
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
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◆
お
も
ち
ゃ
直
し
ま
す

　

高
知
お
も
ち
ゃ
病
院
は
、
子

ど
も
た
ち
の
壊
れ
た
お
も
ち
ゃ

を
直
す
こ
と
で
、
物
の
大
切
さ

を
教
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

で
す
。
お
も
ち
ゃ
が
壊
れ
て
困

っ
て
い
る
方
、
ぜ
ひ
お
子
さ
ん

と
一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

受
付
時
に
修
理
可
能
か
診
察

し
ま
す
。
時
間
を
要
す
る
も
の

は
お
預
か
り
の
上
、
次
回
開
院

日
に
お
渡
し
し
ま
す
。

【
日
時
・
場
所
】

◆
Ｎ
Ｐ
Ｏ
高
知
県
生
涯
学
習
支
援

　

セ
ン
タ
ー
（
高
知
市
大
原
町
132)

　

毎
月
第
２
・
４
日
曜
日

　

10
時
～
14
時

◆
か
ら
く
り
創
造
工
房
（
南
国

　

市
大
埇
甲
２
１
２
２
）

　

毎
月
第
１
・
３
土
曜
日

　

10
時
～
12
時

※

原
則
無
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
診
療
所

☎
080
・
２
９
９
０
・
３
３
３
０

南
国
診
療
所

☎
080
・
４
０
３
４
・
２
５
１
６

◆
体
育
会
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

【
日
程
】
２
月
10
日
（
土
）
～

12
日
（
月
・
休)

【
行
き
先
】

戸
隠
高
原
ス
キ
ー
場

【
費
用
】
約
４
万
６
千
円
（
リ

フ
ト
券
３
日
間
付
）
の
予
定

【
募
集
人
員
】
80
人
（
市
内
在

住
・
在
勤
の
方
を
優
先
）

【
申
込
期
限
】
１
月
31
日
（
水)

【
連
絡
先
】
香
美
市
体
育
会
ス

キ
ー
部
・
笹
岡
優

☎
090
・
５
１
４
１
・
４
３
６
７

◆
健
康
セ
ン
タ
ー
セ
レ
ネ

　

休
館
の
お
知
ら
せ

　

健
康
セ
ン
タ
ー
セ
レ
ネ
は
、

台
風
21
号
に
よ
る
被
害
の
修
繕

の
た
め
、
10
月
ご
ろ
ま
で
休
館

し
ま
す
。
休
館
に
つ
い
て
の
お

問
い
合
わ
せ
は
、
平
日
９
時
～

18
時
に
お
受
け
し
ま
す
。
ご
迷

惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
セ
ン
タ
ー
セ
レ
ネ

☎
59
・
３
１
１
１

◆
９
月
号
の
感
想

（
第
89
回
か
み
か
み
ク
イ
ズ
応
募
か
ら
）

湖
水
祭
り
の
根
木
屋
太
刀
踊
り

の
表
紙
が
良
か
っ
た
で
す
。
伝

統
の
踊
り
に
若
い
方
が
参
加
し

て
い
て
感
動
し
ま
し
た
。

◇　
　

◇　
　

◇

『
ま
ち
の
話
題
』
や
『
市
民
の

ひ
ろ
ば
』
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
地

域
の
様
子
が
分
か
っ
て
良
い
と

思
い
ま
す
。
夏
祭
り
の
楽
し
そ

う
な
様
子
を
見
て
、
来
年
は
久

し
振
り
に
出
か
け
て
み
よ
う
か

な
と
思
い
ま
し
た
。

◆
10
月
号
の
感
想

（
第
90
回
か
み
か
み
ク
イ
ズ
応
募
か
ら
）

特
集
・
ヒ
カ
リ
の
あ
た
る
森
。

森
林
や
材
木
に
つ
い
て
の
特
集

は
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
材
木
の
値
段

が
も
っ
と
上
が
っ
て
、
林
業
で

生
計
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な

れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

◇　
　

◇　
　

◇

『
香
美
史
探
訪
記
』
の
内
容
が

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
記
事

を
少
し
で
も
い
い
の
で
掲
載
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
あ
の

時
代
、
物
部
川
は
木
材
運
搬
に

利
用
さ
れ
栄
え
て
い
た
の
で
す

ね
。
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

◆
11
月
号
の
感
想

（
第
91
回
か
み
か
み
ク
イ
ズ
応
募
か
ら
）

『
た
だ
い
ま
留
学
中
』
や
『
ま

か
せ
ち
ょ
記
』
の
よ
う
に
、
市

内
で
活
躍
す
る
個
人
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
る
こ
と
で
、
市
に
対

す
る
愛
着
が
湧
い
て
く
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

香
美
市
に
引
っ
越
し
て
も
う
す

ぐ
２
年
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
た

と
き
に
名
前
が
載
っ
た
の
を
き

っ
か
け
に
読
む
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
楽

し
み
に
し
な
が
ら
見
て
い
ま
す
。

掲　

示　

板

　　
(山田高校マンガ部)

