
●ふるさとの味をお届けします●

安田町役場企画室
お問い合わせは

〒781-6421  高知県安芸郡安田町大字安田1850
TEL.0887-38-6713　FAX.0887-38-6780
E-mail yasuda@wide.net-kochi.gr.jp

安田町役場中山支所／〒781-6430  高知県安芸郡安田町大字正弘716-2
TEL.0887-39-2008　FAX.0887-32-4008

※詳しいお問い合わせ、ご注文は
下記までお電話またはFAXでどうぞ。

JA土佐あき中山支所／〒781-6430  高知県安芸郡安田町正弘694-2

編・集・後・記
安田町ふる里だよりで編集をしよったけんど、“自然のまん

ま”“田舎のまんま”でこのタイトルになったきね。

田舎もがんばりゆうき、えいことを思いついたら連絡してや。

安 田 町

ふるさと便では、安田町の郷土産品を全国発送いたしております。

安田のふるさとセット

※送料・消費税込4,600円
■内容／とろろん一番（冷凍パック）3
袋、椎茸200g、ゆず3個、むかご200g

最高級特選山芋

自然薯1.0kg（2本）

ふるさとセットA

※送料別・消費税込5,500円

※送料・消費税込3,500円
■内容／とろろん一番（冷凍パッ
ク）3袋、ゆず2個、むかご100g

自然薯2.0kg（3～5本）

※送料別・消費税込2,750円

とろろん一番

ふるさとセットB

※消費税込700円
■内容／山芋のすりおろし（冷凍パック）1袋

2000.03-3000



な
つ
か
し
い
風
景
が
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
の
自
然
が
あ
っ

て
、
あ
っ
た
か
い
人
が
迎
え
て
く
れ
る
。気
負
い
の
な
い

力
強
さ
や
、や
さ
し
さ
が
、こ
の
町
に
は
あ
り
ま
す
。

黒
岩
寿
恵
治
さ
ん
（
９２
歳
）
●
安
田
町
正
弘

秘
密
は
ゆ
ず
の
ど
ろ
め
に
あ
る

今
昔
写
真
館

白
川
重
信
（
７２
歳
）
●
安
田
町
小
川

山
で
鍛
え
た
暮
ら
し
の
手
業

安
田
町
な
つ
か
し
マ
ッ
プ

北
村
晴
一
さ
ん
（
９２
歳
）
●
安
田
町
正
弘

人
も
自
然
も
元
気
い
っ
ぱ
い

ふ
る
さ
と
の
思
ひ

生
き
ち
ゅ
う
間
は

現
役
よ

旧／田の尻吊橋



生
き
ち
ゅ
う
間
は
現
役
よ

７０
歳
で
山
芋
作
っ
て
村
お
こ
し

　

人
は
い
っ
た
い
、
何
歳
ま
で
新
し
い
こ
と
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
の
か
。そ
れ
も
趣
味
や
習

い
事
で
は
な
く
、仕
事
と
し
て
。

　

黒
岩
寿
恵
治
さ
ん
が
村
の
特
産
品
開
発
に

山
芋
栽
培
に
着
手
し
た
の
は
、
実
に
７０
歳
の

時
の
こ
と
だ
。

「
生
き
ち
ゅ
う
間
は
現
役
の
つ
も
り
や
き
、
年

の
こ
と
は
気
に
な
ら
な
ん
だ
ね
。稲
の
収
穫
を

終
え
て
３
月
ま
で
の
農
閑
期
に
、山
で
自
然
薯

５０
キ
ロ
を
採
取
し
て
そ
れ
を
種
芋
に
山
芋
の

栽
培
を
始
め
た
が
よ
。」

　

安
田
町
生
ま
れ
、安
田
町
育
ち
。戦
時
中
の
兵

役
を
除
い
て
、安
田
町
か
ら
出
た
こ
と
は
な
い
。

　

７０
年
の
町
で
の
暮
ら
し
か
ら
、そ
の
土
地
に

ふ
さ
わ
し
い
産
物
と
し
て
山
芋
を
選
ん
だ
。

「
小
学
校
の
時
分
か
ら
山
で
自
然
薯
を
採
っ
て

き
て
食
べ
て
い
た
の
で
、
な
じ
み
が
あ
っ
た
ん

や
ろ
う
ね
。何
か
村
を
代
表
す
る
産
品
を
作
っ

て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
と
き
、
自
然
と
頭
に
浮

か
ん
だ
の
が
山
芋
や
っ
た
。」

　

