう

入して錦
にしきごい

鯉の企
き ぎ ょ う か

業化までに展
てんかい

開した農
の う か

家や、肉
にくようぎゅう

用牛の飼
し い く

育や米
こめ

づく

りの商
しょうひんか

品化に取
と

り組
く

む一
い ち ぶ

部の農
の う か

家が後
のち

に現
あらわ

れましたが、これは一
いっぱん

般の

農
の う か

家の基
き ほ ん て き

本的な生
せいかつ

活スタイルとなっていました。

山古志の一年

写真提供：片桐恒平

所
しょざいち

在地：種
たね

苧
す

原
はら
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棚
た な だ

田と山
や ま こ し

古志の農
の う ぎ ょ う

業
　ほとんど平

へ い ち

地のない山
や ま こ し

古志では、水
すいでん

田を作
つく

るためには傾
け い し ゃ ち

斜地を切
き

り開
ひら

かなくてはなりませんでした。そのための工
く ふ う

夫が棚
た な だ

田です。

棚
た な だ

田を新
あたら

しく作
つく

るにはまず、棚
た な だ

田に適
てき

した場
ば し ょ

所を見
み

つけなくてはなり

ません。山
や ま こ し

古志は昔
むかし

から、地
じ

すべりが多
おお

い土
と ち

地でした。地
じ

すべりは中
ちゅうえつ

越

大
だいしんさい

震災で大
おお

きな被
ひ が い

害をもたらしたように、大
おお

きな自
し ぜ ん

然災
さいがい

害ですが、地
じ

すべ

りがおこると、山
やま

の傾
けいしゃ

斜がなだらかになり、耕
こうさく

作できる面
めんせき

積が広
ひ ろ 　

くなりま

した。また、変
へんどう

動によって土
どじょう

壌が混
ま

ざり合
あ

い、農
のうさくもつ

作物の生
せいいく

育によい条
じょうけん

件を

もたらす利
り て ん

点もありました。

　秋
あき

の農
のうさぎょう

作業が一
ひとだんらく

段落ついて、11月
がつ

に入
はい

ると新
しんでん

田切
き 　

りや小
ちい

さい田
た

の

拡
かくちょう

張工
こ う じ

事が始
はじ

まりました。新
しんでん

田切
き 　

りとは斜
しゃめん

面を切
き

り崩
くず

して水
すいでん

田を拓
ひら

くこ

とで、明
め い じ

治から昭
しょうわ

和にかけて盛
さか

んに行
おこな

われました。

1 ツルハシやトウグワで木
き

の根
ね

や大
おお

きな岩
いわ

を取
と

り除
のぞ

く。

2 新
しんでん

田切
き 　

りグワや三
さんぼん

本グワで表
ひょうど

土をはがしていく。

3 三
さんぼん

本グワを使
つか

って斜
しゃめん

面の高
たか

いほうの土
つち

を引
ひ

っ掛
か

けて低
ひく

いほうに飛
と

ば

し、斜
しゃめん

面を平
たい

らにしていく。これをハネックワといい、上
じょうず

手な人
ひと

になる

と2間
けんはん

半ほど飛
と

ばしたという。

山古志と棚田

4 田
た

の表
ひょうめん

面を平
たい

らにしながら、石
いし

や木
き

の根
ね

などを取
と

り除
のぞ

く。

5 平
ひら

グワの外
そとがわ

側でたたいて田
た

の畦
あぜ

を固
かた

める。

6 土
どひょう

俵を落
お

として田
た

の土
つち

を締
し

める。

7 平
たい

らにした田
た

の土
つち

を鍬
くわ

で起
おこ

していく。

8 水
みず

を入
い 　 　

れてもう一
い ち ど

度鍬
くわ

で起
おこ

す。これを繰
く

り返
かえ

すとのり状
じょう

になった泥
どろ

が

下
した

へとまわり水
みず

が漏
も

れなくなる。

9 田
た

に水
みず

をはり、石
いし

引
ひ 　

きをする。石
いし

引
ひ 　

きは木
き

の皮
かわ

で石
いし

を縛
しば

り、それを

引
ひ 　 ぱ 　 　

っ張って、田
た

の底
そこ

を締
し

めることで、馬
うま

や牛
うし

を用
もち

いることもあった。

� 草
くさ

やわらを入
い 　

れ、田
た

の泥
どろ

を作
つく

り、マングワを引
ひ 　 　 　

かせて田
た

を掻
か

き回
まわ

す。

� エブリで平
たい

らにならす。

　棚
た な だ

田が幾
い く え

重にも重
かさ

なる現
げんざい

在の山
や ま こ し

古志の風
ふうけい

景は、毎
まいとし

年のようにすこしず

つ棚
た な だ

田を増
ふ

やしてきた先
せんじん

人たちの苦
く ろ う

労と工
く ふ う

夫の結
けっしょう

晶なのです。山
や ま こ し

古志の

棚
た な だ

田は水
みず

を自
し ぜ ん

然湧
わきみず

水や横
よこ

井
い ど

戸といった地
ち か す い

下水に頼
たよ

っていました。これら

の水
みず

は非
ひじょう

常に冷
つめ

たく、そのままでは耕
こうさく

作に適
てき

したものではありませんで

秋の棚田　1996（H8）.9.15　片桐 なわしろづくり　1981（S56）.4.26　片桐
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セナコウジ