　今月満１～３歳の誕生日を迎える

お子さんを紹介します。

めゃ
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

た
だ
い
ま

レ
ー
ン
に
乗
っ
て
行
き
ま
す
。

地
下
１
０
０
０
㍍
！
ど
ん
な
所

で
し
ょ
う
。
そ
こ
は
地
下
で
す

が
、
広
く
て
便
利
で
す
。
移
動

は
乗
り
物
で
も
歩
い
て
で
も
で

き
ま
す
。
飲
み
物
や
果
物
が
置

い
て
あ
る
休
憩
場
所
が
あ
り
、

も
ち
ろ
ん
電
話
も
で
き
ま
す
。

地
下
街
と
い
う
よ
り
、
地
中
深

く
に
あ
る
小
さ
い
町
で
す
。

　

鉱
山
の
支
え
構
造
を
取
り
外

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
す
る
と

地
面
が
下
が
り
、
小
さ
い
池
が

で
き
て
雨
と
地
下
水
が
た
ま
り
、

広
い
湖
と
な
り
、
独
特
の
景
観

が
で
き
ま
す
。
私
の
故
郷
は
そ

ん
な
景
色
の
町
で
す
。

　

香
美
市
は
静
か
で
清
潔
で
友

好
的
で
す
。
暮
ら
し
と
研
究
の

ど
ち
ら
に
も
最
適
だ
と
思
い
ま

す
。
日
本
語
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
た
い
で
す
。
皆
さ
ん
と
も

っ
と
話
を
し
た
い
で
す
か
ら
。

No.１２８

　　

皆
さ
ん
ニ
ー
ハ
オ
。
私
は
高

知
工
科
大
学
大
学
院
後
期
博
士

課
程
１
年
の
ヤ
ン
で
す
。
今
年

９
月
に
中
国
か
ら
来
ま
し
た
。

　

出
身
は
安
徽
省
北
部
の
淮
北

市
で
す
。
豊
か
な
鉱
物
資
源
が

あ
り
、
鉱
山
の
真
上
に
町
が
あ

る
こ
と
で
有
名
で
す
。
そ
こ
に

は
普
通
の
土
地
の
上
に
あ
る
町

と
同
じ
よ
う
に
、
住
宅
や
病
院
、

ス
ー
パ
ー
、
学
校
な
ど
あ
ら
ゆ

る
施
設
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
人
は
鉱
山
関
連
の

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

鉱
山
は
深
い
で
す
よ
。
働
く

人
は
高
速
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
約

１
０
０
０

㍍
の
深
さ

ま
で
降
り

ま
す
。
そ

れ
か
ら
地

下
現
場
ま

で
の
数
㌔

を
小
型
ト

楊
光
（
ヤ
ン
・
グ
ア
ン
）

中
国
／
安
徽
省
淮
北
市

　

　平清盛の弟・平教盛（門脇宰相）は帝を護持し、

阿波から土佐に逃れた。その後、教盛は香北町の

御在所山（御宰相山）に没したという。山頂の大山

　神社は安徳天皇と教盛を祀り、ここで亡くなっ

た１４７人の家来の墓石といわれるものが８合目ほ

どの所に並んでいる。また、高板山（皇の居た

山）には陵墓を思わせる跡が残り、安徳天皇が眠

っている…というのが主な伝説の内容。

　教盛の次男・平教経は、馬路村魚梁瀬に入って

門脇氏の祖となったという説や、国盛と名乗って

阿波祖谷山に留まり、阿佐氏を名乗ったという説

などがある。そして教経の六代後、窪但馬守貞吉

が物部町久保に移ったのが久保氏の祖といわれる。

　また、平重盛（清盛の長男）の次男・資盛の後裔

は、物部町岡ノ内に住んで小松氏を名乗ったとい

う。その１０代後、中務宗正の子が専当職（荘園実

務をつかさどる役職）を務め、この子孫が仙頭氏

や千頭氏を名乗っ

た。他にも為近氏

や宗石氏など、平

家に縁のある名字

が残り、歴史に思

いをはせる手がか

りとなっている。

（香美市文化財保

護審議会・岡村）

　民俗学者・柳田国男によれば、平家伝説は、福

島県から薩南諸島にまで広がり、そのいずれも山

里の交通不便な隔絶の地域に残るという。中世以

降、琵琶法師が平家物語を語って巡ることが盛ん

となった。これで得た知識のもと、山村の住民の

間で『伝説』が生まれたのではないかと推察して

いる。全国に７０余りもの伝説地があり、それぞ

れに系図があって正当性を裏付けているそうだ。

　四国山地の尾根筋は、古代から中世初頭にかけ

て当時の主要道が通じ、さまざまな人々が行き交

った。県内の平家伝説は、安徳天皇と平氏一族が

源氏の追っ手を逃れ、屋島から阿讃山脈、貞光、

祖谷、物部、馬路へと渡ったと伝えている。

　安徳帝への追及は厳しく、高板山、御在所山か

ら嶺北に伝承を残して、池川町椿山、吾川村名野

川、仁淀川町都などにも伝説を残しながら越知町

横倉山に至って崩御したとされる。

　香美市の平家伝説が表に出てくるのは、小松幸

盛が文化１２年（１８１５）に著した柀山風土記以降

のことである。

第３回  平家伝説にまつわる名字第３回  平家伝説にまつわる名字

まきやまふどき

▲伝説の安徳天皇陵墓跡（高板山)

地下への高速エレベーター地下への高速エレベーター

申し込みは誕生月の前月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
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