始
め
て
２
年
目
、
小
学
校
の
理
科
の
教
材

と
し
て
山
芋
栽
培
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。黒

岩
さ
ん
は
種
芋
を
提
供
。も
ち
ろ
ん
、
栽
培
方

法
の
指
導
も
行
っ
た
。先
生
、
生
徒
と
と
も
に
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
も
協
力
し
て
、栽
培
実
習
に
乗
り
出
し

た
の
だ
。

「
こ
の
時
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
参
加
し
た
人
ら
ー
が
、
今
は

生
産
者
と
し
て
が
ん
ば
り
ゆ
う
ね
ー
。２０
年

い
う
て
も
あ
っ
と
い
う
間
や
っ
た
け
ん
ど
、
こ

う
し
て
み
る
と
長
い
間
や
っ
て
き
た
と
思
う
。

山
芋
も
村
の
産
品
と
し
て
定
着
し
た
し
、
小

学
校
で
開
か
れ
る
山
芋
祭
も
ず
い
ぶ
ん
盛
大

に
な
っ
た
も
ん
や
。」

　

山
芋
が
村
の
名
産
品
と
し
て
成
長
し
た
現

在
、黒
岩
さ
ん
は
生
産
者
と
し
て
は
第
一
線
か
ら

引
退
。今
は
自
家
用
の
栽
培
を
し
て
い
る
だ
け

だ
と
い
う
。そ
れ
で
も
、山
芋
だ
け
で
百
本
！！

　

ほ
か
に
も
大
根
や
菜
っ
葉
類
な
ど
も
栽
培

し
て
い
る
。こ
こ
２０
年
、
と
ん
と
病
気
を
し
た

こ
と
も
な
い
。

「
夏
は
安
田
川
で
鮎
を
釣
っ
た
り
鰻
を
採
っ
た

り
。わ
し
は
鮎
釣
り
は
あ
ん
ま
り
う
も
う
な
い

け
ん
ど
、
鰻
採
り
の
名
人
ぜ
よ
。冬
は
山
芋
作

り
に
忙
し
い
。く
る
く
る
体
を
動
か
し
よ
り
ゃ

あ
、歳
を
と
る
暇
は
な
い
で
ね
。ま
あ
、安
田
町

の
川
と
山
に
遊
ん
で
も
ら
い
よ
る
よ
う
な
も

ん
よ
。」

　

安
田
川
の
話
を
す
る
と
、そ
れ
は
う
れ
し
そ

う
に
目
を
細
め
る
黒
岩
さ
ん
。早
く
も
こ
の
夏

の
鰻
漁
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
よ
う
だ
。

黒
岩
寿
恵
治
さ
ん
（
９２
歳
）
●
安
田
町
正
弘



ハ
ン
ボ
も
作
れ
ば
、
ほ
う
き
も
作
る

山
で
鍛
え
た
暮
ら
し
の
手
業

北
村
晴
一
さ
ん
（
９２
歳
）
●
安
田
町
正
弘

器
量
は
悪
い
が
味
は
え
い

秘
密
は
ゆ
ず
の
ど
ろ
め
に
あ
る

白
川
重
信
さ
ん
（
７２
歳
）
●
安
田
町
小
川

　

分
厚
く
て
大
き
な
手
が
、
ゆ
っ
く
り
と
、
し

か
し
器
用
に
杉
の
木
片
を
竹
の
枠
の
な
か
に

並
べ
て
い
く
。
手
の
持
ち
主
は
、
北
村
晴
一
さ

ん
。
作
っ
て
い
る
の
は
ハ
ン
ボ
（
飯
台
）
だ
。
作

り
か
け
の
漬
物
だ
る
も
あ
る
。
作
業
場
の
壁

に
は
カ
ン
ナ
や
ノ
ミ
な
ど
の
年
期
の
入
っ
た

道
具
が
並
ぶ
。
き
ち
ん
と
手
入
れ
が
さ
れ
た
、

現
役
の
道
具
た
ち
だ
。

「
２０
歳
か
ら
５０
歳
ま
で
森
林
伐
採
の
仕
事
に

つ
い
と
っ
た
が
よ
。
も
の
作
り
は
そ
の
と
き
に

覚
え
た
で
ね
。
誰
っ
ち
ゃ
ー
教
え
て
く
れ
は
せ

ん
。
見
覚
え
の
自
己
流
よ
。
」

　