ツルハシ

三本グワ エブリ

した。このため、ため池
いけ

や堰
せき

、よけあぜを作
つく

り、棚
た な だ

田に入
い

れるまでに水
みず

を温
あたた

める必
ひつよう

要がありました。取
しゅすい

水口
こう

近
ちか

くには冷
れいすい

水に強
つよ

い種
しゅるい

類を１、２坪
つぼ

作
つく

るこ

ともあったそうです。

　横
よこ

井
い ど

戸は水
すいでん

田の適
て き ち

地と思
おも

われる近
ちか

くの山
やま

を見
み さ だ 　 　

定めて、山
やま

の深
ふ か 　

いほう、

北
きた

に向
む

かって掘
ほ

っていきます。北
き た む 　

向きのほうが水
みず

を多
お お 　

く引
ひ

き出
だ

せるそう

です。地
ち か す い

下水が流
なが

れるように勾
こうばい

配をつけて掘
ほ

っていき、50～60ｍほど

掘
ほ 　

ると必
ひつよう

要な水
すいりょう

量が集
あつ

まりました。真
ま な つ

夏は井
い ど

戸の中
なか

と外
そと

との気
き お ん さ

温差が大
おお

きすぎ、寒
さむ

くなると地
ち か す い

下水の量
りょう

が増
ふ

えて掘
ほ

りにくくなるため、横
よこ

井
い ど

戸掘
ほ

り

は8月
がつ

末
まつ

から9月
がつ

いっぱいにかけて行
お こ な 　 　 　 　 　

われました。

　この横
よこ

井
い ど

戸掘
ほ

りの技
ぎじゅつ

術がのちに隧
ずい

道
どう

を掘
ほ

ることに生
い

かされました。

錦
に し き

鯉
ご い

の歴
れ き し

史
　錦

にしきごい

鯉は江
え ど

戸時
じ だ い

代後
こ う き

期ころ、二
にじゅうむら

十村

郷
ごう

で食
しょくよう

用として飼
か

われていた鯉
こい

に、

突
とつぜん

然変
へ ん い

異で色
いろ

のついたものがあら

われたのが最
さいしょ

初といわれています。

1781 （天
てんめい

明元
がん

）年
ねん

の大
だいかん　　　　

干ばつの際
さい

には、塩
しおだに

谷の水
みずかみ

神である蛇
へび

神
かみ

を祭
まつ

る仙
せん

竜
りゅう

池
いけ

に二
にじゅうむら

十村の鯉
こい

の逸
いっぴん

品を放
はな

って絶
ぜつめつ

滅を免
まぬが

れたそうです。明
め い じ

治時
じ だ い

代の初
はじ

めには錦
にしきごい

鯉を東
とうきょう

京などへ出
しゅっか

荷するようになっていたようです。

　この錦
にしきごい

鯉が全
ぜんこくてき

国的に知
し

られるようになったのは、1914（大
たいしょう

正3）年
ねん

、

東
とうきょう

京大
たいしょう

正博
はくらんかい

覧会に「変
か

わり鯉
ごい

」の名
な

で出
しゅっぴん

品されてからといわれています。

その後
ご

、度
たび

重
かさ

なる品
ひんしゅ

種改
かいりょう

良の結
け っ か

果、さまざまな模
も よ う

様の鯉
こい

が生
う

み出
だ

され、

ヨーロッパ、北
きた

アメリカ、アジアなど世
せ か い

界各
か く ち

地に輸
ゆしゅつ

出され、N
に し き ご い

ISHIKIGOI

の名
めいしょう

称が海
かいがい

外でも定
ていちゃく

着しています。

　中
ちゅうえつ

越大
だいしんさい

震災で、錦
にしきごい

鯉を養
ようしょく

殖する溜
ため

池
いけ

が大
おお

きな被
ひ が い

害を受
う

け、イケスで飼
か

っ

ていた錦
にしきごい

鯉も停
ていでん

電によって酸
さ ん そ

素を送
おく

れなくなったことにより大
おお

きな被
ひ が い

害

を受
う

けました。しかし、救
すく

い出
だ

した親
おや

鯉
ごい

たちから錦
にしきごい

鯉の養
ようしょく

殖は復
ふっかつ

活し、

錦
にしきごい

鯉の起
き げ ん

源の地
ち

の伝
でんとう

統を受
う

け継
つ

いでいます。

山古志と鯉

錦鯉の池上げ　1996（H８）.10.10　片桐

ヒラグワ
トウグワ
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鯉
こ い

料
り ょ う り

理
　内

ないぞう

臓や鯉
こい

の血
ち

も含
ふく

め、鯉
こい

の各
かく

部
ぶ い

位は余
あま

すと

ころなく料
りょうり

理されてきました。刺
さ し み

身、アライ、

ヌタ以
い が い

外に、煮
に

物
もの

のコイコク、甘
あ ま に

煮、甘
か ん ろ に

露煮も

あり、料
りょうりほう

理法が多
た さ い

彩です。

山古志と鯉

甘煮

ヌタ

アライ

コイコク

生
せ い

活
か つ

の中
な か

の牛
う し

　山
や ま こ し

古志の暮
く

らしにおいて、牛
うし

は

家
か ち く

畜として大
お お 　 　

きな役
やくわり

割を果
は 　 　 　

たして

いました。

　山
や ま こ し

古志では、ほかの地
ち い き

域から牛
うし

を

入
にゅうしゅ

手して肥
ひ い く

育を行
おこな

っていました。牛
うし

を入
にゅうしゅ

手する方
ほうほう

法は2つありました。

1つ目
め

はバクロウから購
こうにゅう

入する方
ほうほう

法です。バクロウとは家
か ち く

畜の買
かいつけ

付を

専
せんもん

門とする人
ひとびと

々で、山
や ま こ し

古志のバクロウは会
あ い づ

津などほかの地
ち い き

域で牛
うし

を

買
か い つ 　 　 　

付けていました。

　2つ目
め

は、長
ながおか

岡や刈
か り わ

羽など平
へ い や ぶ

野部の農
の う か

家から預
あず

かる方
ほうほう

法でした。春
はる

の訪
おとず

れが早
は や 　

い平
へ い や ぶ

野部では、山
さん

間
か ん ぶ

部の山
や ま こ し

古志よりも早
はや

く田
た

仕
し ご と

事が始
はじ

まります。

山
や ま こ し

古志の人
ひとびと

々は、平
へ い や ぶ

野部の農
の う か

家の田
た う 　

打ちの手
て つ だ

伝いに出
で

ました。春
はる

の田
た

仕
し ご と

事

がすむと、出
で さ き

先の農
の う か

家の牛
うし

は用
よう

を終
お

えます。そこで、牛
うし

を預
あずか

って山
や ま こ し

古志に

帰
かえ

り、よく世
せ わ

話をして、11月
がつ

ごろに飼
か

い主
ぬし

に牛
うし

を返
かえ

しました。山
や ま こ し

古志で

牛
うし

がよく肥
こ 　 　

えて持
も

ち主
ぬし

に返
かえ

ったと村
そ ん し

史にあり、礼
れいきん

金や米
こめ

をもらったそう

です。

　1957（昭
しょうわ

和32）年
ねん

の調
ちょうさ

査によれば、山
や ま こ し

古志の990軒
けん

の農
の う か

家で、4頭
とう

の

山古志と牛

刺
さし

　 　身
み

ア  ラ  イ 刺
さ し み

身のようにさばいて、さっと湯
ゆ

を通
とお

して、
氷
こおりみず

水につけて、油
あぶら

を取
と

り、わさび醤
じょうゆ

油などを
付
つ

けて食
た

べます。

ヌ　　タ 鯉
こい

のはらわたを大
だいこん

根おろしといっしょに、
酢
す

をいれ、砂
さ と う

糖をかくし味
あじ

に少
しょうしょう

々いれて食
た

べます。

コイコク ヨウ汁
じる

ともいいます。いいところを刺
さ し み

身や
アライにして、残

のこ

りの肉
にく

のついた骨
ほね

を煮
に

て、
味

み そ

噌で味
あじ

付
つ

けして食
た

べます。

甘
あま

　　煮
に

 砂
さ と う

糖と味
み そ

噌で甘
あま

く煮
に

て食
た

べます。

甘
かん

  露
ろ

  煮
に

 10センチほどの小
ちい

さい鯉
こい

を、砂
さ と う

糖と醤
しょうゆ

油で
煮
に

たものです。骨
ほね

まで食
た

べられます。

牛飼いの家　1988（S63）.12.4　片桐
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馬
うま

