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表　紙　写　真

撮影：千々輪岳史

（2014.7.16）

野原吊り橋からのぞむ

道志渓谷。青々とした

淵には河童が住んでい

るような気がします。

一緒にもぐってみませ

んか？

「道志手帖」とは？

略して「ドウシテ」。「どうしってどんなところ？」という関心から生ま

れた、道志村地域おこし協力隊による冊子です。村の外からきた隊員が、

村で生活していて気になったこと、おもしろいなとおもったこと、発見

や驚きを、年 4 回報告していきます。隊員の活動報告もおこないます。

  What's
 "Doshi-techo"?

ブログで日々の活動を報告しています。ぜひご覧ください。　doshi-okoshi.com

facebook もやっています！　facebook.com/doshi.okoshi

［特集］　水　…6

撮影：大野航輔（2014.7.19）

お祭りで特に目を惹くのは、男衆の出で立ち。なんでこうも法被が似合う

のか。法被や浴衣を来た男衆が勢揃いした川原畑の熊野八幡神社（24 頁）。

神社へ奉納する神楽舞が始まった。お堂では神主さんが祝詞をあげている。

時代は変わっても、舞いやお囃子、衣装、様式は連綿と受け継がれている。

祭りの準備、運営に参加させて頂き、今年が 2 回目。

ここに人々が集まり、祭りが開催されるまで、多くの人達が時間、手間、

情熱を持ち寄っていることが、次第にわかってきた。

川原畑の夏祭りgallery

［道志村地域おこし協力隊］

香西恵
千々輪岳史

中嶌拓哉

井口陽介
大野航輔
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川村

板橋

白井平

長又

至山中湖

至相模原「笹久根絵地図」
p16-17

「水に会う」
「道志村の珈琲ブレイク…」

雄滝雌滝
p10-11,20

「川原畑の夏祭り」
熊野八幡神社

p24

「水に会う」
試し切り岩
p10-11

「水に会う」
みなもと体験館
p10-11

「蜂塚を知っていますか？」
蜂塚
p12-13

「川あそびの記憶」
「蜂塚を知っていますか？」

日野出屋旅館
p6-7,12-13

「食べたい知りたい道志の味
さんくちめ　酒まんじゅう」

佐藤製パン
p18-19

「しょうゆづくり文化を
もう一度…」

麹をつくった穴蔵
p14-15

今号の取材先

道志村へのアクセス

富士急行線 都留市駅から富士急バス 30 分

旭が丘（山中湖経由）から富士急バス 20 分

中央自動車道　相模湖 IC から 50 分（30km）

中央自動車道　都留 IC から 30 分（20km）

中央自動車道　河口湖 IC から 50 分（38km）

東名高速道路　御殿場 IC から 50 分（35km）

JR 横浜線橋本駅から１時間（40km）

山梨県道志村

  Where's
 "Doshi-mura"?

ネムノキ　久保
2014 年 7 月 6 日

アカハライモリ　室久保
2014 年５月 23 日

アズマヒキガエルの産卵　室久保
2014 年 4 月 18 日

シ ロ マ ダ ラ　 月 夜 野　2014 年 5 月
25 日（撮影：佐藤俊一さん）

ホタルブクロ　椿
2014 年 7 月 6 日

シデシャジン　室久保
2014 年 7 月 21 日

ヤマユリ　室久保
2014 年 7 月 21 日

道志

生きもの写真帖
村内で見られる生きものを紹介します。

第３回

写真＝香西恵

コマツナギ　神地
2014 年 7 月 23 日

ヒメフウロ　室久保
2014 年 7 月 21 日
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ま
う
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
大
物
を
狙
う
と
き
は
一

息
で
仕
留
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
魚
と
の
駆
け
引

き
が
心
臓
の
鼓
動
を
高
鳴
ら
せ
る
。

　

一
方
の
ア
ユ
は
一
カ
所
に
留
ま
ら
ず
、
縄
張
り
を

泳
ぎ
回
る
魚
で
あ
る
た
め
、
周
回
ル
ー
ト
を
予
測
し

て
動
き
な
が
ら
か
じ
る
と
い
う
。
動
く
ア
ユ
を
か
じ

る
の
は
難
し
い
た
め
、
ヤ
マ
メ
を
獲
る
よ
り
も
技
術

が
必
要
と
な
る
。
道
志
川
の
ア
ユ
は
水
が
冷
た
い
た

め
、
成
長
こ
そ
遅
い
が
そ
の
香
り
と
味
は
一
級
品
だ

と
い
う
。
昔
、
ア
ユ
は
高
級
魚
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　

カ
ジ
ラ
は
石
に
同
化
し
た
色
の
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
に
似

た
魚
で
あ
る
。
石
を
め
く
る
と
い
る
こ
と
が
多
く
、

ま
た
逃
げ
ら
れ
て
も
数
十
セ
ン
チ
先
で
止
ま
る
習
性

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
比
較
的
簡
単
に
か
じ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
。
10
セ
ン
チ
を
超
え
る
大
物
の
カ

ジ
ラ
は
『
ボ
ロ
ッ
カ
ジ
ラ
』
と
呼
ば
れ
、
珍
し
か
っ

た
そ
う
だ
。

○
道
志
川
に
は
ウ
ナ
ギ
が
い
る
！

　

佐
藤
光
男
さ
ん
の
お
宅
に
は
道
志
川
で
獲
れ
た
ウ

ナ
ギ
の
魚
拓
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
見
る
も
の
の
目
を

引
く
お
ば
け
の
よ
う
な
ウ
ナ
ギ
で
あ
る
。

　
「
ウ
ナ
ギ
は
沢
に
遡
上
す
る
も
ん
だ
か
ら
、
よ
く
室

久
保
沢
で
ウ
ナ
ギ
を
獲
っ
た
」
と
光
男
さ
ん
は
懐
か

し
む
。
昔
は
今
よ
り
も
室
久
保
沢
は
深
く
、
エ
ゴ
に

かじりについて語る光男さん

「かじり」に使う漁具のしくみ

棒の先端。
ハリをつけた糸を筒に通し
手前の穴から出している

魚獲りには必須の水中メガネ（左）と箱メ
ガネ。昔は木製の箱メガネが一般的だった

ここに糸をはさみ固定。
獲物がかかり、ハリが引っ張ら
れると糸が引き出されるしくみ

糸の先端には留め具がついている。
糸が延長されても留め具が引っか
かり、糸が外れない。素材はビーズ、
プルタブなど、作り手のセンスが
光る

『かじり』の漁具。左から、ステンレスパイプ製、車のアンテナ製、
傘の柄製、農作物支柱製、竹製。道具に個性が表れている

大きいものはビール瓶ほどの
太さにもなるというおばけウナギ

○
道
志
の
こ
ど
も
漁
法
『
か
じ
り
』

　

日
野
出
屋
旅
館
の
ご
主
人
、
佐
藤
光み

つ
お男
さ
ん

(
61)
は「
川
は
昔
か
ら
庭
と
同
じ
で
、夏
は
毎
日『
か

じ
り
』
に
行
っ
た
も
ん
だ
」
と
目
を
細
め
て
話
す
。

　
『
か
じ
り
』
と
は
ハ
リ
が
つ
い
た
棒
状
の
漁
具
で
魚

を
ひ
っ
か
け
る
漁
で
あ
る
。
川
に
潜
り
、
ハ
リ
先
を

エ
ゴ
（
川
底
の
深
く
え
ぐ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
）
に
い

る
ヤ
マ
メ
や
泳
ぎ
回
る
ア
ユ
に
向
け
て
す
ば
や
く
か

じ
る(

ひ
っ
か
け
る)

の
で
あ
る
。『
か
じ
り
』
の
漁

具
は
こ
ど
も
が
そ
れ
ぞ
れ
手
製
で
つ
く
り
、
昔
な
が

ら
の
竹
製
の
も
の
や
車
の
ア
ン
テ
ナ
、
傘
の
柄
、
ゴ

ル
フ
ク
ラ
ブ
な
ど
材
質
や
長
さ
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。

○
『
か
じ
り
』
の
技
術
と
魚
の
獲
り
方

　
『
か
じ
り
』
で
獲
れ
る
魚
の
代
表
的
な
も
の
は
、

ヤ
マ
メ
・
ア
ユ
・
カ
ジ
ラ(

カ
ジ
カ)

で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
魚
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
か
じ
り
方
を
変
え

る
と
い
う
。
か
じ
り
を
お
こ
な
う
こ
ど
も
た
ち
は
川

漁
師
さ
な
が
ら
で
あ
る
。

　