北
村
さ
ん
が
作
る
の
は
ハ
ン
ボ
だ
け
で
は

な
い
。
ほ
う
き
、
干
柿
、
畑
で
は
玉
ね
ぎ
や
エ

ン
ド
ウ
、
山
芋
も
。
こ
れ
ら
の
材
料
は
、
自
分

で
山
か
ら
と
っ
て
く
る
こ
と
も
多
い
。
山
の
恵

み
を
活
か
し
使
う
こ
と
の
で
き
る
技
術
と
知

恵
を
、
北
村
さ
ん
は
身
に
つ
け
て
い
る
。

「
手
先
を
使
う
て
、
こ
ち
ょ
こ
ち
ょ
と
何
か
を

作
る
の
は
楽
し
い
で
ね
。
ま
あ
、
わ
し
の
唯
一

の
趣
味
の
よ
う
な
も
の
や
。
」

　

仕
事
を
終
え
る
と
、
畑
か
ら
野
菜
を
と
っ

て
料
理
す
る
。
時
々
は
、
お
酒
も
召
す
。
豊
か

さ
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
何
か
が
、
北

村
さ
ん
の
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る
。

　

「
実
生
（
種
か
ら
育
て
た
木
）
の
ゆ
ず
は
、
味

が
違
う
、香
が
違
う
。
日
持
ち
も
え
い
。
そ
り
ゃ

あ
、
ゆ
ず
の
ど
ろ
め
を
見
り
ゃ
一
目
瞭
然
よ
。
え

ー
、
ゆ
ず
の
ど
ろ
め
も
知
ら
ん
が
か
え
。
」

　

熱
く
熱
く
、
実
生
の
ゆ
ず
の
魅
力
を
語
る
白

川
重
信
さ
ん
。
自
ら
隠
居
生
活
と
言
い
な
が

ら
、一
千
本
以
上
の
ゆ
ず
を
栽
培
し
て
い
る
。
ち

な
み
に
「
ゆ
ず
の
ど
ろ
め
」
と
は
、
ゆ
の
酢
の
上

の
部
分
に
溜
ま
る
白
く
濁
っ
た
泡
の
よ
う
な
と

こ
ろ
。
こ
の
ゆ
ず
の
ど
ろ
め
が
多
け
れ
ば
多
い

ほ
ど
香
り
高
い
ゆ
の
酢
で
あ
り
、
実
生
の
ゆ
ず

で
つ
く
っ
た
も
の
ほ
ど
ど
ろ
め
が
多
い
と
い
う
。

「
収
穫
時
期
の
１１
月
と
も
な
れ
ば
、
家
族
総
出

で
丸
１
ヵ
月
は
作
業
に
追
わ
れ
る
。
そ
れ
以
外

に
も
せ
ん
定
、
間
引
き
、
施
肥
と
忙
し
い
こ
と

は
忙
し
い
。
け
ん
ど
、
め
り
は
り
の
あ
る
忙
し

さ
で
、
気
分
的
に
は
の
ん
び
り
の
ん
き
に
や
り

ゆ
う
で
ね
。
そ
れ
に
ゆ
ず
は
手
を
か
け
ち
ゃ
れ

ば
か
け
ち
ゃ
る
程
え
い
も
ん
が
で
き
る
。
え
い

ゆ
ず
が
で
き
り
ゃ
、
ま
っ
こ
と
う
れ
し
い
も
ん

ぜ
よ
。
も
の
を
つ
く
る
楽
し
み
と
は
こ
の
こ
と

ぜ
。
」

　

白
川
さ
ん
の
本
当
の
隠
居
生
活
は
、
ま
だ
ま

だ
先
の
こ
と
の
よ
う
だ
。



山芋の加工

女性部の加工品作り

味工房じねんでは、山芋や鮎といった安田町

の豊かな食材や農林産物を加工した郷土産品

を販売しています。施設には販売所の他にも

食品加工室や体験コーナーなどがあり、体験

コーナーでは軽食を楽しむこともできます。建

物は周囲の自然景観と調和するように配慮さ

れた木造平屋建です。

味工房じねん

安田町
活性化センター

クボタ
農機

至 安芸市▲ 至 田野町▲

ふるさと市での販売風景

JA女性部のみなさん

中山
ふるさと市

「
今
日
は
何
を
買
う
て
っ
て
く
れ
る

ー
？
」

「
久
し
ぶ
り
や
ね
ー
。
」

「
ち
ょ
っ
と
、
こ
れ
食
べ
て
み
。
試
作
品
や

き
、
大
根
の
天
ぷ
ら
。
」

　

