
さ
く
ら
て
ん
し

ぎ
ん
な
ん　

ぎ
ん
ち
ゃ
ん

し
い
た
け　

た
け
ち
ゃ
ん

ゆ
ず
ぼ
う
や

フ
ラ
フ
ラ　
フ
ラ
く
ん

あ
じ
さ
い
ひ
め

森
の
モ
リ
く
ん

物
部　
ア
ユ
ち
ゃ
ん

龍
河
洞　

リ
ュ
ー
く
ん

瀧
の
シ
ブ
キ
ち
ゃ
ん

さ
ん
れ
い　

さ
ん
ち
ゃ
ん

土
佐
打
刃
物　

タ
ン
ち
ゃ
ん

か
り
か
り　

モ
モ
コ
ち
ゃ
ん

や
な
せ
た
か
し

Ｃ

　
◆
地
域
ケ
ア
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

南
海
地
震
！
頼
り
に
な
る
の

は
地
域
の
絆

【
日
時
】
２
月
11
日（
土
・
祝
）

13
時
〜
16
時
30
分

【
場
所
】
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
（
香
南
市
野
市
町
）

【
定
員
】
先
着
500
名

【
問
い
合
わ
せ
先
】
県
中
央
東

福
祉
保
健
所
地
域
支
援
室

☎
53
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０
２
９
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　室町時代には、土佐山田

町佐岡に土居城があった。

東に後入川、西に仁井田川

の要害があり、現在の佐岡

小学校の前になる。

　１５５０年頃、楠目城の

山田氏が亡んだ後、長宗我

部国親の家臣広井俊将が、

上野田（南国市）から移っ

て、韮生郷方面への守りを固めたと言われている。

広井氏の住居は、土居構城と呼ばれ、外堀と内堀

の一部が残り、大正末期頃まで水がたまっていた

といわれるので、水濠でもあったと思われる。詰

ノ段に土塁の一部が残り、軍の守り神であった八

幡宮が鎮座している。

　旧佐岡村を小字や長宗我部地検帳から室町時代

末期の様子を考察してみると、城の中心詰ノ段は

御所ノ内とあるので、山田氏の支城と位置付けら

れていたと思われる。東佐岡の星神社前の韮生往

還を北東に行くと、遅越村があって、名本屋敷が

あり屋地１町１反７畝（約１１，６００㎡）内１反

５畝余の茶ヤシキがある。ここは茶室や茶の栽培

地であったろうか。山田氏は物部川上流部から主

として木材を搬出し、上方方面に売りさばき、経

済的に裕福となって貴族的文化を好み、大坂堺か

ら茶湯（茶道）も伝わったといわれているので、

臣下にもたしなんだ者がいたと想像される。

　御所ノ内ノ東に弓場があり、現在はイバと呼ば

れる水田になっている。小字マトヲデンが、佐野

住吉池の西、大平分にあり、水田４，５００㎡と山

林から成っている。「マトヲデン＝的田」からの

収穫は、お弓祭や百手祭などの祭礼に使われたか、

弓場の維持管理費に充てられたかもしれない。

「○○田」とは、社殿の維持管理や祭礼の費用に

充てる水田で、神楽田、薬師田、神田などがある。    

                                                （香美史談会）

◆
骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー
登
録
会

〜
骨
髄
バ
ン
ク
は
あ
な
た
の
登

録
を
待
っ
て
い
ま
す
〜

　

骨
髄
バ
ン
ク
を
介
す
る
移
植

を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ん
は
毎

年
２
千
人
を
超
え
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
移
植
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
方
は
約
６
割
に
と
ど
ま

っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
り
で
も
多

く
の
ド
ナ
ー
登
録
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
日
時
】
２
月
28
日
（
火
）
10

時
〜
15
時

【
場
所
】
香
美
市
役
所
市
民
ホ

ー
ル

【
対
象
】
18
歳
か
ら
54
歳
以
下

で
健
康
な
方

【
内
容
】
骨
髄
・
抹
消
血
幹
細

胞
の
提
供
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。
登
録
は
２
㍉
㍑
の
採
血
で

完
了
し
ま
す
。
後
日
Ｈ
Ｌ
Ａ
が

適
合
す
る
と
、
提
供
の
意
志
を

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
手
続

き
が
始
ま
り
ま
す
。

※
献
血
の
際
に
も
ド
ナ
ー
登
録

が
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
高
知
県
骨

髄
バ
ン
ク
推
進
協
議
会　

川
添

☎
０
９
０
・
３
７
８
３
・
０
１
１
５

◆
生
活
保
護
に
つ
い
て

　

私
が
ま
ち
で
聞
く
こ
と
は
、

脱
税
と
生
活
保
護
の
話
で
す
。

　

生
活
保
護
は
ど
ん
な
に
努
力

し
て
も
生
活
が
で
き
な
い
人
の

た
め
の
制
度
で
す
が
、
悪
用
し

た
り
、
求
職
活
動
も
し
な
い
と

か
、
保
護
費
を
真
の
生
活
費
以

外
に
使
い
、
有
効
に
使
っ
て
い

な
い
者
が
い
る
と
の
声
で
す
。

　