佐
藤
光
男
さ
ん
に『
か
じ
り
』の
ポ
イ
ン
ト
を
伺
っ
た
。

　

ヤ
マ
メ
は
腹
、
ア
ユ
は
背
中
、
カ
ジ
ラ
は
口
を
か

じ
る
と
い
う
。
ヤ
マ
メ
は
背
中
と
尾
が
敏
感
で
、
少

し
で
も
触
れ
て
し
ま
う
と
逃
げ
て
し
ま
う
。し
か
し
、

腹
は
鈍
感
で
少
々
さ
す
っ
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。し
か
し
、尺
ほ
ど
の
大
物
に
な
る
と
潜
っ

た
際
に
目
を
逸
ら
し
て
し
ま
う
だ
け
で
も
逃
げ
て
し

川
あ
そ
び
の

記
憶

〜
川
ガ
キ
を
訪
ね
て
〜

道志村を葉脈のように流れる道志川と沢の数々。
その絶えることなく流れ続ける清らかな水は
村一番の自慢です。

昔から子どもたちのあそび場として親しまれ
私たちの飲み水としても欠かせない
道志川の清流。
川あそびの記憶と水の流れを辿りました。

道
志
川
は
昔
か
ら
こ
ど
も
た
ち
の
恰
好
の
あ
そ
び
場
で
あ
っ
た
。
夏
に
は
男
女
と

も
多
く
の
こ
ど
も
が
川
へ
通
っ
た
。
夢
中
で
川
に
潜
り
、
泳
ぐ
魚
に
心
躍
ら
せ
、

暗
く
な
る
ま
で
川
で
過
ご
し
た
と
い
う
。
上
級
生
か
ら
下
級
生
へ
、
魚
獲
り
や
川

あ
そ
び
の
や
り
方
は
こ
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
そ
ん
な
道

志
川
と
と
も
に
育
っ
た
か
つ
て
の「
川
ガ
キ
」の
記
憶
を
た
ど
っ
た
。（
中
嶌
拓
哉
）

潜
る
と
頭
を
出
し
た
ウ
ナ
ギ
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

と
き
に
は
『
か
じ
り
』
で
ウ
ナ
ギ
を
狙
う
が
、
大
き

す
ぎ
る
た
め
に
な
か
な
か
手
こ
ず
っ
た
と
い
う
。

　

ウ
ナ
ギ
は
潜
っ
て
獲
る
ほ
か
に
「
置
き
バ
リ
」
と

「
夜
釣
り
」
で
獲
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
。
置
き
バ

リ
は
夕
方
、
ウ
ナ
ギ
の
い
そ
う
な
淵
に
カ
ジ
ラ
か
ア

ユ
の
ぶ
つ
切
り
を
エ
サ
に
仕
掛
け
る
。
夜
釣
り
は
ミ

ミ
ズ
や
ア
ユ
を
エ
サ
に
鈴
つ
き
の
仕
掛
け
を
淵
に
沈

め
て
釣
る
方
法
で
あ
る
。
ど
ち
ら
と
も
、
ウ
ナ
ギ
の

夜
に
捕
食
す
る
習
性
を
利
用
し
た
獲
り
方
で
あ
る
。

　

道
志
の
ウ
ナ
ギ
は
と
て
も
美
味
で
あ
る
と
い
う
。

光
男
さ
ん
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
家
が
旅
館
を
や
っ
て

い
た
こ
と
と
家
族
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
な
か
な
か
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白井平長又

至山中湖

至相模原

大原荘の前に大きな淵があり、
夏は恰好のあそび場で、学校

が終わると「大原の前」と友達と
言って集まり川あそびを楽しんだ。
かじりを始めたころは、水中メガ
ネで見る川の中の魚は実際よりも
大きく見えた。大きなカジカを獲っ
て実際に見てみると小さく、拍子
抜けした。（30 代・川原畑）

子供の頃はゴールデンウイークの
頃から毎日のように川に入って

かじりをやった。（30 代・神地）

板 橋 か ら 上 に ア ユ は い な
いので、カジカ、ヤマメ、

イワナを獲った。エゴにヤマ
メとイワナがいるので、のぞ
いてかじった。（20 代・長又）

※１　現在は禁止漁法となっているが、昔は子ども
たちのあいだで盛んにおこなわれていた。
※２　昭和 30 年（1955 年）道志川ダム（奥相模湖）
が建設され、天然アユの遡上する流れが止まった。

川
あ
そ
び
に
つ
い
て
子
供
の
頃
の
話
を
村
内
で
聞

く
と
世
代
を
問
わ
ず
い
ろ
い
ろ
な
楽
し
い
お
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
、
中
で
も
「
か
じ
り
」（
※
１
）

の
思
い
出
話
を
多
く
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
道
志
川
の
魚
の
豊
富
さ
は
今
と
比
べ
物
に

な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。　
　
（
千
々
輪
岳
史
）

川あ そ びでは小学生高学年の頃からかじりをやっ
た。中学生の兄さんたちと一緒に川を上り、兄さ

んたちがかじった魚を持っていく係をやった。現在久保
キャンプ場があるところは畑だったので、兄さん達から
きゅうりを取ってこいと言われて、畑から取ってきて食
べたりした。かなづちの子供がいて、川あそびができな
かったのでみじめだった。カジカはカジラといって、当
時は沢山獲れたが今は数がめっきり少なくなった。アユ
も沢山獲れて晩御飯のおかずにしたり、囲炉裏でからか
らに焼いてとっておき、だしに使うこともあった。今思
えばぜいたくだった。（60 代・野原）

夏は放課後になると久
保分校の先生も一緒

に分校の近くで川に入っ
てあそんだ。（30 代・大渡）

昔は農休みという日が
あり、小学校も休み

だった。その日は思い切り
川であそんだ。ひっかき（か
じりの別称）で天然のアユ
がいくらでも獲れた。（※
２）（70 代・月夜野）

川
あ
そ
び
の

記
憶

囲炉裏で焼いたアユ

笹久根の堰堤

下神地付近の道志川

［特集］水

〜
上か

み

か
ら
下し

も

ま
で
〜

獲
っ
た
ウ
ナ
ギ
が
口
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
そ
う

だ
。
そ
れ
で
も
、一
口
道
志
の
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
れ
ば
、

そ
こ
ら
の
ウ
ナ
ギ
が
も
う
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
ほ
ど

だ
と
い
う
。
ウ
ナ
ギ
の
身
は
泥
臭
さ
が
ま
っ
た
く
な

く
、
脂
が
の
り
な
が
ら
も
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
い
て
、

養
殖
ウ
ナ
ギ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
肉
厚
で

あ
る
。
数
こ
そ
獲
れ
な
い
が
道
志
川
の
貴
重
な
恵
み

で
あ
る
。

○
清
流
道
志
川
を
い
つ
ま
で
も

　

お
話
の
最
後
に
佐
藤
光
男
さ
ん
は
「
道
志
川
の

す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
は
台
風
の
大
水
の
あ
と
で
も
、

１
日
で
も
と
の
清
い
流
れ
に
戻
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、

そ
し
て
そ
の
清
い
流
れ
が
自
慢
で
あ
る
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
ほ
か
の
地
域
の
方
々
に
聞
い
て
も
道
志

川
の
清
ら
か
な
水
を
村
の
自
慢
と
挙
げ
る
人
が
多

い
。
道
志
村
の
方
々
は
そ
れ
だ
け
川
と
そ
の
水
の
良

さ
を
肌
で
感
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
生
ま
れ
て
き
た
川
あ
そ
び
の
記
憶
の
数
々
。

今
回
の
取
材
を
通
し
て
私
も
す
っ
か
り
道
志
川
の
魅

力
の
虜
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
道
志
村
に
道
志
川
あ

り
！　

こ
の
清
流
が
い
つ
ま
で
も
た
く
さ
ん
の
人
達

を
魅
了
し
続
け
る
川
で
あ
る
こ
と
を
祈
っ
て
…
…
。

「大原の前」

今のように親があそびに付き合ってくれるこ
とがなった時代、夏は毎日のように近所の

子供同士で川にあそびに行った。かじりは近所の
お兄さんに教えてもらい、小学校１年生からやっ
ていた。みんなかじりが上手かった。今は川あそ
び自体をする子供が減った。（40 代・笹久根）

かじりでひっかけたアユ

長沢橋からのぞむ道志川
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始
め
て
そ
の
姿
を
地
表
に
表
す
。
雨
が
清
水
と
な
っ

