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◆特集◆秋葉まつり

山里に受け継がれる伝統と心山里に受け継がれる伝統と心山里に受け継がれる伝統と心

２
月
11
日
　
土
佐
の
三
大
祭
り
に
も

数
え
ら
れ
る
伝
統
の
「
秋
葉
神
社
大

祭
」が
別
枝
で
行
わ
れ
、
あ
い
に
く
の

悪
天
候
に
も
関
わ
ら
ず
、
県
内
外
か

ら
一
万
人
を
超
え
る
参
拝
者
や
観
光

客
が
訪
れ
ま
し
た
。

　
年
明
け
早
々
か
ら
本
格
的
な
な
ら

し
（
練
習
）
を
始
め
、
こ
の
日
の
た
め

に
地
元
の
方
が
様
々
な
準
備
を
し
て

き
ま
し
た
。朝
九
時
、
練
り
の
行
列
が

岩
屋
神
社
に
集
合
し
た
時
に
は
「
何

十
年
も
秋
葉
ま
つ
り
に
携
わ
っ
て
き

た
け
ど
こ
ん
な
天
気
は
初
め
て
」
と

嘆
く
声
も
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
ま
し

た
が
、
練
り
が
始
ま
る
と
全
員
が
凛

と
引
き
締
ま
っ
た
表
情
へ
と
一
変
し

ま
し
た
。

　
霧
が
た
ち
こ
め
る
山
道
を
、
ま
つ

り
の
総
指
揮
役
で
あ
る
鼻
高
を
先
頭

に
、
み
こ
し
を
中
心
と
す
る
神
幸
行

列
、
踊
り
の
奉
納
組
（
今
年
は
沢
渡
、

霧
之
窪
、
本
村
の
順
）が
続
き
、
総
勢

二
百
人
の
練
り
行
列
が
、
市
川
家
、
法

泉
寺
、
中
越
家
の
順
路
で
秋
葉
神
社

へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

　
雨
足
が
強
ま
っ
た
午
後
、
秋
葉
神

社
に
到
着
。
左
右
に
大
き
く
揺
す
ら

れ
「
キ
ョ
ウ
サ
ー
キ
ョ
ウ
サ
ー
」
の
掛

け
声
と
と
も
に
勇
壮
に
練
り
進
む

「
荒
神
輿
」
に
歓
声
が
わ
き
ま
し
た
。

ま
た
雨
に
濡
れ
て
衣
装
や
鳥
毛
も
重

さ
を
増
す
中
、
気
合
い
の
こ
も
っ
た

秋
葉
秋
葉
ま
つ
り

ま
つ
り

秋
葉
ま
つ
り

「
鳥
毛
ひ
ね
り
」や
、
子
ど
も
た
ち

が
奉
納
し
た
「
太
刀
踊
り
」
に
惜

し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し

た
。
　
町
内
か
ら
初
め
て
訪
れ
た
と

い
う
男
性
は
「
本
当
に
良
か
っ

た
。自
分
の
地
元
の
良
い
と
こ
ろ

を
も
っ
と
知
ら
ん
と
。来
年
も
き

っ
と
来
ま
す
」
と
強
い
感
銘
を
受

け
た
様
子
で
し
た
。

　「
秋
葉
ま
つ
り
」は
、
伝
統
を
守

る
地
元
住
民
と
、
郷
土
を
愛
す
る

旧
仁
淀
村
出
身
者
の
心
を
結
ん

で
い
ま
す
。そ
し
て
今
年
で
町
村

合
併
五
周
年
を
迎
え
る
「
仁
淀
川

町
」
の
象
徴
と
し
て
町
民
の
輪
を

広
げ
、
今
後
も
守
り
受
け
継
が
れ

て
い
き
ま
す
。

雨天でも行列ができるほど盛況だった
特産品販売所（写真は「えんこ巌」売店）



《3》 広報によど川 3月号

◆特集◆秋葉まつり

山里に受け継がれる伝統と心
秋
葉
ま
つ
り

鼻高に続く練り行列熱気みなぎる荒神輿

太 刀 踊り

子どもにも人気の油売り鳥毛ひねり

鳥 毛 役

神 　 楽