お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
の
元
気
な
声
が
、
海

沿
い
の
小
さ
な
広
場
に
響
き
わ
た
る
。
中

山
ふ
る
さ
と
市
。
毎
月
第
２
第
４
の
日
曜

日
、
中
山
地
区
で
採
れ
た
野
菜
や
お
ば
ち

ゃ
ん
た
ち
手
作
り
の
惣
菜
が
、
こ
の
小
さ

な
市
に
並
ぶ
。
片
隅
で
は
、
天
ぷ
ら
を
揚

げ
て
い
る
。
ジ
ュ
ー
ジ
ュ
ー
と
油
の
は
ね

る
威
勢
の
い
い
音
と
香
ば
し
い
か
お
り
。

　

準
備
は
夜
中
の
１
時
か
ら
。
田
舎
寿

司
や
ち
ら
し
寿
司
を
作
り
、
天
ぷ
ら
の
材

料
を
仕
込
む
。
ピ
ー
マ
ン
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ

ー
、
み
か
ん
…
、
収
穫
し
た
野
菜
を
運
び

い
れ
る
。
ま
さ
に
、
採
れ
た
ち
、
作
り
た

ち
の
山
の
幸
が
並
ぶ
の
だ
。
当
然
、
常
連

さ
ん
も
多
い
。
遠
く
、
南
国
市
か
ら
買
い

求
め
に
来
る
人
達
も
い
る
。
海
か
ら
の
風

が
き
つ
い
、
肌
寒
い
午
前
中
に
も
関
わ
ら

ず
、
お
客
さ
ん
の
姿
が
途
切
れ
る
こ
と
は

な
い
。

「
や
っ
ぱ
り
、
お
客
さ
ん
か
ら
「
お
い
し

い
ね
ぇ
」
っ
て
言
っ
て
も
ら
え
た
と
き
が

最
高
や
ね
。
自
分
た
ち
が
手
塩
に
か
け
て

作
っ
た
野
菜
や
料
理
や
き
、
そ
の
言
葉
が

聞
け
る
こ
の
市
は
、
今
で
は
あ
て
ら
の
生

き
が
い
や
。
」

「お客さんとの出会いが、そりゃあ楽しいが

よ。おかげで生活に張り合いがでちゅう。パァ

ーと化粧もすりゃあ服もちょっといいものを着

て。まっこと、市をやるのは楽しいで」「市に出

れるのも、お父ちゃんの理解あってこそ。なん

のかんの言うても、野菜の搬入らぁ、手伝うて

くれる。ありがたいこっちゃね。」

鉄
道
も
走
る
し

道
路
も
よ
う
な
り
ゆ
う
。

■
土
佐
く
ろ
し
お
鉄
道
（
後
免

〜
奈
半
利
間
）
は
平
成
１４
年
の

開
通
を
間
近
に
ひ
か
え
、
現
在
急

ピ
ッ
チ
で
工
事
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
安
田
町
に
は
「
安
田
」