て
沸
き
出
す
最
初
の
瞬
間
に
は
、
感
動
が
あ
る
。
水

が
山
か
ら
海
、
海
か
ら
山
へ
と
循
環
す
る
行
程
の
中

で
、
私
た
ち
が
最
も
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
確
認
し
や
す

い
瞬
間
だ
か
ら
だ
。

　

最
初
の
地
点
は
、
道
志
の
湯
か
ら
徒
歩
10
分
で
ア

ク
セ
ス
出
来
る
湧
水
地
。
次
の
地
点
は
菰

こ
も
つ
る
し
や
ま

釣
山
の
登

山
ル
ー
ト
の
途
中
、
沢
沿
い
に
あ
る
湧
水
地
だ
。
こ

こ
で
は
、
湧
水
を
登
山
用
火
器
で
湧
か
し
、
協
力
隊

の
井
口
さ
ん
が
焙
煎
し
た
「
ト
ッ
プ
ノ
ー
ト
コ
ー

ヒ
ー
」
を
ド
リ
ッ
プ
し
て
楽
し
む
。
水
を
鑑
賞
し
、

触
れ
、
味
わ
う
。
そ
れ
が
目
的
だ
。
井
口
さ
ん
が
心

を
込
め
て
一
つ
一
つ
熱
湯
を
カ
ッ
プ
に
ゆ
っ
く
り
注

い
で
行
く
。
周
囲
に
は
、
す
ぐ
に
ブ
ラ
ジ
ル
産
コ
ー

ヒ
ー
の
香
ば
し
い
香
り
が
漂
い
始
め
る
。
そ
の
香
り

が
周
囲
の
空
気
と
交
わ
り
、緑
に
溶
け
込
ん
で
行
く
。

贅
沢
な
時
は
、
実
は
す
ぐ
近
く
に
あ
る
。
僅
か
な
道

具
と
穏
や
か
な
天
候
と
、
仲
間
が
い
れ
ば
。

【
茅
葺
き
屋
根
の
老
舗
旅
館
で
】

　

宿
泊
は
、
茅
葺
き
屋
根
の
古
民
家
に
宿
泊
出
来
る

「
北
の
勢
堂
」。
玄
関
の
戸
を
引
く
と
、
正
面
の
囲
炉

裏
が
来
客
を
歓
迎
す
る
、
古
風
な
宿
だ
。
夕
食
は
縁

側
に
肉
や
野
菜
、
魚
介
類
を
色
と
り
ど
り
並
べ
て
、

片
端
か
ら
鉄
板
で
焼
き
、
食
し
、
ま
た
焼
き
、
食
す
。

　

食
事
が
済
む
と
、
上
映
会
。Think the earth 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
配
給
す
る
「
み
ず
も
の
が
た
り
」

の
鑑
賞
だ
。
地
球
上
の
淡
水
は
約
３
％
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
南
・
北
極
の
氷
を
除
外
す
れ
ば
、
地
下
水
や

表
層
水
の
淡
水
は
わ
ず
か
0.8
％
。
こ
の
水
で
人
類
が

生
を
営
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、
水
に
ま
つ
わ
る
重
要

か
つ
基
本
的
な
情
報
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

　【
道
志
の
湯
薪
ボ
イ
ラ
ー
、試
し
切
り
石
、雄
滝
雌
滝
】

　

２
日
目
。
道
志
の
間
伐
材
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
源
頼
朝
が
剣
の
威
力
を

試
す
た
め
に
切
っ
た
と
い
わ
れ
る
「
試
し
切
り
石
」

を
訪
ね
る
。
横
浜
水
源
林
の
緑
と
沢
に
囲
ま
れ
た
場

所
に
佇
ん
で
い
る
。
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
メ
ン
バ
ー
の
長

谷
山
く
ん
が
、
一
人
一
人
、
自
分
の
気
に
入
っ
た
場

所
で
時
を
過
ご
す
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
耳
を

澄
ま
す
と
、
環
境
が
多
く
の
音
で
満
た
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
海
の
波
が
そ
の
姿
を
二
度
と
繰
り

返
さ
な
い
よ
う
に
、
永
遠
に
繰
り
返
す
事
の
無
い
、

一
度
限
り
の
音
に
身
体
を
満
た
す
。
都
会
で
は
経
験

出
来
な
い
音
の
洗
礼
。

　

雄
滝
雌
滝
で
は
、
流
れ
落
ち
、
空
中
に
飛
散
す
る

清
水
の
ミ
ス
ト
を
存
分
に
浴
び
る
。
清
水
が
岩
盤
に

ぶ
つ
か
り
、
砕
け
、
流
れ
る
清
烈
な
音
の
数
々
と
躍

動
感
。

い
場
所
か
ら
給
水
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
い

う
。

　

さ
て
、
水
の
流
れ
は
ど
う
か
。
道
志
村
山
伏
峠
に

源
を
発
す
る
道
志
川
の
水
は
、
約
27
㎞
流
下
し
、
相

模
原
市
津
久
井
町
鮑あ

び
こ子
取
水
ぜ
き
に
て
取
水
。
そ
の

量
は
お
よ
そ
17
万
２
８
０
０
㎥
／
日
。
取
水
ぜ
き
か

ら
下
流
１
㎞
に
あ
る
青
山
沈
殿
池
を
通
過
し
た
後
、

約
28
㎞
の
導
水
管
を
通
り
川
井
浄
水
場
へ
到
着
す

る
。
川
井
浄
水
場
に
到
達
し
た
水
は
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク

製
の
膜
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
濾
過
さ
れ
、
１
日
あ
た
り
約

17
万
２
８
０
０
㎥
（
取
水
全
量
）
の
濾
過
水
を
青
葉

区
、
緑
区
、
旭
区
、
瀬
谷
区
、
泉
区
等
の
地
域
に
供

給
し
て
い
る
。

　

説
明
の
後
は
、
膜
処
理
施
設
「
セ
ラ
ロ
ッ
カ
」
を

見
学
。
所
員
の
皆
さ
ん
に
御
礼
を
お
伝
え
し
、
浄
水

場
を
後
に
し
た
。

【
道
志
村
へ
】

　

道
志
川
に
注
ぐ
沢
を
２
カ
所
遡
り
、
そ
の
水
が
地

表
へ
沸
き
出
す
源
頭
部
を
見
に
行
く
。
道
志
の
山
々

に
降
り
注
ぐ
雨
が
、
葉
を
伝
い
、
幹
を
撫
で
、
土
へ

と
浸
透
し
、
土
壌
の
微
細
な
間
隙
を
縫
っ
て
ぶ
つ
か

る
岩
盤
の
な
め
ら
か
な
曲
線
や
交
差
す
る
直
線
の
表

層
を
幾
度
も
滑
り
、
く
ぐ
り
抜
け
、
滞
留
し
て
は
、

流
れ
出
て
、最
後
に
地
下
と
地
上
の
接
点
に
到
達
し
、

［特集］水

水
に
会
う

【
み
な
も
と
体
験
館
で
マ
イ
箸
作
成
】 

　

ツ
ア
ー
の
最
後
は
、
廃
校
を
改
修
し
た
多
目
的
体

験
施
設
「
み
な
も
と
体
験
館
」
に
て
、
竹
や
木
か
ら

自
分
だ
け
の
箸
を
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
箸
の
作

成
後
、
ツ
ア
ー
の
企
画
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
柿
田
く
ん

が
、
ツ
ア
ー
で
参
加
者
が
感
じ
た
こ
と
、
今
度
道
志

で
体
験
し
た
い
こ
と
な
ど
を
総
括
。

　

今
後
も
、
道
志
村
役
場
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
道
志
・
森

づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
村
民
の
み
な
さ
ん
と
連
携

し
て
、
大
学
生
達
と
協
力
し
な
が
ら
、
道
志
村
の
課

題
解
決
と
魅
力
の
堪
能
を
融
合
し
た
ツ
ア
ー
を
展
開

し
て
い
き
ま
す
。
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
の
皆
さ
ん
、
参
加

者
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
。　
　
　
（
大
野
航
輔
）　　
　
　
　
　
　
　

と
水
の
供
給
を
自
然
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

国
内
の
産
業
や
住
民
が
利
用
す
る
水
は
、
中
山
間

地
で
育
ま
れ
た
水
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
典
型

的
中
山
間
地
で
あ
る
道
志
村
は
横
浜
市
の
水
源
地
で

あ
る
。
道
志
川
の
水
は
横
浜
市
民
約
31
万
戸
（
横
浜

市
全
体
の
約
18
％
）
の
飲
料
水
と
し
て
供
給
さ
れ
て

い
る
。

　

