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山 と 暮 ら す こ と

「
ま
あ
だ
だ
よ
」

ず
っ
と
そ
う
思
っ
て
き
ま
し
た

山
の
暮
ら
し
や
魅
力
は
理
解
さ
れ
な
い
と

だ
か
ら
「
ま
あ
だ
だ
よ
」

両
目
を
覆
っ
て
し
ゃ
が
ん
だ
ま
ま

け
れ
ど
も

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
ヒ
ト
は

立
ち
止
ま
り
ふ
り
返
る
こ
と
の

大
切
さ
に
気
付
き
ま
し
た

便
利
を
追
求
す
る
ば
か
り
で
は

ふ
と
む
な
し
く
な
る
こ
と

め
ま
ぐ
る
し
い
時
の
な
か
で

何
か
を
置
き
忘
れ
て
き
た
こ
と

だ
か
ら

「
も
う
い
い
よ
」

山
の
暮
ら
し
が
守
り
続
け
た

千
年
を
生
き
抜
く
知
恵
を

今
こ
そ
ち
ゃ
ん
と
お
話
し
し
ま
す

徳
島
県
の
山
あ
い
大
歩
危
・
祖
谷
地
方

コ
コ
ロ
の
宝
さ
が
し
が
始
ま
り
ま
す
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朝霧の舞〈西祖谷山村後山〉
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山
に
分
け
入
る
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なつかしい発見
徳島県三好市池田町から国道32号を高知県に向かうと、吉野川を真ん中に両
側の山々が迫ってきます。ここが秘境の地として知られる「大歩危・祖谷」の表玄
関。文字通り歩いて険しい断崖が続く「歩危（ぼけ）」。そして、物事の始まりを意
味する「祖」につながる「祖谷（いや）」。ここにあるのは、懐かしさと、危うさと、日
本ならではの山の原風景。

山
に
分
け
入
る
に
は

二
つ
の
目
的
が
あ
る

「
挑
む
心
」と
「
逃
れ
る
心
」

「
分
け
入
る
」と
は
道
を
開
い
て
進
む
こ
と

険
し
い
山
に
分
け
入
り

そ
こ
に
新
た
な
道
を
標
す
「
挑
む
心
」

深
い
山
に
分
け
入
っ
て

そ
こ
に
身
を
隠
す
「
逃
れ
る
心
」

新
し
い
自
分
に
出
会
う
た
め

と
き
に
は
「
挑
む
心
」
で
山
を
目
指
す

挑
む
ば
か
り
は
苦
し
い
の
で

と
き
に
は
「
逃
れ
る
心
」
で
山
に
抱
か
れ
る

山
に
分
け
入
る
と
き
め
き

山
に
分
け
入
る
や
す
ら
ぎ

大
歩
危
・
祖
谷
は

山
に
分
け
入
る
な
つ
か
し
い
発
見
の
地

い
　
や

お
お 

ぼ 
 

け
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天
空
の
村

か
か
し
の
里

昔
か
ら
祖
谷
の
地
に
は

二
十
五
の
名（
集
落
）が
あ
る
と

言
わ
れ
て
き
ま
し
た

森
の
中
の
孤
島
の
よ
う
に

山
や
谷
に
隔
て
ら
れ

そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
集
落

そ
こ
に
続
く
ひ
そ
や
か
な
暮
ら
し

平成24年春に廃校となった名頃小学校。子どもたちの姿が
校舎や運動場から消えてしまいました。そこで、愛らしいかか
したちが今も勉強を続けています。今では、「かかし祭り」の会
場ともなる名頃小学校です。