と
「
唐
浜
」
の
２
駅
が
設
置
さ
れ

ま
す
。

■
阿
南
安
芸
自
動
車
道
（
阿
南

〜
安
芸
間
）
の
道
路
整
備
も
順

調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
安
田
〜
安

芸
間
も
調
査
区
画
に
指
定
さ
れ

実
現
に
向
け
て
の
ル
ー
ト
整
備

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
東
部
自
動
車
道
も
平
成
１４
年

の
「
よ
さ
こ
い
高
知
国
体
」
開
催

に
向
け
て
整
備
が
始
ま
っ
て
い

ま
す
。

道
路
整
備
も
着
々
と

阿
佐
線
開
通
へ

後
免

後
免
町 野

市 吉
川

岸
本

松
原

赤
野
穴
内

球
場
前

伊
尾
木

田
野立

田
赤
岡

夜
須

和
食

安
芸 下

山

奈
半
利

土佐くろしお鉄道阿佐線ルートマップ
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態野神社秋祭り

祭のみこしは、やっぱり
人にかついでもらいたいがよ。

おおいに飲んで食べて楽しむ

川上神社奉納踊り「小川の獅子舞」

山芋祭りで賑わう人々

神祭に集まる子どもたち

かつぎ手のいないみこし

町内を巡るみこし

祭りばやしや出店、祭りを見物する人た

ちでにぎわっていましたが、主幹産業で

ある農林業の衰退とともに、態野神社の

秋祭りも年々、寂しいものになってしまい

ました。そこで、昔のように賑やかな秋祭

りを復活させようと、安田町では20年ほど

前から子供たちを中心とした秋祭りを行

っています。地元の伝統文化を後世の子

供たちに伝えるためにも、町の人 と々とも

に秋祭りに参加してみませんか。

山芋祭りは安田町を「山芋のようにたく

ましく、粘り強い地域にしたい」という

願いから、地域全体で協力しながら、毎

年行われています。安田町の地場産品

でもある、自然そのままの新鮮な山芋

料理がふるまわれるとあって、町の人

たちだけでなく、近郊の地域から訪れ

る人も増えており、年々大きなイベント

になっています。
山芋料理

山芋祭り

後継者のいない田畑
どの地域にとっても町全体の高齢化は大きな問

題です。安田町も例外ではなく、町の人たちの高

齢化や人口の減少によって、田畑は耕されないま

ま荒れてしまい、その数も年々増えています。ま

た、農作業の負担を軽くし、効率を上げるための

大型機械も、農道などの整備の遅れから、入るこ

とのできない田畑もあります。安田町ではこれら

の問題に町全体で取り組んでいます。

町外との交流イベントで
あってほしいちや。



清流キャンプ場周辺

赤鉄橋

旧／神峯神社奉納相撲

旧／神峯神社秋祭り

旧／映画館

旧／中山小学校

旧／赤鉄橋 旧／授業風景

旧／農林業（かつての主幹産業） ゆず畑（現在の主幹産業）



味工房じねん　
（旧中山小中学校跡）

島石
ピクニック広場

安田川鮎踊る
清流キャンプ場

旧森林鉄道

木造菩薩型立像

みみなし漁（ゴリ獲り）

キャビン（宿泊施設）

清流キャンプ場

木造薬如来座像

態野神社

星神社
オガタマの木

ハケの谷

ふるさと小川
地場産品販売所

小川小学校跡

川上神社

ほたるの里
河川公園

二十三士副主領
清岡治之助碑

中山郷庄屋跡

県指定保護文化財
神峯神社

空と海の
展望公園

四国八十八ヶ所27番札所
神峯寺

大くすの木
（天然記念物）

旧へんろ道

味は格好じゃないぞね。

作る人の愛情よ、愛情ね。

まあ、いっぺん食べてみいや。

銭の雨が降る
文久2年のある秋の夜、中山郷の豪農・西

岡幸右衛門が夜なべに草履づくりに励も

うと思い、軒下へ藁を取りにいくと藁の上

に一文銭がのっていた。なおも仕事を続

けていると今度は一朱銀が降ってきた。

たちまち村中の評判になり、なにしろめで

たいというので村のほうぼうから、酒や肴

をたずさえて祝にやってきた。宴会の席

でも銭が降ってきたと言われ、4～5日の

間降り続き「はよう、使わんと木の葉にな

る」といってその銭を全部使ってしまっ

た。そして銭を盛ってあった盆が残り、今

でも西岡家に伝えられている。この話は作

り話でなく実際に降るのを見た幸右衛門

の妻、かねから聞いたものである。

蛇姫様伝説
昔、高知の城下、万々屋という豪商の娘で

美しい姉妹がおった。毎日、川淵に通い、

水浴びの大好きな姉妹だったそうな。あ

まりの通いの多さに両親も水浴びを禁じ

る。が、次第にふたりの体が蛇のような体

つきになってきたことに、さすがの両親も

戸惑い、家を出す。すると姉は讃岐の満濃

ヶ池へ、妹は安田の逆瀬釜へと飛び込ん

だという。妹が逆瀬釜へ行く前に「自分の

寝姿を見てはいけない」と宿屋・吉田屋の

主人に伝えるが、その約束を破ってしま

う。女が去ってから吉田屋には不運なこと

ばかりが続き、ついには潰れたという。里

人は蛇神のたたりだと噂した。

逆瀬釜

へんろ坂

見よが石

川上神社奉納踊り「小川獅子舞」

柚子と山芋

国指定重要文化財
北寺仏像群（9体）

安田町は鰹や鯖といった海の

幸、鮎を代表とする川の幸、

無農薬の柚子やイチゴ、山芋

などの山の幸、清流を生命と

する地酒づくりや醤油づくり

が盛んです。

昔、山伏姿の5人が旅に疲れ、ある部落へた

どりつく。しかしその奇妙なみなりと怪しい

雰囲気に、宿を貸すものは誰一人いない。あ

きらめかけて最後に訪ねた老夫婦の家で、

庭先を貸してもらうことになる。山伏は翌朝、

礼をのべ老夫婦にこう言った。「この部落は

不吉じゃ、今に山神様がお怒りになる。がし

かし、あなたたちを助けるから山の上の大石

に登って見ているがよい」といって後にした。半信半疑でその石の上に登って村を見

渡していると、ものすごい音とともに対岸の谷が崩れて村全体が埋もれてしまった。

このことからふたりが上がっていた大石は「見よが石」と言われるようになった。