全
て
の
水
に
は
始
ま
り
が
あ
る
。
私
た
ち
が
毎
日

必
ず
摂
取
す
る
水
は
ど
ん
な
場
所
で
生
ま
れ
、
ど

の
よ
う
な
経
路
を
辿
り
、
供
給
さ
れ
て
い
る
の
か
。

２
０
１
４
年
７
月
５
日
〜
６
日
に
、
神
奈
川
大
学
等

の
学
生
有
志
で
結
成
さ
れ
た
団
体「Loose-Leaf

（
ル
ー

ズ
リ
ー
フ
）」
と
、
道
志
村
地
域
お
こ
し
協
力
隊
が
協

同
で
企
画
、
実
施
し
た
ツ
ア
ー
の
様
子
を
紹
介
し
ま

す
。
今
回
は
16
名
の
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　【
川
井
浄
水
場
】

　

横
浜
市
水
道
局
井
田
氏
が
浄
水
場
の
説
明
を
し
て

く
れ
た
。
そ
の
歴
史
が
興
味
深
い
。

　

横
浜
の
水
道
は
国
内
で
最
初
の
近
代
水
道
で
明
治

20
年
（
１
８
８
７
年
）
に
創
設
。
明
治
34
年
に
は
山

の
手
地
区
の
外
国
人
居
留
地
に
給
水
す
る
た
め
、
川

井
に
あ
っ
た
接
合
井
を
浄
水
場
と
し
て
整
備
し
た
こ

と
が
、
川
井
浄
水
場
の
起
源
。
給
水
は
自
然
流
下
方

式
の
た
め
、
山
の
手
地
区
の
高
台
よ
り
、
さ
ら
に
高

記事内で掲載出来なかった写真は、道志村地域おこし協力隊ホームページに掲載しています。
http://www.doshi-okoshi.com

「
で
き
た
て
の
酸
素
の
し
っ
と
り
と
し
た
、
爽
烈
な
、

気
品
ゆ
た
か
な
味
と
、
消
毒
も
濾
過
も
し
て
な
い
清

水
の
、
何
度
飲
ん
で
も
飽
き
る
こ
と
の
な
い
舌
ざ

わ
り
。」（『
白
い
ペ
ー
ジ
』「
釣
る
」
光
文
社
文
庫
、

３
６
５
頁
よ
り
抜
粋
）

　

作
家
開
高
健
は
釣
り
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
文
豪
で

あ
る
が
、
創
作
活
動
を
集
中
的
に
行
う
際
に
は
、
人

里
離
れ
た
山
間
部
の
宿
に
長
期
間
投
宿
す
る
こ
と
が

度
々
あ
っ
た
。
原
初
の
時
か
ら
営
ま
れ
る
自
然
の
姿

を
在
り
の
ま
ま
に
感
じ
る
こ
と
が
、
精
神
に
力
を
与

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
具
体
的
に
考
え
れ
ば
、
人
間
は
精
神
の
み

な
ら
ず
、
物
理
的
に
も
自
然
か
ら
力
を
得
て
い
る
。

人
間
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
根
源
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
が
、
酸
素
と
水
。
酸
素
と
水
を
人

工
的
に
大
量
生
産
出
来
る
技
術
は
、
い
ま
だ
に
確
立

し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
人
間
は
酸
素

〜
「
道
志
村
体
験
ツ
ア
ー
　
横
浜
の
　

　
水
源
を
巡
ろ
う
！
」
報
告
手
記
〜
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物
語
の
主
人
公
、
当
時
の
日
野
出
屋
旅
館
主
人

「
ヒ
ゲ
」
こ
と
佐
藤
慶よ

し
ま
さ雅
さ
ん
の
手
記
に
よ

る
と
蜂
塚
に
は
次
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
。

「
昭
和
31
年
１
月
２
日
の
こ
と
で
す
。
横
浜
税
関
の

山
岳
部
員
を
白
石
峠
ま
で
送
っ
て
帰
途
、
山
本
時
男

君
と
出
会
い
、
そ
の
時
ナ
ラ
の
大
木
に
蜜
蜂
の
巣
の

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
。
棒
切
れ
を
そ
の
巣
に

差
し
入
れ
る
と
、蜜
が
い
っ
ぱ
い
つ
い
て
出
ま
し
た
。

す
で
に
夕
暮
れ
で
も
あ
り
、
明
朝
早
く
蜜
を
取
る
こ

と
を
話
し
合
っ
て
山
を
下
り
ま
し
た
。

　

翌
日
の
朝
、
相
当
の
蜜
が
取
れ
る
と
期
待
し
て
大

木
の
穴
を
の
ぞ
い
て
見
て
、
私
は
思
わ
ず
ハ
ッ
と
し

て
息
が
つ
ま
り
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
見
る
と
女
王

蜂
を
中
心
に
し
て
１
万
数
千
匹
も
居
る
と
思
わ
れ
る

蜜
蜂
が
腹
い
っ
ぱ
い
に
蜜
を
吸
っ
て
、
腹
が
蜜
で
透

明
に
な
る
ほ
ど
張
り
切
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
全
部
が
死
ん
で
い
ま
し
た
。
私
は
悪
い
こ

と
を
し
た
と
思
い
ま
し
た
。
棒
切
れ
で
巣
を
突
い
た

の
が
悪
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
、
た
ま
ら
な
く
悲
し

く
な
っ
て
涙
が
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

も
う
蜜
を
取
る
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ん

だ
蜜
蜂
の
群
れ
に
詫
び
な
が
ら
、
な
ん
と
か
し
て
こ

の
蜜
蜂
の
霊
を
悼
っ
て
や
り
た
い
と
考
え
た
の
で

す
。
そ
れ
で
蜂
塚
を
作
っ
て
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
」（
蜂
塚
除
幕
式
の
案
内
と
同
封

さ
れ
た
「
蜂
塚
の
由
来
」
よ
り
）

蜂
塚
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

—
—

蜂
塚
碑
建
立
の
物
語
を
訪
ね
て

蜂
塚
は
、
道
志
川
の
中
流
、
日
野
出
屋
旅
館
の
向
か
い
の
中
州
に
ひ
っ
そ
り
と
あ

る
。
今
回
、
蜂
塚
の
由
来
を
紐
解
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
１
冊
の
本
（
※
１
）

が
き
っ
か
け
だ
。
そ
こ
に
は
蜂
塚
に
関
わ
る
物
語
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
た
。

限
ら
れ
た
誌
面
で
は
伝
え
き
れ
な
い
が
、
そ
の
概
要
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

「ヒゲ」こと佐藤慶雅さん（写真提供：佐藤留吉さん）

除幕式で山崎小学校の子どもたちと。
後列右端が安藤先生、隣が慶雅さん

※４　NHK ラジオ「歌声は消えず」で放送された。録音 CD は日野出屋旅館、村役場等で所蔵。
※５　柳原白蓮：大正・昭和期の歌人。「いと小さき　蜂といふにぞなみだおつ　栄光の死は　
ここにもありし」と蜂塚に刻まれている。蜂塚は全国 24 カ所ある白蓮の歌碑の一つ。
※６　伊藤堅吉『道志温泉沿革史』に佐藤慶雅さんの一代記がまとめられている。

※１　松田征士『「蜜蜂よ、赦しておくれ」ー道志村蜂塚碑由来記ー』、専修文芸創刊号、143 頁、2004 年。
※２　昭和 32 年 9 月 5 日朝日新聞朝刊、全国版トップ記事で大きく報道された。新聞記事見出しは「ミツバチ
よ、私が悪かった。いたずら償う石碑、巣ぐるみの死に打たれ」。
※３　はちの子学級の安藤みつ江先生と代表生徒４名ははるばる除幕式にも参加。その後も交流が続いている。

はちの子学級、安藤みつ江先生
による「はちの子」通信

　

女
王
蜂
を
中
心
に
蜂
が
集
団
で
死
ん
で
い
る
よ
う

す
が
、集
団
自
決
や
玉
砕
を
思
わ
せ
た
と
も
い
う（
出

典
：
※
１
）。　

　