名
頃
の
新
住
民

　「祖
谷
川
と
いへ
る
は
菅
生
の
お
く
、な
ご
ろ
と
いへ
る
か
た
よ
り
流
れ
出
る
」

（
祖
谷
山
日
記
）

　祖
谷
の
最
も
奥
地
に
あ
る
集
落
、そ
れ
が「
名
頃
」。「
天
空
の
里
」と
も
呼
ば
れ
る

こ
の
地
に
人
が
住
み
始
め
た
と
さ
れ
る
の
は
、江
戸
時
代
の
文
化
年
間（
一
八
〇
四

年
〜
一
八
一
八
年
）で
す
。比
較
的
新
し
い
こ
の
集
落
は
、戦
後
に
道
路
や
ダ
ム
が
造

ら
れ
急
速
に
発
展
し
ま
し
た
が
、山
を
下
り
る
人
が
増

え
、だ
ん
だ
ん
と
さ
み
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　と
こ
ろ
が
、最
近
の
名
頃
は
な
ん
だ
か
に
ぎ
や
か
。

不
思
議
な
住
人
が
村
の
あ
ち
こ
ち
に
出
没
し
、声
な
き

声
を
発
し
て
い
ま
す
。そ
の
住
人
と
は
、ど
こ
か
の
誰

か
に
似
て
い
る「
案
山
子
」た
ち
。平
成
十
五
年
こ
ろ
か

ら
出
現
し
始
め
た
こ
の「
案
山
子
」の
生
み
の
親
は
、大

阪
か
ら
帰
っ
て
き
た
綾
野
月
美
さ
ん
。「
案
山
子
」た
ち

に
は
ち
ゃ
ん
と
住
民
台
帳
が
あ
り
、名
頃
を
訪
れ
た
人

は
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

不
思
議
な
森
の
民

　よ
く
出
会
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
案
山
子
は
、ま
る
で
名
頃
の
昔
語
り
を
し
て
い
る
よ

う
。「
こ
こ
は
な
昔
、木
地
師
と
い
う
山
の
民
が
住
ん
で
お
っ
た
ん
よ
。木
地
師
は
ろ

く
ろ
師
と
も
呼
ぶ
ん
で
よ
。ろ
く
ろ
を
回
し
て
木
の
お
椀
を
作
っ
と
っ
た
。昔
は
、良

い
木
を
探
し
て
、山
を
あ
ち
こ
ち
訪
ね
て
は
そ
こ
に
住
む
と
い
う
暮
ら
し
を
し
て

お
っ
た
ん
よ
。そ
う
い
う
人
々
の
こ
と
は
、も
う
誰
も
忘
れ
て
し
も
う
と
る
け
ん
ど
、

山
に
は
そ
う
い
う
不
思
議
な
人
の
歴
史
も
眠
っ
と
る
ん
よ
」

森
の
中
の
孤
島

な
ご
ろ

か   

か   

し

名頃小学校のかかし

き   

じ   

し
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茅
葺
き
民
家
と

石
垣
の
里

そ
の
昔
、先
人
た
ち
が

新
た
な
地
を
目
指
し
た
山
の
街
道

山
岳
武
士
や
木
地
師
た
ち
が
行
き
交
い

日
本
史
を
支
え
た
人
々
の
ド
ラ
マ
が
眠
っ
て
い
る

山
の
上
の
街
道

　平
成
１７
年
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に

選
定
さ
れ
、一
躍
名
前
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た「
落
合
集

落
」。山
肌
を
蛇
行
す
る
道
沿
い
に
貼
り
付
く
よ
う
に
人
家
が

あ
る
こ
の
風
景
は
、こ
の
地
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。そ
の
昔
、山
の
街
道
は
大
半
が
尾
根
伝
い
。な
ぜ
な
ら
ば
、

谷
に
近
づ
く
ほ
ど
傾
斜
は
き
つ
く
な
り
、岩
肌
も
険
し
さ
を
増

し
、危
険
を
避
け
る
に
は
尾
根
伝
い
が
理
想
だ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、住
む
に
し
て
も
上
の
方
は
日
当
た
り
が
良
く
作
物
の

栽
培
に
も
適
し
て
い
ま
し
た
。

　そ
の
尾
根
伝
い
の
道
か
ら
、目
的
地
の
集
落
に
下
り
、用
が

終
わ
れ
ば
ま
た
上
が
る
と
い
う
ふ
う
で
、そ
の
道
沿
い
に
集
落

が
広
が
っ
た
の
は
、な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　あ
ま
た
の
祖
先
が
た
ど
っ
た
山
の
道
。は
じ
め
て
訪
れ
た
人