と、370頭
とう

の牛
うし

を飼
か

っていました。種
た ね す

苧原
はら

では1963（昭
しょうわ

和38）年
ねん

まで

牛
うし

を飼
か 　

い、堆
た い ひ

肥取
と

りと田
た

こなし、荷
に

運
は こ 　

びに使
つか

っていました。中
なか

でも、牛
うし

から

取
と 　 　

れる堆
た い ひ

肥は大
だ い じ

事だったといいます。当
と う じ

時の化
か が く

学肥
ひりょう

料は質
しつ

が悪
わる

く、米
こ め づ く 　

作り

に堆
た い ひ

肥は欠
か

かせませんでした。堆
た い ひ

肥を入
い 　 　

れると「土
つち

ができ、ベトがすべっ

こくなって、アキオチを防
ふせ

げた」といい、地
じ み

味の悪
わる

い田
た

の土
ど し つ

質を補
おぎな

う上
うえ

で

も重
じゅうよう

要でした。堆
た い ひ

肥を得
え 　 　 　

られる牛
うし

の飼
し い く

育が、現
げんきんしゅうにゅう

金収入や商
しょうひんりゅうつう

品流通に困
こんなん

難さ

を伴
ともな

う山
さ ん か ん ち

間地集
しゅうらく

落において、大
おお

きな意
い ぎ

義を持
も

ったことがわかります。

　農
のうさぎょう

作業では、牛
うし

を田
た

こなしに使
つか

いました。マングワを引
ひ

かせて、田
た

の土
つち

を細
こま

かく砕
くだ

きました。棚
た な だ

田の開
かいはつ

発には、崩
くず

れたり水
みず

が漏
も

れたりしないよう

に、牛
うし

に田
た

の底
そこ

を踏
ふ

み固
かた

めさせたと村
そ ん し

史にあります。

　また、荷
に

運
はこ

びでも牛
うし

が活
かつやく

躍しました。山
さ ん か ん ち

間地にある山
や ま こ し

古志では、ほかの

ところへ行
い 　

くには峠
とうげ

を越
こ

えていく必
ひつよう

要があります。生
せいかつ

活の場
ば

である集
しゅうらく

落

と生
せいさん

産の場
ば

である田
た

や山
さんりん

林の間
あいだ

も、物
ぶ っ し

資や収
しゅうかくぶつ

穫物を運
はこ

ぶには苦
く ろ う

労が伴
ともな

い

ました。斜
しゃめん

面で重
おも

い荷
に

を運
はこ

んでくれる牛
うし

はありがたい存
そんざい

在でした。

　牛
うし

のエサとなる草
くさ

はススキが中
ちゅうしん

心で、ハ

ギ、フジノハ（葛
くず

）もよいといい、マメ科
か

の

植
しょくぶつ

物が、牛
うし

に食
く

わせるにはよかったといい

ます。牛
うし

に与
あた

えるだけの草
くさ

刈
か

りは大
たいへん

変な労
ろうりょく

力

が必
ひつよう

要でした。毎
まいにち

日朝
あさめしまえ

飯前や夕
ゆうめしまえ

飯前にに草
くさ

を

刈
か

り、牛
うし

小
ご や

屋に運
はこ

びました。田
た

仕
し ご と

事が忙
いそが

しい
マングワ

時
じ き

期ですから、山
やま

に仮
かり

の牛
うし

小
ご や

屋を作
つく

って、日
にっちゅう

中は牛
うし

を入
い

れておきました。

牛
うし

と一
いっしょ

緒に山
やま

へ行
い

き、仕
し ご と

事が終
お

わると牛
うし

とともに山
やま

から帰
かえ

りました。

　このように、山
さ ん か ん ち

間地の生
せいかつ

活条
じょうけん

件が、山
や ま こ し

古志の日
にちじょう

常生
せいかつ

活と牛
うし

の飼
し い く

育を結
むす

び

付
つ

けたといえます。

　山
や ま こ し

古志では牛
うし

を仕
し ご と

事に使
つか

うだけでなく、家
いえ

の中
なか

に厩
うまや

を作
つく

り、牛
うし

を家
か ぞ く

族の

一
いちいん

員として愛
あいじょう

情を注
そそ

いできました。現
げんざい

在、国
くに

指
し て い

定重
じゅうよう

要無
む け い

形民
みん

俗
ぞ く ぶ ん か

文化財
ざい

と

なっている角
つの

突
つ 　

きは、このような人
にんげん

間と牛
うし

との深
ふか

い結
むす

びつきがあって生
う

まれた山
や ま こ し

古志の誇
ほこ

り高
たか

き文
ぶ ん か

化です。

牛の散歩　1997（H9）.6.8　片桐
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闘
と う

牛
ぎ ゅ う

の歴
れ き

史
し

　牛
うし

の角
つの

突
つ

きについては、古
こ ら い

来から

の遺
い ふ う

風で長
なが

い歴
れ き し

史があると聞
き

いて

いますが、記
き ろ く て き

録的資
しりょう

料がないため

今
いま

だに由
ゆ ら い

来、起
き げ ん

源等
など

については定
さだ

か

ではありません。

　また、牛
うし

の角
つの

突
つ

きはほかにもありますが、いずれも起
き げ ん

源については、

誤
ご

楽
らく

から始
はじ

まったものと、祭
さ い し

祀から始
はじ

まったものといわれています。

　徳
とくがわ

川時
じ だ い

代の文
ぶんごう

豪、滝
たきざわ

沢馬
ば

琴
きん

の書
か

いた「南
な ん そ う さ と み は っ

総里見八犬
けんでん

伝」を見
み

ると、この

地
ち い き

域のひと時
じ だ い ま え

代前の角
つの

突
つ

きを、最
もっと

もよく知
し

ることができます。八
はっ

犬
けんでん

伝に

「当
とうこく

国古
こ し ぐ ん

志郡二
にじゅうむら

十村には、毎
まいとしさん

年三、四
し が つ

月の頃
ころ

、或
あるい

は寅
とら

の日
ひ

の吉辰（よきひが

り）をト定（えらびさだ）め、角
つの

突
つ

きと唱
とな

える闘
とうぎゅう

牛（うしあわせ）の神
し ん じ

事

あり、今玆（ことし）は隔明日（あとつて）興
こうぎょう

行す」と記
きにゅう

入されています。

　角
つの