蜂
の
た
め
に
そ
ん
な
大
げ
さ
な
、
と
あ
き
れ
る
人

も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
も
、
ま
わ
り
の
反
応

は
そ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、
蜜
蜂
を
思
う
ヒ
ゲ
の
想

い
が
徐
々
に
伝
わ
り
、
つ
い
に
は
地
元
代
議
士
を
会

長
に
蜂
塚
建
立
後
援
会
が
発
足
。
各
地
の
山
岳
会
な

ど
か
ら
寄
付
金
が
よ
せ
ら
れ
、
新
聞
で
蜂
塚
建
立
の

活
動
が
報
じ
ら
れ
る
と
、
全
国
か
ら
応
援
の
手
紙
が

寄
せ
ら
れ
た
（
※
２
）。
長
男
の
佐
藤
光み

つ
お男

さ
ん
は
、

「
当
時
は
毎
日
の
よ
う
に
手
紙
が
き
た
」
と
記
憶
し

て
い
る
。な
か
で
も
横
須
賀
市
立
山
崎
小
学
校
の「
は

ち
の
子
学
級
」
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
お
こ
づ
か

い
を
出
し
合
っ
た
寄
付
金
と
励
ま
し
の
手
紙
が
届

き
、
長
く
文
通
が
続
い
た
（
※
３
）。
翌
年
11
月
17

日
、
つ
い
に
蜂
塚
の
除
幕
式
に
至
る
。
全
国
か
ら
約

５
０
０
人
が
集
ま
り
盛
大
に
式
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ

の
よ
う
す
は
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
た
（
※
４
）。

　

光
男
さ
ん
が
印
象
深
い
の
は
、
蜂
塚
に
刻
む
文
字

を
書
い
て
も
ら
う
た
め
に
ヒ
ゲ
が
当
時
の
文
部
大
臣

に
直
談
判
に
行
っ
た
話
だ
。蜂
塚
に
は
歌
人
白
蓮（
※

５
）
か
ら
歌
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

字
を
求
め
て
、
文
部
省
に
何
度
も
足
を
運
ん
だ
と
い

う
。
蜜
蜂
の
た
め
に
立
派
な
墓
を
つ
く
っ
て
や
り
た

か
っ
た
ヒ
ゲ
の
信
念
が
伺
え
る
。

　

ヒ
ゲ
と
は
、
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
旅
館

主
人
と
な
る
ま
で
に
は
、
鉄
工
所
の
経
営
、
池
坊
の

お
花
を
習
い
、
製
材
所
を
つ
く
っ
て
成
功
さ
せ
、
温

泉
を
発
掘
し
、
村
長
選
に
出
馬
す
る
な
ど
、
と
に
か

く
話
題
に
こ
と
欠
か
な
い
、
当
時
の
村
で
は
異
色
の

存
在
だ
っ
た
そ
う
だ
（
※
６
）。
い
つ
も
紋
付
袴
で
、

洋
装
も
好
み
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
に
似
て
い
た
と
か
。

　

光
男
さ
ん
は
「
セ
ン
ス
が
す
ご
い
人
だ
っ
た
。
繊
細

だ
っ
た
」
と
言
う
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
。
ヒ
ゲ
は「
フ
キ
を
畑
に
植
え
れ
ば
い
い
」と
言
っ

た
そ
う
だ
。
今
で
こ
そ
普
通
だ
が
、
当
時
は
誰
も
そ
ん

な
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
。
ヒ
ゲ
の
弟
、
佐
藤

留と
め
よ
し吉
さ
ん
は
「
ヒ
ゲ
は
時
代
の
10
年
、
20
年
先
を
読
ん

で
行
動
す
る
人
だ
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
蜂
塚
へ
寄
せ
る
思
い
を
光
男
さ
ん
と

留
吉
さ
ん
に
う
か
が
っ
た
。「
蜜
蜂
の
た
め
に
花
を

植
え
て
や
り
た
い
」
と
光
男
さ
ん
。「
蜂
塚
を
守
っ

て
い
き
た
い
。
心
あ
る
人
と
と
も
に
供
養
祭
を
お
こ

な
っ
て
い
き
た
い
」
と
留
吉
さ
ん
。

　

取
材
を
通
し
て
、
こ
の
物
語
を
多
く
の
人
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
、
残
し
て
い
き
た
い
、
と
い
う
想
い

を
受
け
取
っ
た
。
こ
の
物
語
が
埋
も
れ
ず
に
、
村
の

記
憶
の
一
片
と
し
て
、
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
く

こ
と
を
願
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
香
西
恵
）

［特集］蜂塚を知っていますか？
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し
ょ
う
ゆ
の
は
じ
め
は
小
麦
炒
り
か
ら

　
「
小
麦
を
炒
る
と
な
、
い
い
匂
い
が
し
て
き
て
小
麦

は
ピ
シ
ッ
ピ
シ
ッ
と
音
が
す
る
ん
だ
。
そ
う
す
る
と

炒
り
終
わ
り
に
は
小
麦
が
よ
ー
く
膨
ら
ん
で
る
だ
ぁ

よ
」
と
自
家
製
し
ょ
う
ゆ
に
こ
だ
わ
る
佐
藤
徳の

り
は
る治

さ

ん
は
懐
か
し
み
な
が
ら
話
し
ま
す
。（
写
真
①
）

　

し
ょ
う
ゆ
の
原
材
料
は
大
豆
・
小
麦
・
塩
で
す
。

し
ょ
う
ゆ
づ
く
り
の
第
一
歩
は
小
麦
を
よ
く
炒
る
作

業
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

　

ホ
ウ
ロ
ク
と
呼
ば
れ
る
鉄
の
鍋
に
小
麦
を
入
れ
、

薪
の
量
で
火
加
減
を
調
節
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と

炒
っ
て
い
き
ま
す
。
辺
り
に
は
焼
き
た
て
の
パ
ン
を

思
わ
せ
る
よ
う
な
香
ば
し
い
匂
い
が
漂
い
ま
す
。

　

炒
っ
た
小
麦
は「
ぞ
ろ
挽
き（
粗
挽
き
）」し
ま
す
。

（
写
真
②
）
挽
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
麹
菌
を
つ

け
る
際
に
よ
く
絡
む
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

麹
菌
が
醸
す
し
ょ
う
ゆ
の
奥
深
さ

　

煮
た
大
豆
・
炒
っ
て
挽
い
た
小
麦
・
麹
菌
を
よ
く

混
ぜ
ま
す
。（
写
真
③
④
⑤
）

　

原
材
料
だ
け
で
お
よ
そ
１
０
０
kg
！　

混
ぜ
る
作

業
だ
け
で
も
大
掛
か
り
で
す
。
こ
こ
で
麹
菌
の
投
入

で
す
。
粉
末
状
の
こ
の
菌
が
こ
の
あ
と
何
倍
に
も
殖

え
て
し
ょ
う
ゆ
麹
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
あ
と
麹
は
穴
蔵
で
３
泊
４
日
を
過
ご
し
、
黄

色
く
色
づ
い
た
し
ょ
う
ゆ
麹
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま

す
。（
写
真
⑥
⑦
）
穴
蔵
を
炭
の
火
で
温
め
、
早
朝

や
お
昼
、
深
夜
に
様
子
を
見
て
炭
の
補
充
を
お
こ
な

い
ま
す
。（
写
真
⑧
）
穴
蔵
の
な
か
は
ま
る
で
サ
ウ

ナ
の
よ
う
。
汗
ば
み
な
が
ら
も
燻
さ
れ
た
匂
い
が
充

満
す
る
土
の
穴
に
足
し
げ
く
通
い
、
い
い
麹
が
で
き

る
よ
う
に
と
世
話
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

穴
蔵
に
麹
を
入
れ
て
か
ら
１
日
が
経
つ
頃
、「
麹

の
手
入
れ
」
を
し
ま
す
。（
写
真
⑨
）

　

手
入
れ
と
は
、
原
材
料
を
よ
く
か
き
混
ぜ
る
こ
と

で
麹
菌
の
増
殖
に
伴
う
発
熱
を
冷
ま
し
、
同
時
に
原

材
料
が
固
着
す
る
の
を
ほ
ぐ
す
作
業
で
す
。

　

そ
の
後
、麹
が
入
っ
た
麹
蓋
（
も
ろ
ぶ
た
）
を
「
サ

ギ
」
に
し
ま
す
。
い
わ
れ
は
わ
か
ら
な
い
そ
う
で
す

が
、
麹
蓋
を
互
い
違
い
に
積
み
上
げ
る
こ
と
を
昔
か

ら
「
サ
ギ
に
す
る
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。（
写
真
⑩
）

こ
れ
に
よ
っ
て
空
気
に
触
れ
る
面
積
が
増
え
、
ま
す

ま
す
麹
は
活
動
を
活
発
に
し
て
い
き
ま
す
。

　
「
４
日
目
に
な
る
と
な
ぁ
、麹
は
真
っ
黄
色
に
な
っ

て
な
ぁ
、
そ
れ
が
舞
う
か
ら
体
中
が
黄
色
く
な
っ
ち

ま
う
だ
」
と
し
ょ
う
ゆ
麹
づ
く
り
に
取
り
組
む
山
口

ま
さ
る
さ
ん
は
笑
い
ま
す
。

　