が「
落
合
集
落
」に
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
の
は
、そ
う
い

う
理
由
か
ら
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
に
来
れ
ば
、道
や
集
落
の
原

風
景
を
今
な
お
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

雲
海
の
村

　「落
合
」は
祖
谷
川
と
落
合
川
が
落
ち
合
う
地
と
い
う
こ
と

で
こ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
だ
け
に
、川
霧
が
発

生
し
や
す
く
、こ
こ
で
は
雲
海
を
見
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。三

所
神
社
を
境
に
線
で
引
い
た
よ
う
に
、そ
の
上
は
雲
海
が
漂
い

ま
す
。こ
の
神
社
の
社
叢
は
、冷
温
帯
樹
と
暖
帯
樹
の
巨
木
が

自
生
す
る
と
い
う
珍
し
い
樹
林
。徳
島
県
の
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　三
所
神
社
で
は
、春
祭
り（
旧
暦
の
三
月
五
日
）と
、夏
祭
り

（
旧
暦
の
六
月
八
日
）、秋
祭
り（
旧
暦
の
八
月
五
日
）が
行
わ

れ
、だ
ん
じ
り
や
神
輿
が
繰
り
出
し
て
い
ま
し
た
。時
代
と
共

に
、だ
ん
じ
り
巡
行
を
見
る
事
は
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

屋
太
鼓
と
呼
ば
れ
る
だ
ん
じ
り
の
上
で
は
、お
し
ろ
い
を
塗

り
、ひ
げ
を
描
き
、華
や
か
な
着
物
を
着
た
乗
り
子（
子
供
た

ち
）が
太
鼓
を
た
た
き
ま
す
。

や  

た
い  

こ

森
の
中
の
孤
島

し
ゃ
そ
う
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集
落
が
力
を
合
わ
せ

　「落
合
集
落
」が
人
々
に
愛
さ
れ
る
も
う一つ
の
理
由
。そ

れ
は
、こ
こ
が
人
力
の
み
で
生
き
抜
い
て
き
た
祖
先
の
暮

ら
し
を
今
な
お
教
え
て
く
れ
る
村
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

急
斜
面
の
暮
ら
し
は
今
も
大
半
は
人
力
に
よ
り
ま
す
。小

型
の
ト
ラ
ク
タ
ー
で
す
ら
入
り
よ
う
が
な
く
、狭
い
面
積
の

畑
仕
事
も
機
械
に
頼
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。毎
年
雨
や

雪
で
崩
れ
て
く
る
石
垣
。石
垣
を
築
き
直
し
、一
鍬
ご
と
に

土
を
上
げ
、落
合
の
暮
ら
し
は
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

生
ま
れ
変
わ
る
古
民
家

　落
合
集
落
で
は
、家
を
建
て
る
の
も
屋
根
を
葺
く
の

も
、つ
い
最
近
ま
で
集
落
の
人
々
が
茅
を
持
ち
寄
り
、力
を

合
わ
せ
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。そ
う
し
て
、江
戸
時
代
か
ら

建
て
ら
れ
た
と
い
う
古
民
家
が
残
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、集
落
の
高
齢
化
は
止
め
よ
う
が
な
く
、こ
の

ま
ま
で
は
落
合
の
集
落
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。そ
こ
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
東
洋
文
化
研
究
家
の
ア

レ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
氏
を
中
心
と
し
た「
桃
源
郷
祖
谷
の
山

里
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。「
日
本
の
山
里
の
美
し
さ
や
伝
統
を
、

今
に
あ
っ
た
形
で
、持
続
可
能
な
も
の
と
し
て
残
し
て
い

こ
う
」と
い
う
も
の
で
、外
見
は
古
民
家
の
風
情
を
残
し

な
が
ら
、空
調
設
備
や
床
暖
房
な
ど
の
最
新
設
備
を
備
え

た
宿
泊
施
設
が
次
々
と
誕
生
し
て
い
ま
す
。

三
所
神
社
の
奇
跡

　宿
泊
客
に
人
気
を
呼
ん
で
い
る
の
が
、落
合
集
落
に
住

む
南
さ
ん
に
よ
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
。落
合
集
落
の
氏
神
さ