突
つ

きは昔
むかし

から神
し ん じ

事として行
おこな

われてきたので、土
と ち

地の人
ひとびと

々は、不
ふじょう

浄の人
ひと

は、角
つの

突
つ

き場
じょう

に出
で

てはならないといわれていました。

山古志と牛

出
で

稼
か せ

ぎ
　出

で か せ 　

稼ぎも家
いえ

の生
せいかつ

活を支
ささ

えてきました。一
い っ か

家の主
しゅじん

人や主
し ゅ ふ

婦となる前
まえ

の

若
わかもの

者は、同
ど う せ だ い

世代の仲
な か ま

間で出
で か せ 　

稼ぎグループを作
つく

り、山
やま

を離
はな

れ、その仕
し お く 　

送り

が現
げんきん

金収
しゅうにゅうげん

入源となって、一
い っ か

家の生
せいけい

計を支
ささ

えたのです。若
わか

い男
だんせい

性は、関
かんとう

東

や北
ほくりく

陸方
ほうめん

面で生
せいかつ

活物
ぶ っ し

資背
せ お 　

負いのニーブイと土
ど ぼ く

木工
こ う じ

事、若
わか

い女
じょせい

性は、関
かんさい

西、

関
かんとう

東方
ほうめん

面の紡
ぼうせき

績工
こうじょう

場の女
じょこう

工や商
しょうてん

店などの奉
ほうこうにん

公人として働
はたら

くのがほとんど

でした。

　家
いえ

を守
まも

る主
しゅじん

人の出
で か せ 　

稼ぎは、田
た

んぼの作
さぎょう

業にあわせて行
おこな

われるのが

特
とくちょう

徴でした。雪
ゆき

の多
おお

い山
や ま こ し

古志では平
へ い や ぶ

野部よりも雪
ゆき

消
ぎ 　

えが遅
おそ

くなるため、

田
た う 　

打ち、代
しろ

かきなどの田
た

植
う

え前
まえ

の仕
し ご と

事が平
へ い や ぶ

野部よりも遅
おそ

く始
はじ

まりました。

この差
さ

を利
り よ う

用して、刈
か り わ ぐ ん

羽郡や三
さんとうぐん

島郡に農
のうさぎょう

作業の出
で か せ 　

稼ぎに行
い

ったそうです。

また、農
の う か ん き

閑期である冬
ふゆ

の間
あいだ

には、主
しゅじん

人も関
かんとう

東を中
ちゅうしん

心に出
で か せ 　

稼ぎに行
い

きました。

その他の仕事

種苧原の闘牛大会　1983（S58）.9.4　片桐
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養
よ う

蚕
さ ん

　養
ようさん

蚕は生
せいけい

計の重
じゅうよう

要な現
げんきん

金収
しゅうにゅうげん

入源

でした。

　養
ようさん

蚕とは、蚕
かいこ

を飼
か

って、その繭
まゆ

か

ら生
き い と

糸（絹
きぬいと

糸）を取
と

る産
さんぎょう

業です。養
ようさん

蚕

は江
え ど

戸時
じ だ い

代に始
はじ

まり、明
め い じ

治時
じ だ い

代には日
に ほ ん

本の重
じゅうよう

要な輸
ゆしゅつひん

出品として最
さ い せ い き

盛期を

迎
むか

えました。

　かつて、農
の う か

家では米
こめ

づくりのサイクルとほかの多
た よ う

様な現
げんきん

金収
しゅうにゅう

入とがう

まく組
く

み合
あ

わされていました。なかでも、養
ようさん

蚕は現
げんきんしゅうにゅう

金収入の少
すく

ない時
じ だ い

代

の重
じゅうよう

要な収
しゅうにゅうげん

入源でした。一
い ち ど

度に飼
か

う量
りょう

は、蚕
かいこ

のエサになる桑
くわ

を栽
さいばい

培する

桑
くわばたけ

畑の面
めんせき

積によって決
き

まっていました。養
ようさん

蚕は、室
しつない

内の温
お ん ど

度の調
ちょうせい

整、桑
くわ

の

手
て い 　

入れ、桑
くわ

の量
りょう

の確
か く ほ

保に大
たいへん

変神
しんけい

経を使
つか

う一
い っ か

家をあげて取
と

り組
く

む仕
し ご と

事でし

た。繭
まゆ

は近
きんぺん

辺の町
まち

に出
しゅっか

荷する以
い が い

外に、少
しょうりょう

量ですが、自
じ か よ う

家用の真
ま わ た

綿づくりに

も使
つか

いました。

その他の仕事

炭
す み

焼
や 　

き
　炭

す み や

焼きの起
き げ ん

源ははっきりしませんが、

男
おとこ

たちの農
のうかん

間稼
か せ 　

ぎの一
ひ と つ

つで、秋
あき

半
なか

ばから

冬
ふゆ

が来
く

るまでに焼
や

き上
あ

げました。クヌギ

や楢
なら

などを材
ざいりょう

料とした軟
やわ

らかい和
わ す み

炭を

生
せいさん

産していました。江
え ど

戸時
じ だ い

代、長
ながおかはんりょう

岡藩領で

あったころは年
ね ん ぐ

貢の対
たいしょう

象となっていまし

た。明
め い じ

治時
じ だ い

代以
い こ う

降も、種
た ね す

苧原
はら

や楢
ならのき

木、池
いけたに

谷、

木
こ

篭
ごも

、小
こ ま つ ぐ ら

松倉などの集
しゅうらく

落で、生
せいさん

産は続
つづ

けられ、集
しゅうらくない

落内での売
ばいばい

買のほか、役
や く ば

場

や学
がっこう

校、郵
ゆうびんきょく

便局、農
のうきょう

協などに売
う

っていたといいます。

　また、このほかに各
か く ち

地の集
しゅうらく

落では「かじご焼
や 　

き」を作
つく

っていました。かじ

ご焼
や 　

きは木
き

を焼
や 　

き、上
うえ

から土
つち

をかぶせて不
ふ か ん ぜ ん

完全燃
ねんしょう

焼させて作
つく

る簡
か ん い て き

易的な

炭
すみ

で、自
じ か よ う

家用に用
もち

いられました。

その他の仕事

養蚕の様子　1991（H3）.6.30　片桐

炭焼きの様子　1989（H1）.12.3　片桐
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山
や ま こ し