４
日
目
に
な
り
、
穴
蔵
か
ら
出
て
き
た
麹
は
全
体

が
き
れ
い
な
黄
色
を
纏
っ
て
い
ま
し
た
。（
写
真
⑪
）

麹
を
す
く
い
あ
げ
る
と
、
花
粉
を
思
わ
せ
る
く
ら
い

に
黄
色
い
粉
が
舞
い
上
が
り
ま
し
た
。
立
派
な
し
ょ

う
ゆ
麹
の
完
成
で
す
！

　

し
ょ
う
ゆ
づ
く
り
の
最
後
は
麹
と
水
と
塩
を
混
ぜ

て
「
も
ろ
み
」（
写
真
⑫
）
を
つ
く
る
作
業
で
す
。
こ

こ
か
ら
は
１
〜
２
年
の
間
、
定
期
的
に
攪
拌
を
お
こ

な
い
熟
成
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
い
い
し
ょ
う
ゆ
に
な

る
か
ど
う
か
は
こ
の
攪
拌
作
業
に
か
か
っ
て
い
る
と

い
い
ま
す
。

や
っ
て
み
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と

　

普
段
は
数
百
円
で
買
え
て
し
ま
う
し
ょ
う
ゆ
。
今

回
、
一
か
ら
し
ょ
う
ゆ
の
仕
込
み
を
や
っ
て
み
て
、

い
か
に
手
間
暇
が
か
か
る
も
の
か
を
感
じ
、
同
時
に

「
し
ょ
う
ゆ
は
自
分
の
手
で
つ
く
れ
る
も
の
な
ん
だ
」

と
感
じ
ま
し
た
。「
買
う
」
が
当
た
り
前
で
い
た
も

の
を
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
嬉
し
さ
が
込
み
上

げ
、
や
り
が
い
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
「
昔
」
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
「
今
」
へ
。
道
志

村
の
し
ょ
う
ゆ
づ
く
り
文
化
を
伝
え
て
い
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
ょ
う
ゆ
づ
く
り
文
化
を

も
う
一
度
…  —

—

中
嶌
拓
哉

③麦と大豆　
煮豆の匂いが食欲をそそります

①麦炒り
昔はこの匂いが風物詩でした

④種麹
この粉が麹菌だなんて

なんだか不思議です

②ぞろ挽き
言葉一つとっても地域性が

見えてきます

⑪しょうゆ麹の完成
この黄色が麹の完成を

教えてくれます

⑩サギに組む
昔からの知恵が随所に

見られます

⑤麹菌とよくなじませる
いい匂いがおなかを

くすぐります

⑦麹蓋へ麹を敷く
日本酒づくりの仕込みを

思わせます

⑥穴蔵へ
麹の３泊 4 日が始まります

⑨手入れ
機械化できない手作業の

良さがあります

⑧火入れで保温する
この薪の燻しが道志の

しょうゆの香りを生みます

⑫しょうゆの「もろみ」
夏をむかえ盛んに
発酵しています

道志村ではその昔、各家庭で自家製のしょうゆがつくられ、
それは村の味であり、風物詩であり、文化でした。
昔ながらの道志のしょうゆ仕込みの様子を取材しました。

「道志じゃむかしっから、でこぅ ( たくさん ) しょうゆをつくっただぁ」

しょうゆ麹ができるまで…
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酒
ま
ん
じ
ゅ
う
と
は

　

米
麹
で
作
っ
た
甘
酒
と
小
麦
粉
を
混
ぜ
て
発
酵
さ

せ
て
作
る
「
お
ま
ん
じ
ゅ
う
」
で
す
。
中
に
あ
ん
こ

を
入
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
甘
み
そ
や
高
菜
を

入
れ
た
り
、
何
も
入
れ
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

近
隣
の
市
町
村
で
も
作
ら
れ
て
お
り
、
上
野
原
市

で
は
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
が
名
産
品
で
、
現
在
で
も
数
軒

の
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
神
奈
川
県

旧
津
久
井
町
で
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
も
と
も
と
の
製
法
は
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
・

聖
一
国
師
が
宋
（
中
国
）
で
修
行
中
に
習
得
し
た
も

の
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
江
戸
時
代
に
な
る
と
各
地
に
広
ま
り
庶
民
の
味

に
な
り
ま
し
た
。

①
お
酒
を
つ
か
っ
て
い
な
い
の
に
な
ぜ
「
酒
ま
ん

じ
ゅ
う
」
な
の
か
？
　
甘
酒
を
作
る
工
程
が
途
中
ま

で
お
酒
造
り
と
同
じ
こ
と
や
、
出
来
上
が
っ
た
ま
ん

じ
ゅ
う
に
は
麹
菌
が
発
酵
す
る
際
に
生
成
す
る
天
然

ク
エ
ン
酸
の
酸
味
が
あ
り
、
ほ
の
か
に
お
酒
の
香
り

が
す
る
こ
と
か
ら
「
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
」
と
呼
ば
れ
た

の
で
す
。
お
酒
は
全
く
入
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
子
供

で
も
安
心
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
い
つ
作
る
　
川
原
畑
に
あ
る
佐
藤
製
パ
ン
の
ご
主

人
・
昭
さ
ん
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
昭
和
20
年
代
か

　
　
家
で
再
現

　

我
が
家
は
み
ん
な
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
が
好
き
な
た

め
、
相
模
原
、
上
野
原
を
通
っ
た
際
、
酒
ま
ん
じ
ゅ

う
を
買
っ
て
食
べ
ま
し
た
が
、
道
志
村
の
も
の
が
一

番
お
い
し
い
の
で
、
佐
藤
製
パ
ン
に
無
理
を
言
っ
て

製
法
を
教
え
て
も
ら
い
自
宅
で
再
現
し
ま
し
た
。
あ

り
が
た
い
こ
と
に
、
佐
藤
製
パ
ン
自
家
製
の
麹
を
分

け
て
頂
き
、
甘
酒
の
発
酵
度
合
や
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
の

出
来
映
え
に
つ
い
て
も
見
て
頂
き
ま
し
た
。
お
蔭
様

で
プ
ロ
に
は
程
遠
い
で
す
が
、
３
度
目
で
よ
う
や
く

酒
ま
ん
じ
ゅ
う
ら
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
　
ふ
る
さ
と
の
天
然
酵
母
パ
ン

　

街
で
は
天
然
酵
母
パ
ン
が
「
自
然
」「
安
全
」「
ヘ

ル
シ
ー
」「
お
い
し
い
」「
本
格
的
」
と
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
売
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
は

和
製
の
天
然
酵
母
パ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。
大
変
手
間

が
か
か
る
分
、
出
来
上
が
っ
た
と
き
の
感
動
は
ひ
と

し
お
。
ふ
る
さ
と
道
志
の
味
と
し
て
子
供
達
に
伝
え

た
い
味
で
す
。

　

レ
シ
ピ
化
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
家
庭
で
で
き

た
て
ほ
か
ほ
か
の
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
に
挑
戦
し
て
み
て

下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
々
輪
岳
史
）

酒まんじゅう　レシピ 【12 個分】

ら
畑
仕
事
の
休
み
時
間
や
お
や
つ
と
し
て
普
段
か
ら
食

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
甘
酒
を
自
然
発
酵
さ
せ
や
す
い

７
月
、
８
月
に
よ
く
作
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、
人
が
集
ま
る
お
祭
り
の
時
な
ど
に
も
出
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
野
原
と
久
保
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で

は
、
一
昔
前
ま
で
お
祭
り
の
時
に
ふ
る
ま
わ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。
長
男
の
お
嫁
さ
ん
が
お
祭
り
の
直な

お
ら
い会

で
人
が
家
に
集
ま
る
時
に
作
る
ご
ち
そ
う
の
一
つ

だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

③
材
料　

甘
酒
、
小
麦
粉
、
水
、
砂
糖
、
あ
ん
こ
（
中

身
な
の
で
変
更
可
）。

④
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
の
今
　
か
つ
て
は
村
内
で
ご
く
普

通
に
作
ら
れ
て
い
た
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
で
す
が
、
大
変

手
間
が
か
か
る
た
め
、
作
り
手
は
減
り
ま
し
た
。
甘

酒
作
り
は
２
〜
３
日
か
か
り
、
発
酵
は
そ
の
日
の
室

温
に
も
影
響
さ
れ
、
上
手
に
作
る
に
は
勘
と
経
験
が

必
要
と
さ
れ
る
た
め
で
す
。

　

現
在
村
内
で
は
３
カ
所
で
買
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
道
の
駅
ど
う
し
で
は
あ
ん
こ
入
り
、あ
ん
な
し
、