当
市
内
に
は
そ
ん
な
人
は
い

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
生
活
保

護
は
正
し
く
受
給
し
、
有
効
に

使
っ
て
ほ
し
い
の
は
当
然
と
思

い
ま
す
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

▽
福
祉
事
務
所
＝
生
活
保
護
制

度
は
、
能
力
・
資
産
な
ど
を
で

き
る
か
ぎ
り
活
用
し
て
も
、
な

お
、
生
活
で
き
な
い
場
合
に
受

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
能
力

に
応
じ
て
働
く
こ
と
、
無
駄
な

支
出
を
控
え
、
生
活
の
向
上
を

図
る
こ
と
、
病
気
の
人
は
治
療

に
努
め
る
こ
と
な
ど
は
、
保
護

を
受
け
る
上
で
の
義
務
と
な
っ

て
い
ま
す
。
適
正
な
保
護
の
実

施
の
た
め
、
福
祉
事
務
所
は
必

要
に
応
じ
て
指
導
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
▼
恒
例
の
特
集〝
年
賀
は
が
き
〞

今
回
も
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
選

考
を
行
っ
た
広
報
委
員
さ
ん
は

「
あ
れ
も
い
い
」「
こ
れ
も
い
い
」

と
、
選
考
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い

ま
し
た
。
１
月
号
を
入
稿
す
る

12
月
21
日
現
在
。
自
分
の
年
賀

は
ま
だ
手
付
か
ず　

（
細
木
）

▼
平
成
23
年
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
４
月
か
ら
広
報
の
仕
事

に
関
わ
り
始
め
て
、
慣
れ
な
い

仕
事
も
多
く
あ
り
、
大
変
で
し

た
。
新
年
は
も
っ
と
積
極
的
に

取
材
や
撮
影
を
頑
張
り
た
い
で

す
。
そ
れ
と
、
記
事
編
集
中
の

誤
字
脱
字
に
も
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
…　
　
　
　
　

（
公
文
）

 

私
は
高
知
工
科
大
学
大
学
院

工
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
の

１
年
生
で
す
。
浜
村
研
究
室
で

無
線
通
信
シ
ス
テ
ム
を
研
究
し

て
い
ま
す
。
今
日
は
私
の
故

郷
、
洛
陽
を
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

洛
陽
は
古
代
王
朝
の
首
都
で

し
た
。
黄
河
の
中
流
に
あ
り
、

東
に
虎
牢
関
、
西
に
函
谷
関
が

あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
、
兵
家

必
争
の
地
で
あ
り
、
歴
代
の
帝

王
が
、
都
を
建
て
よ
う
と
考
え

た
土
地
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
洛

陽
は
川
が
多
い
し
山
も
あ
る
の

で
、
景
色
は
と
て
も
美
し
い
で

す
。
気
候
は
、
四
季
が
は
っ
き

り
し
て
い
ま
す
。

　

歴
史
遺
産
を
少
し
紹
介
し
ま

す
。
中
国
三
大
石
窟
＝
龍
門
、

雲
崗
、
莫
高
窟
の
一
つ
目
、
493

年
、
北
魏
が
洛
陽
に
遷
都
し
た

時
代
に
建
築
が
始
ま
っ
た
龍
門

石
窟
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
大
き

い
石
仏
の
や
さ
し
い
笑
み
に
出

会
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
仏
教

が
中
国
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
最

初
に
で
き
た
白
馬
寺
、
三
国
時

代
の
蜀
の
大
将
関
羽
の
衣
冠
が

埋
め
ら
れ
て
い
る
関
林
廟
な
ど

も
あ
り
ま
す
。

　

洛
陽
人
は
毎
年
４
月
に
牡
丹

花
会
を
開
き
、
花
見
を
楽
し
み

ま
す
。
則
天
武
后
が
牡
丹
を
焼

く
命
令
を
出
し
た
が
、
洛
陽
牡

丹
は
焼
か
れ
れ
ば
焼
か
れ
る
ほ

ど
き
れ
い
に
な
っ
た
と
い
う
逸

話
を
ご
存
じ
の
方
も
多
い
で
し

ょ
う
。
高
知
の
司
牡
丹
も
有
名

で
す
ね
。

　

私
は
日
本
に
来
る
前
か
ら
、

日
本
の
流
行
歌
が
好
き
で
し
た

が
、
歌
う
機
会
が
あ
り
ま
せ

ん
。
高
知
に
来
て
か
ら
、
先
生

と
研
究
室
の
学
生
に
い
ろ
い
ろ

助
け
て
い
た
だ
き
、
感
謝
し
て

い
ま
す
。
香
美
市
の
皆
さ
ん
は

親
切
で
、
感
動
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

香美史

記訪探
第３１回
 室町末期の佐岡村　 
（土佐山田町本村）　
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李　

迎
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（
中
国
・
河
南
省
洛
陽
市
）

リ
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イ
ン
ソ
ン
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掲　

示　

板

どいかまえじょう

いくさ

こあざ

おそごいむら

編
集
後
記

編
集
後
記

編
集
後
記

　今月満１～３歳の誕生日を迎える

お子さんを紹介します。

い
ひ
め

コ
ち
ゃ
ん

今月満１～３歳の誕生日を迎え

お子さんを紹介します

おたんじょうび
おめでとう

掲載を希望される方はお問い合

わせください。締切日は誕生月

の前月１日まで。  

      総務課☎５３－３１１２問

※○は土佐山田町、○は香北町、○は物部町です。香山 物

土居城跡土居城跡土居城跡

ＨＰ

国道１９５線

佐岡小佐佐岡小佐佐岡小

土佐山田町本村

土居城跡土 城跡

川川部物部川川物物物部川 

野野佐佐佐佐新佐野橋 

みわせかわせせかわかわわせわせみせかかわせみ橋 

所所所所所所所所所電発電発電発発田田杉田杉田杉田発杉杉杉 発発発発電所田杉杉 所田発発電所杉 発電杉杉杉 発 所杉田発電所
文

星神社

遅越土佐山田町中後入

●土居城跡
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作：鳴鉢　ウノタ

(山田高校マンガ部)
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