ま「
三
所
神
社
」に
合
祀
し
て
い
る「
聖
神
社
」の
移
築
の

際
、南
さ
ん
は
人
力
仕
事
の
逸
話
と
し
て
不
思
議
な
体
験

を
し
て
い
ま
す
。集
落
の
12
人
の
男
た
ち
が
、力
を
合
わ
せ

て
大
岩
を
運
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、以
前
か
ら
南
さ

ん
は
足
が
痛
く
、こ
の
日
も
と
う
て
い
役
に
立
た
な
い
と

思
い
な
が
ら
、ど
う
に
か
こ
う
に
か
手
伝
い
を
し
た
そ
う

で
す
。す
る
と
翌
朝
、痛
か
っ
た
足
が
う
そ
の
よ
う
に
治
っ

て
い
ま
し
た
。

落
合
集
落
の

野
良
し
ご
と
。

1）急斜面に造られた山の畑は、下から上へ上へと土をかき上げながらの畑仕事。そうして、蕎麦や芋などを作ってきました。今でも当
たり前のように、植物繊維で編んだ「蓑（みの）」が愛用されています。

2）「ごうしいも」と呼ばれる小さなジャガイモ。祖谷のごちそう「ごうしいも」は、煮崩れしにくく、モチモチとした食感があります。

3）石垣を積み上げて造られた落合集落は眺めの良いことでも知られて
います。野良仕事の合間に庭先で味わう一服のお茶。山暮らしで味わう
極上の時間です。

4）干し柿・もちきび・カンコロ（干芋）など、山の暮らしにはかかせない常
備食が庭先を彩ります。

5）獣害から懸命に畑を守る番犬も山暮らしの心強い相棒。

南さんが足の痛みを取ってくれたと信仰する「三所神社」。折りに付け、集落
の人が参拝しています。

1

2

3

54

1）落合集落の民家は、今も
なお茅葺き屋根が残ってい
ます。
2）落合集落ガイドの南さん。
3）古民家宿泊施設の内部

1

2

3



山
の
離
れ
小
島

　見
渡
せ
ば
、そ
そ
り
立
つ
岩
肌
や
深
い
谷
、あ
る
い
は
天
に
向
か
う
木
立

や
深
い
森
、大
歩
危
・
祖
谷
の
地
は
周
辺
の
地
域
か
ら
孤
立
し
て
き
た
だ
け

で
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
が
自
然
環
境
に
隔
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。で
す

か
ら
、そ
の
集
落
ご
と
に
個
性
的
な
伝
統
芸
能
や
祭
り
な
ど
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。閉
ざ
さ
れ
た
森
の
舞
台
で
始
ま
る
季
節
の
祭
り
、そ
れ
ら
は
そ
の

昔
に
日
本
の
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
た
懐
か
し
の
情
景
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

森
の
絵
物
語

　も
し
か
し
た
ら
神
代
か
ら
続
い
て
き
た
踊
り
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ほ
ど
に

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る「
神
代
踊
り
」。も
と
も
と
は
、笠
踊
り
、太
鼓
踊
り
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、大
正
時
代
に
当
時
の
皇
太
子（
後
の
昭
和
天
皇
）

の
前
で
披
露
す
る
と
い
う
栄
誉
に
恵
ま
れ
、「
神
代
踊
り
」と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。か
つ
て
は
、各
地
で
踊
ら
れ
て
い
た
雨
乞
い
踊
り
の
素

朴
な
姿
を
と
ど
め
る
、国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
で
す
。

　ま
た
、神
代
踊
り
を
含
む
各
地
の「
風
流
踊
」は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
つ
か
し
の
宵

　そ
こ
は
、正
真
正
銘
の
森
の
孤
島
。深
い
木
立
に
囲
ま
れ
て
、昼
な
お

暗
い
後
山
の
四
所
神
社
。阿
弥
陀
堂
の
農
村
舞
台
が
あ
る
広
場
だ
け
、

ま
あ
る
く
青
空
が
の
ぞ
き
ま
す
。夜
の
帳
が
下
り
る
と
降
る
よ
う
な
星

空
。け
れ
ど
も
、今
夜
は
月
も
星
も
か
す
み
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、祭
り