み
そ
、
高
菜
入
り
の
４
種
類
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、

川
原
畑
の
佐
藤
製
パ
ン
、
久
保
の
吊
り
橋
売
店
で
は

あ
ん
入
り
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
志
の
酒
ま
ん

じ
ゅ
う
は
相
模
原
や
上
野
原
の
も
の
と
比
べ
大
き
く

（
直
径
約
８
㎝
）、
価
格
は
中
身
に
よ
り
１
２
４
円
〜

１
７
３
円
で
す
。

①甘酒作り
ご飯 600g、米麹 100g、水 900cc を蓋つきの容器に入れて、
日の当たらないところに 2 ～ 3 日おいて発酵させる。※ 1

②一次発酵　
ア）小麦粉 500g に甘酒 120㏄、水 140㏄、砂糖 10g をまぜて
よくこねて丸める。仕上がりは表面にしわが出ないように一つ
にまとめる。（写真１）甘酒の出来具合や粉の性質によって水
と甘酒の分量は変える。目安はこねて耳たぶと同じ硬さになる
くらい。やわらかいと形にならず、固いと出来も固くなる。
イ）容器に入れ 3 ～ 4 時間ねかせる。その際、ぬれ布巾をか
ぶせて乾燥を防ぐ。（写真２）

③成形と二次発酵
生 地 を 12 等 分 に し て あ ん こ を 入 れ 丸 め る。1 ～ 1.5 時 間、
30℃～ 35℃くらいに保温する。その際霧吹きをするなど、生
地が乾燥しないようにする。（写真３）

④蒸す
水でぬらした蒸し布を敷き、蒸し器で 25 分蒸す。火を止め、
5 分そのまま蒸らして完成。（写真４）※２

 さんくちめ　

 「酒まんじゅう」

上）道の駅どうしで毎日出来立

てが販売されている。左）左上

から時計回りにあんなし、あん

入り、高菜入り、みそあん

１生地をつくる

２一次発酵（３時間後）

３成形

４蒸し上がり

※１　まんじゅう作りで残った甘酒は完全密封せずに冷蔵庫に
入れて保管
※２　翌日食べる場合や冷蔵庫に一度入れたものは再び蒸すか、
トースターで温め直すと中がやわらかくなりおいしく頂ける

小麦粉 水 甘酒の量 甘酒の状態 生地 中身

1 回目 上州地粉 規定量 規定量 二晩寝かせたもの
を使ったが、発酵
が不十分だった

固め、生成色の生地
自家製あんこ

薄力粉 多め 規定量
やわらかくべたつくため成
形できず、生地の色は白

2 回目 薄力粉 規定量 規定量 か な り す っ ぱ い。
発酵は十分

固め、できあがりは一回目
よりふんわり 自 家 製 あ ん

こ、胡桃みそ
耳たぶくらいの固さ3 回目 薄力粉 やや多め やや多め
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声

声
「道志手帖　読者アンケート」でご回答頂いた内容の一部

を掲載させて頂きます。

今
後
と
り
あ
げ
て
ほ
し
い
こ
と

○
道
志
な
ら
で
は
の
「
食
」
を
継
続
し
て

ほ
し
い
。
絵
地
図
も
。

○
道
志
村
の
有
名
人
（
み
ん
な
か
ら
尊
敬

さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
を
や
ら
せ
れ
ば
道
志

一
!!　

な
ど
、
道
志
村
の
名
人
た
ち
）

○
水
が
生
ま
れ
て
か
ら
川
に
な
り
ど
の
よ

う
な
方
法
、
ル
ー
ト
で
水
道
水
と
し
て
送
ら

れ
る
か
。
水
源
林
の
大
切
さ
も
含
め
て
連
載

し
て
ほ
し
い
。

○
今
後
の
村
お
こ
し
の
方
向
性
と
計
画
。

○
道
志
村
の
課
題
と
こ
れ
か
ら
の
発
展
を

考
え
る
。
た
と
え
ば
農
作
物
へ
の
動
物
の

被
害
状
況
。
動
物
達
と
う
ま
く
つ
き
あ
え

る
か
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
多
様
化
を
目
指
し

て
木
材
を
活
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の

取
り
組
み
。

ご
意
見
・
ご
感
想

○
ち
ん
ち
り
も
ち
作
っ
て
み
た
く
な
り
ま

し
た
。
私
の
故
郷
に
も「
ニ
ラ
せ
ん
べ
い
」

と
い
う
お
や
つ
が
あ
り
ま
す
。
表
紙
の
写

真
が
毎
号
と
て
も
き
れ
い
で
す
。

○
道
志
手
帖
は
中
味
が
濃
く
、
読
み
応
え

が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
特
集
は
と
て
も
貴

重
だ
と
思
い
ま
す
。
同
じ
村
内
に
い
て
も

知
り
得
な
い
情
報
の
中
で
、
読
ん
で
心
が

伝
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
後
々
ま
で
も
伝
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
人

と
人
の
繋
が
り
を
通
し
て
感
じ
ま
し
た
。

○
大
雪
の
時
の
人
命
救
助
、
生
活
支
援
に
大

変
な
苦
労
を
な
さ
っ
た
皆
様
の
思
い
が
ひ

し
ひ
し
と
伝
わ
る
レ
ポ
ー
ト
に
感
動
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
お
一
人
お
一
人
の
生
活

に
密
着
し
ご
本
人
の
声
を
集
め
た
レ
ポ
ー

ト
は
貴
重
だ
と
思
い
ま
す
。
記
事
中
の
「
ち

ん
ち
り
も
ち
」
は
、
私
の
故
郷
の
北
海
道

の
片
田
舎
で
も
、
や
は
り
小
学
校
時
代
（
昭

和
30
年
代
）
の
楽
し
み
な
お
や
つ
で
し
た
。

我
が
家
で
は
そ
の
名
の
通
り「
フ
ラ
イ
パ
ン
」

と
い
う
名
前
で
し
た
。

○
号
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
皆
さ
ん
の
活
動

が
成
長
し
て
ゆ
く
様
子
が
よ
く
分
か
り
ま

し
た
。
道
志
村
の
素
朴
さ
が
伝
わ
っ
て
き

て
ぜ
ひ
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

も
っ
と
も
っ
と
道
志
の
方
た
ち
の
「
顔
」

を
見
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

○
日
本
の
少
子
化
を
防
ぐ
に
は
地
方
に
お

け
る
家
族
の
存
続
で
す
。
大
都
会
に
お
け

る
一
極
集
中
を
防
ぎ
、
地
方
に
産
業
を
お

こ
す
こ
と
で
す
。

○
絵
地
図
を
見
て
い
る
と
、
し
ば
ら
く
滞

在
し
て
、
自
転
車
で
走
っ
て
み
た
い
な
と

思
い
ま
し
た
。
特
別
な
も
の
が
あ
る
観
光

地
で
は
な
く
、
村
の
方
々
の
生
活
の
す
き

ま
に
、
少
し
の
間
、
い
さ
せ
て
も
ら
う
と

い
う
様
な
形
で
。

○
団
子
焼
き
の
詳
し
い
聞
き
書
き
非
常
に

面
白
か
っ
た
で
す
。
山
の
神
に
つ
い
て
、

よ
り
詳
し
く
取
材
し
て
ほ
し
い
で
す
。

○
も
っ
と
も
っ
と
道
志
の
い
い
所
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
ほ
し
い
で
す
。
少
し
で
も
若

い
人
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
、
住
み
た

い
と
思
え
る
よ
う
に
…
…
。
道
志
に
は
な

か
な
か
外
者
が
入
り
込
め
な
い
所
が
あ
り

ま
す
。
村
の
人
達
と
も
交
流
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
結
局
別
荘
族
で

仲
良
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
何
処
か
が

中
心
に
な
っ
て
交
流
の
場
を
作
り
意
見
交

換
し
な
が
ら
、
道
志
村
が
発
展
で
き
た
ら

い
い
の
で
す
が
。

電
話　

：
０
５
５
４
（
５
２
）
２
１
１
８

Ｅ
メ
ー
ル　

：kozai-kei@
vill.doshi.