古志と隧
ず い ど う

道
　二

にじゅうむら

十村郷
ごう

の集
しゅうらく

落は、山
やま

に囲
かこ

まれ、冬
ふゆ

になると数
すう

メートルの雪
ゆき

が降
ふ

り積
つ

も

り交
こうつう

通の障
しょうがい

害となり、頻
ひんぱん

繁に発
はっせい

生するなだれは人
ひとびと

々の命
いのち

までも奪
うば

う恐
おそ

ろ

しいものでした。

　明
め い じ

治時
じ だ い

代以
い こ う

降、このような交
こうつう

通事
じじょう

情を克
こくふく

服するため、道
ど う ろ

路を整
せ い び

備しよ

うとする意
い し き

識が高
たか

まり、昭
しょうわ

和に入
はい

って、道
ど う ろ

路整
せ い び

備の一
いっかん

環として峠
とうげみち

道を隧
ずい

道
どう

によって克
こくふく

服することが試
こころ

みられるようになります。これらの隧
ずい

道
どう

は

村
むらびと

人たち自
じ ぶ ん

分たちの手
て

で、カンテラの灯
あか

りをたよりに片
か た ば

刃のツルハシと

スコップで掘
ほ

り進
すす

められました。このような大
だ い こ う じ

工事を村
むらびと

人の手
て

によって

隧道 成
な

し遂
と

げられたのは、棚
た な だ

田の横
よこ

井
い ど

戸を

掘
ほ 　

る技
ぎじゅつ

術と、雪
ゆき

から自
じ ぶ ん

分たちや子
こ

ども

たちを守
まも

るという気
き も 　

持ちがあったから

なのです。

　山
や ま こ し

古志にいくつかある手
て

掘
ぼ 　

りの隧
ずい

道
どう

のなかでも、中
なかやまずい

山隧道
どう

は、村
むらびと

人が足
あ し か 　

掛け

16年
ねん

の歳
さいげつ

月をかけて長
なが

く大
おお

きなトン

ネルを掘
ほ

り貫
つらぬ

いたということで広
ひろ

く知
し

られています。

　中
なかやまずい

山隧道
どう

は、山
や ま こ し

古志の小
こ ま つ ぐ ら

松倉地
ち く

区と魚
う お ぬ ま し

沼市水
みずさわ

沢地
ち く

区（旧
きゅうひろかみむら

広神村）を結
む す 　

ぶ

長
なが

さ877mの手
て

掘
ほ

りのトンネルです。1932（昭
しょうわ

和7）年
ねん

に計
けいかく

画が立
た

ち上
あ

がり、途
とちゅう

中戦
せんそう

争による中
ちゅうだん

断を経
へ 　

て、1949（昭
しょうわ

和24）年
ねん

5月
がつ

に貫
かんつう

通しました。

カンテラの灯
あか

りをたよりに片
か た ば

刃のツルハシとスコップで掘
ほ

り進
すす

める

手
て さ ぎ ょ う

作業で、農
の う か ん き

閑期などを利
り よ う

用して作
さぎょう

業は根
こ ん き

気よく続
つづ

けられました。

　当
とうしょ

初、充
じゅうぶん

分な照
しょうめい

明設
せ つ び

備がなかったため、暗
くらやみ

闇の中
なか

で手
て

に持
も 　 　

った傘
かさ

の先
さき

を

壁
へきめん

面にあてて間
かんかく

隔を保
たも

ちながら進
すす

むというような状
じょうきょう

況もあったそうです。

それでも、雪
ゆき

の中
なか

の峠
と う げ ご 　

越えに比
くら

べてはるかに安
あんぜん

全でした。

　1998（平
へいせい

成10）年
ねん

に新
しんなかやま

中山トンネルが開
かいつう

通したことによって、手
て

掘
ぼ 　

り

の中
なかやまずい

山隧道
どう

はその役
やくわり

割を終
お

えましたが、新
にいがたけん

潟県によって記
き ね ん

念保
ほ ぞ ん

存が決
けってい

定

され、現
げんざい

在もその姿
すがた

を見
み

ることができます。中山隧道　1989（H1）.2.11　片桐

中山隧道の内部　1989（H1）.2.11　片桐
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隧
ず い