の
か
が
り
火
や
提
灯
が
赤
々
と
点
っ
て
い
る
か
ら
。秋
風
が
身
に
し
む

季
節
、お
接
待
の
甘
酒
を
す
す
り
な
が
ら
、温
か
い
感
動
に
浸
る「
襖
か

ら
く
り
」。す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た「
な
つ
か
し
い
祭
り
の
宵
」が
こ
こ
に

あ
り
ま
す
。

　か
つ
て
、日
本
中
で
人
形
浄
瑠
璃
が
も
て
は
や
さ
れ
た
時
代
が
あ
り

ま
し
た
。激
し
い
恋
の
道
行
き
も
艱
難
辛
苦
の
人
生
も
人
形
が
演
じ
る

こ
と
で
、よ
り
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
れ
は
、現
代
の

ア
ニ
メ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。娯
楽
の
少
な
い
山

中
で
は
、や
が
て
村
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
手
で
舞
台
を
作
り
、人
形

を
操
り
、そ
の
背
景
の
ふ
す
ま
絵
を
描
き
ま
し
た
。そ
の
舞
台
転
換
を

工
夫
し
て
い
る
内
に
、糸
を
操
っ
て
背
景
の
襖
絵
を
変
え
て
い
く
と
い
う

「
襖
か
ら
く
り
」が
誕
生
し
た
の
で
す
。
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民
俗
芸
能
を
守
り
抜
く
里

昼
間
の
森
に
現
れ
る
妖
精

夜
の
森
に
響
く
拍
子
木

祖
谷
の
民
俗
芸
能
は

美
し
く
も
不
思
議
な
世
界
を
創
り
出
す

森の中の広場で色とりどりの衣装を着けた人々が、ひとりひとりと躍
り出て輪になります。まるで懐かしい絵本のようにも見える「神代踊
り」。踊りが終われば、またひとりひとりと森に消えていくように輪を
離れて行きます。毎年旧暦の6月25日に善徳の天満宮神社で行われ
ています。

森
の
中
の
孤
島

祖谷の襖絵は、明治後期から大正時代の作と言わ
れています。徳善や田ノ内地区など五ヶ所に約三
百枚が保存されていました。特に後山では保存状
態の良い襖絵が縁側の下から多数見つかりまし
た。地元の人々が毎年、一枚一枚の襖絵や垂れ幕
を虫干しし続けたおかげです。同時に、舞台の部
材なども発見され、復元がかないました。
そして、祖谷襖からくり保存会により襖からくりの
妙技を、今も見ることができます。

じ
ん
だ
い
お
ど
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伝
説
の
里

は
る
か
な
奈
良
時
代
や
鎌
倉
時
代
を

身
近
に
感
じ
る
祖
谷
の
地

千
年
、五
百
年
と
変
わ
ら
ぬ
風
景
や
物
語
が

こ
こ
に
は
あ
る
の
で
す

閑定名の小高い丘の上、通称「お山
さん」にある「恵伊羅御子の墓」。見
逃してしまいそうな小さな祠だが、
今なお地元の人々が大切に花を手
向けています。

都
か
ら
の
未
来
人

　祖
谷
・
大
歩
危
の
地
に
は
数
々
の
伝
説
が
伝
わ
り
ま
す
。

　そ
の一つ
が
、こ
こ
に
住
み
始
め
た
と
い
う
祖
谷
山
の
祖
先
の
物
語
。「
恵

伊
羅
御
子
」と「
小
野
老
婆
」と
い
う
智
恵
や
技
術
を
持
っ
た
人
物
が
五
穀

の
種
を
携
え
て
、祖
谷
の
山
に
分
け
入
っ
て
集
落
を
作
り
、機
織
り
や
農

耕
を
広
め
た
と
い
い
ま
す
。二
人
が
山
に
入
っ
た
の
は
天
平
勝
宝
四
年（
七

五
二
年
）と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
年
は
奈
良
の
都
で
東
大
寺
大