yam
anashi.jp

［
ご
意
見
・
ご
感
想
は
こ
ち
ら
ま
で
］

連 

載

　気が付けば夏に向けてどんどん暖かくなってき

ています。アイスコーヒーの時期到来です。アイ

スコーヒーを美味しくする方法がいくつかありま

すが、その１つをご紹介します。とっても簡単で

す。アイスコーヒーは 1 日寝かすと美味しくな

ります。ぜひお試しください。

　アイスコーヒーと言えば深入り豆を使うのが一

般的ですが、私が好きなのは香りの良い中煎り豆

を使ったアイスコーヒーです。中煎りアイスコー

ヒーはお店ではなかなか扱っていないので、自宅

ならではの贅沢な時間が楽しめます。キリっと

した喉越しと香りが抜群に美味しいアイスコー

ヒー。散歩で道志村の雄滝・雌滝を見に行った際

に飲みたいアイスコーヒーです。

道志村の珈琲ブレイク…
井口陽介

都留文科大学 1 年生の林業体験　　　　　　　　　　　　　

　薪のエネルギー利用の面白いところは、多くの

人が関わっていること。木を山から出す人、薪に

する人、ボイラーにくべる人、管理や調整を行う人。

小さな仕事が積み重なり、大きな仕事になる。木

質バイオマスエネルギーを利用する魅力の一つだ。

　さらに面白いのは、その作業を実践してみるこ

と。木を倒す、運ぶ、薪を割る。イメージとしては、

知らない人はいないだろう。しかし、知っている

（know）ことと、出来る（can）ことの間には深い

溝がある。自分で身体を動かしてみなければ、そ

の溝の奥深さはわからない。それが腑に落ちた時、

何気ない作業が一気に魅力的に思えてくる。

　木を扱う作業は、危険も伴うが、とても楽しい。

同時に、山で働く人が少なく、働いても経済的に

合わないことが、道志村でも課題になっている。

こうしたことを頭だけでなく、身体で感じる機会

を、今回、都留文科大学 1 年生（環境・コミュニティ

創造専攻）へ授業の一環として提供出来た事はと

ても嬉しい。

　今年 4 月から 7 月に渡り、合計 9 回 60 名の

生徒が道志に来てくれました。間伐・搬出体験、

薪割り体験、薪ボイラー見学をして頂き、有り難

いです。木の駅スタッフ、薪ボイラー関係者のみ

なさん、協力隊のみなさん、ご協力ありがとうご

ざいました。

人が主役！
薪のエネルギー利用　第 3 回

大野航輔
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協 

力 

隊 

だ 

よ 

り

協 

力 

隊 

だ 

よ 

り

にしたい。伐採した木を「道志の湯」の燃料に使

い、村内での循環に一役買いたい。そしてその作

業を村内外の多くの方々と一緒に行いたいと思っ

ています。

　チェーンソーを使っての作業は諸先輩方から指

導を受けながら、安全で確実な伐採技術を身に付

けたいと思っています。　　　　　（千々輪岳史）

　　編集後記

　今号も、多くのかたにお世話になり、完成しま

した。ありがとうございました。

　蜂塚（12 頁〜）について：４月から放映中の

NHK 連続テレビ小説「花子とアン」に、白蓮が

モデルの人物が登場します。その白蓮の歌碑が道

志村にあるということがきっかけで、蜂塚の話を

知りました。

　白蓮を知らない人でも、蜂塚の話は多くの人に

関心を持って受け止められるものだと思います。

道徳教育的な見地から子どもたちに伝えたいと佐

藤留吉さんはおっしゃっていました。

　また、今回取材しきれませんでしたが、まだま

だ村内外でいろいろな方が関わっていることが分

かりました。ご紹介しきれなかった部分がたくさ

んあります。蜂塚についてご関心を持たれた方

は、『「蜜蜂よ、赦しておくれ」—道志村蜂塚碑由

来記—』に詳細な話がまとめられているので、ぜ

ひこちらを読んでいただきたいです。

　道志手帖は村内、やまゆりセンターや診療所、

道の駅のほかに、道志村地域おこし協力隊ホーム

ページからもご覧いただけます。

　ぜひ、みなさまのご意見・ご感想をお気軽にお

寄せください。お待ちしています。　　（香西恵）

　　道志村の健康づくり・・・

　道志村の健康づくりのお手伝いがしたくて、今

年度ずっと勉強してきた足ツボ。勉強を続けた成

果としてようやくプロになりました。

　足は「第二の心臓」と呼ばれる重要な場所です。

そこを揉みほぐすことで色んな体の不調が改善し

ます。何はともあれ、道志村村内でしたらどこへ

でも足を運んで足揉みを致しますのでぜひ体験し

てみてください。

　また、自分でできる足揉み健康法セミナーやお

茶会でも足揉みの魅力をお伝えできればと考えて

おります。足揉み健康法をぜひ一度、お試しくだ

さい。　　　　　　　　　　　　　　（井口陽介）

　　共同企画ツアーを終えて

　協力隊と学生有志が協同で企画を行い実施・運

営を行ったツアーについて、特集欄で記事を書

きました。3 月に行った企画立案から実施まで約

4 ヶ月。役割分担、運営体制、広報、調整連絡、

下見など円滑に行う姿を見て、ルーズリーフメン

バーの能力の高さに関心しました。特にリーダー

の柿田くんが発揮した、仲間を牽引し、まとめて

いく手腕も見事でした。

　何よりも、そのモチベーションの高さが素晴ら

しかった。深夜まで度々会議を行い、お互いに納

得するまで話し合う姿に、心を打たれました。彼

らは下見を兼ねて 3 回来村し、道志村の魅力を

自ら発見し、それを他者へどのように伝えるのか、

体験に置き換えてくれました。山や川がある場所

で楽しそうにはしゃいでいる姿、自分たちが楽し

協 力  隊  だ よ り   　

んでいること、大事だと思っていることこそが、

モチベーションの原動力だったと思います。

　好きなこと、楽しいことを起点として、一次産

業、観光、環境面における道志村への貢献に繋げ、

その取り組みを若者の仕事として育てていく。こ

れこそ、自分たちが 3 年間で達成したい最終目

標です。ルーズリーフメンバーの皆さん、本当に

ありがとうございました。　　　　　（大野航輔）

＊ルーズリーフのフェイスブックページはこちらです。

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / L o o s e -

leaf/638844636168724

このページでは、地域おこし協力隊の活動を報告していきます。

5

　　「川あそびの記憶」取材を終えて

　今回、たくさんの方から川あそびにまつわるお

話を伺いました。昔は夏といえば道志川があそび

の舞台であり、それが楽しみだったと聞きます。

　私が道志村に来て初めて聞いた「かじり」。世

代を超えてこんなにも盛んに行われていたあそび

があることをとてもうらやましく思いました。

　しかし、同時に「今のこどもは川あそびをしな

くなった」と聞きました。生活が変わり、あそび

も変わり、夏場毎日のように川へ通うこどもは姿

を消してしまったようです。

　【川ガキ】こんな言葉があります。

川ガキとは絶滅危惧種、日本全国に分布し、清流

を好み水生生物の豊富な地域ほど多数の生息が確

認される。夏期の水辺に姿を現し、魚を捕まえた

りしながら河原で甲羅干しを繰り返し、日が暮れ

るまで水辺にいることもある。［http://kawagaki.

net/prologue.html より引用］

　道志村にも川ガキを増やしたい！今回の取材を

経て強くそう思いました。川は危険なところと思

われがちです。しかし危険だと遠ざけるのではな

く、危険を回避する術を教えてあげる機会が必要

だと思います。道志でいえばその先生はすぐ近く

にいる家族や地域の方々です。

　夏こそ道志川に行かなくちゃ！　私は川あそび

が道志の夏の楽しみです。今年もまた川へ通おう

と思います。　　　　　　　　　　　（中嶌拓哉）

　　道志の森づくり　

　4 月から道志の森から伐採した木の搬出と間伐

の手伝いを始めました。

　自分の思いとしては道志の人工林を健全な状態

地域おこし協力隊活動報告会（7.10）

神地夏祭り（8.15）

第２回道志川鮎友釣り大会（7.21）

Topics
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この冊子は平成 26 年度地域おこし協力隊活動事業費により作成しました。

道志村地域おこし協力隊
協力隊へのご意見や本誌のご感想をお聞かせくださ

い。お気軽に左記の宛先へご連絡ください。

道志村の行事　

川原畑の夏祭り

7 月の 3 日間、川原畑の夏祭りが盛大におこなわ

れます。初日、熊野八幡神社で神楽舞が奉納され、

その後 2 日間かけて神楽の一行が集落の家々を練

り歩きます。神楽舞は穢れを祓い、村の平安と子

孫繁栄を祈って幸せを呼ぶ縁起もので、道志村無

形文化財第８号に認定されています。

2 日間かけておこなわれる「村舞い」

１日目、熊野八幡神社で舞いの奉納

文・写真＝香西恵
女性たちが 3 日間の裏方を
支えます