道
ど う

の紹
し ょ う か い

介
　日

に ほ ん い ち

本一の手
て ぼ 　

掘り隧
ずい

道
どう

である中
なかやまずい

山隧道
どう

のほかにも山
や ま こ し

古志には、生
せいかつ

活と

安
あんぜん

全を確
か く ほ

保するために数
かずかず

々のトンネルや隧
ずい

道
どう

が掘
ほ

られました。

【水
す い ろ

路トンネル】
　小

こ ま つ ぐ ら

松倉にある水
す い ろ

路トンネルは、1895（明
め い じ

治28）年
ねん

10月
がつ

に掘
ほ

り始
はじ

めら

れ、冬
ふ ゆ ば

場の作
さぎょう

業で13年
ねん

をかけて1908（明
め い じ

治41）年
ねん

12月
がつ

に貫
かんつう

通しました。

この水
す い ろ

路トンネルは、水
みず

を確
か く ほ

保するため掘
ほ

られました。掘
ほ

った土
つち

でため池
いけ

を作
つく

り水
すいげん

源にしました。

【七
な な ま が り ず い

曲隧道
ど う

、東
あ ず ま ず い

隧道
ど う

】
　七

ななまがりずい

曲随道
どう

（木
こ

篭
ごも

）、東
あずまずい

隧道
どう

（梶
かじ

金
がね

‐

木
こ

篭
ごもかん

間）は集
しゅうらく

落の子
こ 　 　

どもたちが通
かよ

っ

ていた「梶
か じ き

木小
しょうがっこう

学校」への通
つうがく

学で

冬
ふ ゆ ば

場の峠
とうげ

越
ご

えを避
さ

けるために昭
しょうわ

和

初
し ょ き

期に掘
ほ

られました。七
ななまがりずい

曲隧道
どう

は現
げんざい

在、その姿
すがた

を見
み

ることはできません

が、七
なな

つ曲
ま

がりかどがあることから名
な

づけられました。東
あずまずい

隧道
どう

も中
ちゅうえつ

越地
じ し ん

震

隧道 による被
ひ が い

害で通
とお

り抜
ぬ

けることができなくなりました。

【羽
は ぐ ろ ず い

黒隧道
ど う

】
　牛

うし

などで羽
は ぐ ろ や ま

黒山を越
こ 　 　

えて物
ぶ っ し

資を

運
は こ 　

ぶことができず、人
ひと

がものをか

ついでいたことや、冬
ふゆ

には吹
ふ ぶ き

雪やな

だれなどから危
き け ん

険を避
さ 　 　

けるために

羽
は ぐ ろ ず い

黒隧道
どう

が掘
ほ

られました。1949（昭
しょうわ

和24）年
ねん

12月
がつ

から掘
ほ

り始
はじ

められ、

1952（昭
しょうわ

和27）年
ねん

3月
がつ

に完
かんせい

成しました。現
げんざい

在は、羽
は ぐ ろ ず い

黒隧道
どう

の姿
すがた

はありま

せんが、羽
は ぐ ろ

黒トンネルとして受
う

け継
つ

がれています。

【雪
せ っ ち ゅ う ず い

中隧道
ど う

】
　雪

せっちゅうずい

中隧道
どう

は、小
こ ま つ ぐ ら

松倉の子
こ

どもたち

が東
ひがしたけざわ

竹沢小
しょうがっこう

学校に通
かよ

うために掘
ほ

ら

れました。東
ひがしたけざわ

竹沢小
しょうがっこう

学校が開
かいこう

校した

1977（昭
しょうわ

和52）年
ねん

の12月
がつ

に完
かんせい

成

しました。冬
ふゆ

の間
あいだ

だけの利
り よ う

用でしたが、なだれの危
き け ん

険がない隧
ずい

道
どう

を歩
ある

くこ

とができました。

羽黒トンネル（左）と羽黒隧道（右） 1991（H3）.12.29　片桐

雪中隧道　1979（S54）.5.6　片桐

七曲隧道を通り新聞配達をする女性　1980（S55）.5.4　片桐
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冬
ふ ゆ

の道
み ち

づくり
　雪

ゆき

で孤
こ り つ

立し、雪
ゆ き 　 し た

の下に埋
う 　 　 　

もれる半
はんとしかん

年間を生
い

きるために、屋
や ね

根の雪
ゆき

掘
ほ

りと

道
みち

づくりは村
むら

に残
のこ

る人
ひと

たちの最
さいだい

大の仕
し ご と

事でした。

　なかでも、道
みち

づくりは、1日
にち

が道
みち

づくりから始
はじ

まり、道
みち

づくりで終
お

わる

といわれるほどの仕
し ご と

事でした。雪
ゆき

の中
なか

の道
みち

は冬
ふゆ

道
みち

といって、長
ながねん

年の経
けいけん

験

により、尾
お や ま

山、田
た

んぼや畑
はたけ

を通
とお

り、なるべくなだれのおきやすい場
ば し ょ

所を

避
さ

けて作
つく

る最
さいたん

短距
き ょ り

離の道
みち

です。また、家
いえ

と家
いえ

、村
むら

と村
むら

、そして学
がっこう

校や公
こうきょう

共

施
し せ つ

設まで移
い ど う

動ができる冬
ふゆ

道
みち

を作
つく

ることを、道
みち

つけ、道
みち

踏
ふ 　

みといいます。

冬の暮らし コスキで雪
ゆき

を払
はら

って、かんじきで

雪
ゆき

を踏
ふ

み固
かた

めてはじめて雪
ゆき

の中
なか

の

生
せいかつ

活が可
か の う

能になるのでした。

　村
そんない

内では、家
いえ

の道
みち

付
つ

け範
は ん い

囲は昔
むかし

か

ら決
き

まっていて、隣
り ん か

家が踏
ふ

んだ道
みち

と

つながってはじめて、家
いえ

同
ど う し

士の行
ゆ

き

来
き

ができるようになります。雪
ゆき

の

多
お お 　

い日
ひ

は1日
にち

に３回
かい

の道
みち

踏
ふ 　

みをしな

いと、道
みち

が埋
う

もれてしまいました。

朝
あさ

の道
みち

踏
ふ 　

みは小
しょうがっこう

学校３
　 　 　 ね ん

，４年くらい

の子
こ

どもの仕
し ご と

事でした。必
かなら　

ず５時
じ は ん

半ごろから道
みち

を踏
ふ

みはじめました。朝
あさ

の道
みち

はなるべく固
か た 　

く、そして、夕
ゆうがた

方はなるべく広
ひ ろ 　

く踏
ふ

んで作
つく

っていたそうです。

　村
むら

から小
しょうがっこう

学校までの通
つうがく

学路
ろ

は、駄
だ ち ん

賃を出
だ

して、村
そんない

内の人
ひと

に一
ひと

冬
ふゆ

、

道
み ち ふ 　 に ん ぷ

踏み人夫として頼
たの

み、朝
あさゆう

夕の道
みち

を付
つ 　

け、村
そんない

内で踏
ふ

んだ道
みち

とつなぎ、子
こ

ど

もの通
つうがく

学路
ろ

を用
よ う い

意しておきました。ただ、どうしてもなだれがおきやすい

場
ば し ょ

所を通
とお

らなければならないので、手
て ぼ 　

掘りトンネルを作
つく

ってなだれを避
さ

けてきました。よく知
し

られているのは、梶
か じ き

木小
しょうがっこう

学校に通
かよ

うために掘
ほ

られた

七
ななまがりずい

曲隧道
どう

と東
あずまずい

隧道
どう

（梶
かじがねずい

金隧道
どう

）でした。多
たしょう

少は危
き け ん

険を免
まぬが

れたでしょうが、そ

れでも、冬
ふゆ

の間
あいだ  

通
つうがく

学路
ろ

をつなぐ作
さぎょう

業は欠
か

かせない仕
し ご と

事でした。

道つけの様子　1982（S57）.3.7　片桐

屋根の雪堀り　1984（S59）.2.19　片桐

コスキ
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冬
ふ ゆ

の食
し ょ く り ょ う

料	（野
や さ い

菜の保
ほ ぞ ん

存）

　雪
ゆき

に埋
う 　 　 　

もれる半
はんとし

年の間
あいだ

、食
しょくりょう

料

が不
ふ そ く

足しないように、さまざま

な工
く ふ う

夫が重
かさ

ねられてきました。

まず冬
ふ ゆ じ た く

支度に秋
あき

野
や さ い

菜を保
ほ ぞ ん

存しま

す。野
や さ い

菜が凍
こお

らないように、ねぎ

や白
はくさい

菜、にんじん、大
だいこん

根などを、

彼
ひ が ん

岸ころに少
すこ

し干
ほ

して水
み ず け

気を取
と

ります。11月
がつ

ころ、家
いえ

の縁
えん

の下
した

にある穴
あなぐら

倉

をきれいに掃
そ う じ

除して、そこにこれらの野
や さ い

菜を貯
ちょぞう

蔵します。そこは囲
い ろ り

炉裏に

近
ちか

く、野
や さ い

菜は凍
こお

らないそうです。囲
い ろ り

炉裏の上
うえ

の余
よ ね つ

熱も有
ゆうこう

効に利
り よ う

用して、山
やまいも

芋

をつるしたり味
み そ

噌玉
だま

を干
ほ

したりします。外
そと

には大
だいこん

根立
た 　

てがあり、大
だいこん

根を入
いれ

れて貯
ちょぞう

蔵し鮮
せ ん ど

度を保
たも

ちます。越
えっとう

冬野
や さ い

菜が食
た

べ終
お

わる春
はるさき

先ころから山
さんさい

菜が出
で

るまでの1ヶ
か げ つ

月はもっとも野
や さ い

菜が不
ふ そ く

足する時
じ き

期です。大
だいこん

根立
た 　

ての大
だいこん

根、それ

まで干
ほ

しておいたゼンマイや、塩
し お づ 　

漬けのウドやワラビ、そして塩
し お づ 　

漬けのき

のこなどを出
だ

します。さらに残
のこ

った大
だいこん

根は、切
き

り干
ぼ

し大
だいこん

根にして夏
なつ

まで食
た

べ続
つづ

けます。

　