仏
の
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
ま
し
た
。当
時
の
祖
谷
で
、狩
猟
な
ど
を
主
と

す
る
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、ま
だ
原
始
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
都
の
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
持
ち
込
ん
だ
人
々
は
、崇
敬
を
集
め
、

祖
谷
開
山
の
祖
と
慕
わ
れ
続
け
ま
し
た
。情
報
が
遮
断
さ
れ
た
祖
谷
で

は
、ゆ
っ
く
り
と
歴
史
が
動
い
て
い
た
の
で
す
。

恋
を
か
な
え
愛
を
守
る

　鎌
倉
時
代
に
起
こ
っ
た
元
弘
の
乱
に
よ
り
、
土
佐
に
流
さ
れ
た
尊

良
親
王
の
後
を
追
っ
て
、
都
か
ら
や
っ
て
き
た
加
羅
宇
多
姫
は
、
祖
谷

の
山
に
分
け
入
り
こ
の
地
で
若
君
を
出
産
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
過
酷

な
山
旅
に
よ
る
早
産
の
た
め
か
、
介
抱
の
か
い
な
く
小
さ
な
命
を
助
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
悲
し
み
の
な
か
で
土
佐
に
向
か
っ
た

姫
で
す
が
、
す
で
に
親
王
は
九
州
に
発
っ
た
後
で
し
た
。
悲
嘆
に
暮
れ

て
来
た
道
を
も
ど
り
ま
し
た
が
、
産
後
の
肥
立
ち
が
悪
く
帰
ら
ぬ
人
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
旅
路
の
山
中
で
愛
す
る
人
も
愛
し
子
も
次
々

と
失
っ
た
姫
。
そ
の
悲
し
さ
は
祖
谷
の
谷
底
よ
り
も
深
い
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
思
い
は
、
い
つ
し
か
愛
を
請
う
女
性
た
ち
の
願

い
を
か
な
え
る
強
い
信
念
と
な
り
、加
羅
宇
多
姫
を
祀
る
古
宮
神
社
は
、

恋
愛
成
就
や
安
産
祈
願
を
祈
る
女
性
た
ち
の
守
り
神
と
な
り
ま
し
た
。

森
の
中
の
孤
島

恵伊羅御子の墓
西祖谷の中心地にある若宮神社。
尊良親王と加羅宇多姫の愛の結晶
は、本当にはかない命でした。今は
子どもたちの健やかな成長を見
守っています。

若宮神社

古宮神社
ロッククライミングでも知られる古宮嶽の下に
ある古宮神社。山道をひたすら進んだその先
に恋愛成就と安産の神様を祀っています。

た
か

か

　ら

　う

　た

い
　ら
　み
　こ

お
の
の
ろ
う
ば

え

よ
し
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早春の山は、まるで眠りから覚める少女。恥じらいながら、紅（べに）を点(さ)す頬(ほほ)のように、山
の間にわずかずつ色がよみがえってきます。ほんの少し登るだけで、山の温度は変わります。桜前線
が里から頂に向けて移り変わるさま、紅葉前線が降りてくる山肌を見ることもできます。

山
は
い
つ
も
詩
人

花
と
樹
の
詩

か
く
れ
ん
ぼ
の
情
景



2021

山の名物

あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、「
粉
ひ
き
節
」を
口
ず
さ
み

な
が
ら
、眠
気
を
紛
ら
わ
せ
て
い
た
の
で
す
。

　「
粉
ひ
き
節
」は
東
祖
谷
を
中
心
に
歌
い
継
が

れ
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
う
た
い
文
句
に
は
微
妙
な
違

い
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、「
祖
谷
の

粉
ひ
き
節
」や「
祖
谷
の
里
唄
」と
し
て
楽
譜
に
残
し

た
り
、あ
る
い
は
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
、全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。仕
事
唄
で
あ
り

な
が
ら
優
美
さ
を
持
つ「
粉
ひ
き
節
」。我
慢
強
く
、

た
く
ま
し
く
、と
き
に
は
な
ま
め
か
し
く
美
し
く
、

手
間
暇
か
け
て
家
族
を
支
え
て
き
た「
日
本
の
母
」

の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

Local specialties
of a mountain

祖谷の粉ひき節
ものがたり

嫁
の
手
仕
事

　祖
谷
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
、「
粉
ひ
き
」は
な
く
て

は
な
ら
な
い
仕
事
で
す
。米
の
収
穫
は
ほ
と
ん
ど
見

込
め
な
い
山
あ
い
で
は
、麦
、粟
、黍
、豆
、そ
し
て
蕎

麦
を
主
食
代
わ
り
に
し
て
き
た
時
代
が
長
く
あ
り

ま
し
た
。麦
の
粉
は「
は
っ
た
い
粉
」、蕎
麦
の
粉
は

「
そ
ば
き
り
」、粟
や
黍
は
餅
や
団
子
に
し
て
、と
き

に
は
保
存
食
と
し
て
、あ
る
と
き
に
は
も
て
な
し
の

ご
ち
そ
う
と
し
て
食
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　粉
を
ひ
く
作
業
は
、祖
谷
の
嫁
た
ち
の
仕
事
。昼

間
は
山
で
野
良
仕
事
、夜
は
夜
で
粉
ひ
き
作
業
。石

臼
を
黙
々
と
回
し
て
い
れ
ば
眠
く
な
ら
な
い
わ
け
が

あ
わ

き
び

祖
谷
の
か
ず
ら
橋
ゃ
　蜘
蛛
の
巣
の
如
く

風
も
吹
か
ん
の
に

　ゆ
ら
ゆ
ら
と

吹
か
ん
の
に

　吹
か
ん
の
に

　風
も

風
も
吹
か
ん
の
に

　ゆ
ら
ゆ
ら
と

祖
谷
の
か
ず
ら
橋
ゃ
　ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
れ
ど

主
と
手
を
引
き
ゃ
　こ
わ
く
な
い

手
を
引
き
ゃ
　手
を
引
き
ゃ
　主
と

主
と

　手
を
引
き
ゃ
　こ
わ
く
な
い

粉
ひ
き
ば
あ
さ
ん

　お
年
は
い
く
つ

私
し
ゃ
引
木
と

　同
い
年

引
木
と

　引
木
と

　私
し
ゃ

私
し
ゃ
引
木
と

　同
い
年

祖
谷
の
粉
ひ
き
節
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　古
く
か
ら
山
の
常
食
で
あ
っ
た「
蕎
麦
」。

阿
波
志
に
よ
れ
ば
、「
瘠
田
之
を
播
く
、養

は
灰
を
以
て
す
」と
あ
り
、米
の
実
ら
な
い

や
せ
た
畑
に
そ
ば
を
植
え
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。そ
の
畑
の
多
く
は
焼
畑
で
、祖
谷

で
は
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
焼
畑
が
行
わ

れ
、祖
谷
の
そ
ば
は「
焼
畑
の
蕎
麦
」と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　山
の
暮
ら
し
で
そ
ば
が
必
要
な
の
は
、貯

蔵
性
が
良
い
こ
と
も
上
げ
ら
れ
ま
す
。そ
ば

米
、そ
ば
ね
り
、麺
そ
ば
、そ
ば
団
子
、そ
ば

粉
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
し
て
食
さ
れ
て
き

ま
し
た
。そ
ば
の
豊
富
な

食
文
化
が
山
の
暮
ら
し

を
彩
っ
て
き
た
の
で
す
。

　例
え
ば
、「
そ
ば
米
」は

そ
ば
の
実
を
塩
ゆ
で
し

て
、か
ら
を
む
き
、乾
燥

さ
せ
て
作
り
ま
す
。こ
の

「
そ
ば
米
」を
使
っ
た「
そ

ば
米
雑
炊
」は
、祖
谷
地

方
の
有
名
な
郷
土
料

理
。そ
の
始
ま
り
は
、平
家
の
落
人
た
ち

が
、都
を
し
の
ん
で
正
月
料
理
に
作
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　祖
谷
で
は
、人
が
集
ま
れ
ば
必
ず「
祖
谷