冬の暮らし

山
や ま

での生
せ い か つ

活
　「ヤマを歩

あ る 　

く」「ヤマをさわぐ」は今
いま

でもよく耳
みみ

にする山
やま

の言
こ と ば

葉です。

住
す

まいが集
しゅうちゅう

中していて生
せいかつ

活の場
ば

であるムラと区
く べ つ

別して、ヤマは生
せいさん

産の場
ば

です。ヤマは田
た

んぼや畑
はたけ

のことを指
さ

すだけでなく、草
く さ か 　

刈りと植
しょくぶつさいしゅう

物採集な

どが可
か の う

能な境
きょうかい

界のない場
ば し ょ

所も指
さ

しています。ヤマ歩
ある

きの場
ば あ い

合のヤマは

後
こうしゃ

者を指
さ

し、ヤマから食
しょくりょう

料や生
せいかつ

活に必
ひつよう

要な燃
ねんりょう

料を採
さいしゅう

集する場
ば し ょ

所を指
さ

して

います。ただし、このヤマの場
ば あ い

合は実
じっさい

際に歩
ある

いて、さわがないとそこから

収
しゅうかくぶつ

穫物を得
え 　

ることはできません。

　子
こ

どもは、物
ものごころ

心がついたころから、親
おや

に連
つ

れられて、ヤマを歩
ある

いたり、

登
のぼ

ったりして、遊
あそ

びからヤマ歩
ある

きを始
はじ

めます。小
しょうがくせい

学生になると同
ど う じ

時に、

家
か じ

事や山
やま

仕
し ご と

事を手
て

伝
つだ

わされます。子
こ も 　

守り、牛
うし

の草
く さ か 　

刈り、稲
いね

運
はこ

び、蚕
かいこ

の手
て

伝
つだ

い

ヤマとの暮らし

ヤマ仕事を手伝う男の子　1991（H3）.9.22　片桐 ヤマの池で泳ぐ子どもたち　1996（H8）.6.1　片桐

ゼンマイもみ　1987（S62）.5.10　片桐
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など、子
こ

どもの仕
し ご と

事は決
けっ

して軽
かる

いものではなかったのです。

　「どこそこの山
やま

に、セナコージと荷
に

縄
なわ

をもって、稲
いね

ぶいに来
こ 　

い」と親
おや

が残
のこ

したメモを見
み

て、山
やま

に出
で

かけます。親
おや

が子
こ

どもに「ワッパカ仕
し ご と

事」といっ

て、仕
し ご と

事の分
ぶんりょう

量を与
あた

え、それを終
お

えたら、遊
あそ

びに行
い

っていいという区
く ぎ 　

切り

を作
つく

ったのです。遊
あそ

び心
ごころ

いっぱいの子
こ

どもは仕
し ご と

事の手
て

伝
つだ

いの傍
かたわ　

らに、ヤマ

を歩
あ る 　

く楽
たの

しみを覚
おぼ

えるのです。ヤマでおやつ探
さが

しをするのはそのひとつ

です。雪
ゆき

が消
き

えるころのアサヅキ、カンポ（イタドリ）、スッカシ（スイバ）、

夏
なつ

ころのヤマイチゴ（桑
くわ

の実
み

）とスモモ、秋
あき

の栗
くり

拾
ひろ

い、ヤマは一
いちねんじゅう

年中子
こ

ども

におやつを与
あた

えてくれる場
ば

になったのです。

　崖
がけ

や傾
けいしゃ

斜のことをヒラといい、ヒラサワギは特
とくべつ

別に山
さんさい

菜採
と

りのことを

意
い み

味します。長
な が 　

い冬
ふゆ

が終
おわ

わるころは野
や さ い

菜も不
ふ そ く

足しがちになります。山
さんさい

菜は

一
い っ か

家にとって大
たいへん

変貴
きちょう

重な食
しょくりょう

料であり、また町
ま ち ば

場の人
ひとびと

々との付
つ

き合
あ

いに欠
か

かせない山
やま

の手
て み や げ

土産でした。「ヒラサワギをしたら、いわるね（疲
つか

れるね）」

というように、山
さんさい

菜採
と 　

り、なかでもゼンマイ採
と 　

りは、大
たいへん

変骨
ほね

が折
お

れる

重
じゅうろうどう

労働でした。

　山
さんさい

菜採
と 　

りの場
ば し ょ

所は親
おや

から受
う

け継
つ

ぐものではなく、ヤマをさわぐ回
かいすう

数を

重
かさ

ねていくうちに、自
し ぜ ん

然に覚
おぼ

えるものです。ウドのでる場
ば し ょ

所、ゼンマイの

でる場
ば し ょ

所、傾
けいしゃ

斜なのか、地
ち け い

形はどうなっているのか、怖
こわ

い場
ば し ょ

所なのか、と

いった情
じょうほう

報をヤマをさわぐなかで知
ち し き

識や採
さいしゅう

集技
ぎじゅつ

術を覚
おぼ

えていくのです。

新
に い が た け ん

潟県中
ち ゅ う え つ

越大
だ い

震
し ん さ い

災
　2004（平

へいせい

成16）年
ねん

10月
がつ

23日
にち

午
ご ご

後5時
じ

56分
ぷん

ころ、新
に い が た け ん

潟県中
ちゅうえつ

越地
ち ほ う

方を

震
しんげん

源とするマグニチュード6.8の地
じ し ん

震が発
はっせい

生しました。震
し ん げ ん ち

源地は川
かわぐちまち

口町

（現
げんざい

在の長
な が お か し

岡市川
かわぐち

口地
ち い き

域）で、最
さいだい

大震
し ん ど

度の7を観
かんそく

測し、山
や ま こ し む ら

古志村では震
し ん ど

度

6強
きょう

を観
かんそく

測しました。

　山
や ま こ し む ら

古志村では各
か く ち

地で大
おお

きな地
じ

すべりが発
はっせい

生し、ライフラインが途
と

絶
だ

え、全
すべ

ての集
しゅうらく

落が孤
こ り つ

立しました。外
そと

から助
たす

けを呼
よ 　

ぶこともできず、余
よ し ん

震

が続
つづ

く中
なか

、集
しゅうらく

落の人
ひ と 　 　

たちは安
あ ん ぴ

否確
かくにん

認をし、家
いえ

の下
し た じ 　

敷きになった人
ひと

や

高
こうれいしゃ

齢者を助
たす

け出
だ

したりしました。そして、路
ろじょう

上などで身
み

を寄
よ

せながら

一
い ち や

夜を明
あ

かしました。

中越大震災の発生から帰村まで

地すべりによりせきとめられた芋川　2004（H16）.10.29 避難所の様子　2004（H16）.12.13
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　地
じ し ん

震発
はっせい

生2日
か ご

後の25日
にち

には、避
ひ な ん

難勧
かんこく

告が避
ひ な ん

難指
し じ

示に切
き

り替
か

えられ、

2005（平
へいせい

成17）年
ねん

4月
がつ

に合
がっぺい

併することが決
き

まっていた長
な が お か し

岡市へ全
ぜんそん

村

避
ひ な ん

難をしました。着
き

の身
み

着
き

のままヘリコプターに乗
の

りこんだ住
じゅうみん

民は、

山
や ま こ し

古志の惨
さんじょう

状を目
め

に焼
や

きつけながら避
ひ な ん

難しました。それは、祖
そ せ ん

先の時
じ だ い

代から

守
まも

り慈
いつく

しんできた田
た

んぼや畑
はたけ

、山
や ま こ し

古志の美
うつ

しい風
ふうけい

景が崩
ほうかい

壊した姿
すがた

でした。

　住
じゅうみん

民は長
ながおか

岡市
し な い

内の高
こうこう

校の体
たいいくかん

育館など8つの避
ひ な ん じ ょ

難所に集
しゅうらく

落ごとに身
み

を

寄
よ 　

せ、その後
ご

も仮
か せ つ

設住
じゅうたく

宅などで生
せいかつ

活をしました。避
ひ な ん

難生
せいかつ

活の中
なか

でも、故
ふるさと

郷

の山
や ま こ し

古志に帰
かえ

りたい、美
うつく

しい山
や ま こ し

古志を取
と

り戻
もど

したいという思
おも

いをあきら

めませんでした。そのような中
なか

で、全
ぜんこく

国からの温
あたた

かい励
はげ

ましや激
げきれい

励は復
ふっこう

興

に向
む

けて大
おお

きな力
ちから

になりました。

　驚
きょういてき

異的な速
はや

さで復
ふっきゅう

旧が進
すす

み、震
しんさい

災の翌
よくねん

年である2005（平
へいせい

成17）年
ねん

7

月
がつ

には8集
しゅうらく

落の避
ひ な ん

難指
し じ

示が解
かいじょ

除となり、徐
じょじょ

々に帰
き

村
そん

が進
すす

みました。そして

2007（平
へいせい

成19）年
ねん

4月
がつ

には、全
すべ

ての集
しゅうらく

落で避
ひ な ん

難指
し じ

示が解
かいじょ

除されました。

これにより同
どうねん

年12月
がつ

に全
すべ

ての住
じゅうみん

民が仮
か せ つ

設住
じゅうたく

宅から退
たいきょ

去し、長
なが

い避
ひ な ん

難生
せいかつ

活

は幕
まく

を閉
と

じました。

　山
や ま こ し

古志地
ち い き

域の帰
き

村
そんりつ

率は63パーセント（2009（平
へいせい

成21）年
ねん

4月
がつ

1日
たち

現
げんざい

在）

と地
じ し ん ま え

震前に比
く ら 　

べ人
じんこう

口は減
げんしょう

少しました。しかし、新
あたら

しい故
ふるさと

郷を作
つく

り、生
う

まれ

変
か

わった山
や ま こ し

古志の姿
すがた

は全
ぜんこく

国に発
はっしん

信され、現
げんざい

在では中
ちゅうさんかん

山間地
ち い き

域における

復
ふっこう

興のモデルケースとして注
ちゅうもく

目されています。

一時帰村　2004（H16）.12.13 山古志災害ボランティア活動　2005（H17）.9.16

地震の被害にあった錦鯉　2004（H16）.12.13 2004（H16）.10.23　17時56分で止まった時計

ドラム缶でつくった希望の鐘で年越し　2006（H18）.12.31 仮設住宅でひなたぼっこ　2006（H18）.4.12
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 協
きょう

　　　力
りょく

 山
やま

古
こ

志
し

地
ちいきじゅうみん

域住民のみなさん

 写
しゃしんきょうりょく

真協力 （敬
けいしょうりゃく

称略） 片
かた

桐
ぎり

恒
つね

平
へい

 製
せい

作
さく

・編
へんしゅう

集・発
はっ

行
こう

 長
なが

岡
おか

市
し

山
やま

古
こ

志
し

地
ち

域
いき

ふるさと創
そう

生
せい

基
き

金
きん

事
じぎょう

業実
じっ

行
こう

委
い

員
いん

会
かい

 問
と

い合
あ

わせ 長
なが

岡
おか

市
し

山
やま

古
こ

志
し

支
し

所
しょ

地
ち

域
いき

振
しん

興
こう

課
か

　地
ち

域
いき

振
しん

興
こう

・防
ぼうさいかかり

災係

  長
なが

岡
おか

市
し

山
やま

古
こ

志
し

竹
たけ

沢
ざわ

乙
おつ

461番
ばん

地
ち

  TEL 0258-59-2330
  FAX  0258-59-2331
  E-mail ymks-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

 発
はっ

　行
こう

　日
び

 2011（平
へい

成
せい

23）年
ねん

3月
がつ

3日
か

 印
いん

刷
さつ

・製
せい

本
ほん

 株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

エイブルプロモーション

錦鯉のセリ　1993（H5）.10.31　片桐

かやぶきの家並み　1981（S56）.4.5　片桐

「つなごう山
や ま こ し

古志の心
こころ

」に込
こ

められた願
ね が

い

将
しょうらい

来の山
や ま こ し

古志の姿
すがた

。

そこには私
わたし

たちの共
きょうつう

通する想
おも

い・心
こころ

があります。

「山
や ま こ し

古志の心
こころ

」そして、「美
うつく

しい自
し ぜ ん

然・景
けいかん

観」をいつまでも守
まも

り抜
ぬ

き、

未
み ら い

来を担
にな

う子
こ

ども達
たち

に受
う

け継
つ

いでいくこと。

このことが私
わたし

たちにとって一
いちばん

番大
たいせつ

切であり、そして重
じゅうよう

要な願
ねが

いです。



長岡市山古志地域ふるさと創生基金事業実行委員会