そ
ば
」が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。何
十
人
と
い

う
お
客
が
あ
る
と
き
に
は
、嫁
と
姑
が
夜
な

べ
仕
事
で
そ
ば
粉
を
ひ
き
ま
し
た
。ふ
と
夜

中
に
目
を
覚
ま
す
と
、黙
々
と
石
臼
を
回

す
母
の
姿
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　「祖
谷
そ
ば
」は
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で

作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、本
来
は
つ
な
ぎ
の

粉
を
一
切
入
れ
ず
、麺
が
太
く
切
れ
や
す
い

の
が
特
徴
で
し
た
。今
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

店
に
よ
り
、食
感
を
工
夫
し
て
い
ま
す
が
、

そ
ば
本
来
の
風
味
が
立
つ
の
は
今
も
昔
も

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　小
さ
な
、小
さ
な
そ
ば
の
実
に
祖
谷
の

大
自
然
が
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

「
祖
谷
そ
ば
」。

　一杯
の「
祖
谷
そ
ば
」に
は
、山
の
歴
史
や

暮
ら
し
、思
い
出
も
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

祖谷そばができるまで。

祖谷地方では、ジャガイモの収穫を終え
た畑にそばの種をまく「夏まき」。夏休み
でうれしそうな子どもたちの姿が見られる8
月頃に種をまきます。

山の秋が身に染みる9月頃、一面白い
花で覆われるそば畑。そよ風に揺れる夢
のような花畑。

朝夕がめっきりと冷え込む10月頃、そばの
刈り取りです。刈り取ったそばはハデ木に
掛け、晩秋のお日様に干して一ヶ月間乾
燥させます。

1 種まき 2開花 3刈り取り・天日干し

乾燥が終われば、実を落とす脱穀で
す。昔はむしろの上に乾燥させたそばを
広げ、唐竿（からさお）という道具でたたく
ようにして、そばの実を落としました。

嫁と姑がそば粉をひくと、仲が良いと風味
の良い細やかな粉になり、仲が悪いと自
分の方にばかり引っ張ろうとして荒いそば
粉になったとか。

ひいたそば粉に水を入れて手でこねてい
きます。水はおいしいと言われる祖谷のわ
き水。祖谷で食べるとさらにおいしく感じる
のは、水が良いからに違いありません。

4 脱穀 5粉ひき 6そば打ち

台の上に打ち粉をふり、まずは手のひらで円盤
状につぶします。それから麺棒でうすく延ばして
いきます。90度麺棒の向きを変え、生地をまた
麺棒にくるくると巻き付けて延ばすをくり返すと、
生地は正方形に近づいてきます。

こねたら丸めをくり返し、麺棒でのばし、折り
たたんで包丁で切ります。名人の力加
減、早業には目を見張ります。

沸騰したお湯に、そばをほぐし入れ、お湯
が再び沸騰したら差し水をします。おいしく
て、どこかなつかしい祖谷そばのできあがり。

7のばす 8そば切り 9できあがり

祖
谷
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド



清
ら
か
な
気
に
満
ち
て

　川
霧
が
立
ち
昇
り
、南
に
向
い
て
山
上
の
太
陽
が

降
り
注
ぐ
、清
ら
か
な
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
大
歩

危
・
祖
谷
は
、良
質
な
お
茶
の
産
地
で
も
あ
り
ま
す
。

山
の
自
然
が
育
ん
だ
健
や
か
な
味
が
体
に
心
に
染

み
渡
り
ま
す
。

　な
か
で
も「
有
瀬
茶
」や「
山
城
茶
」は
、お
い
し
い

お
茶
と
し
て
知
ら
れ
、地
元
の
み
な
ら
ず
近
隣
の

人
々
に
も
愛
飲
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

茶
摘
み
唄
の
里「
有
瀬
」

　高
知
県
境
に
近
い「
有
瀬
」は
、祖
谷
随
一の
お
茶

の
産
地
。南
に
向
か
っ
て
吉
野
川
を
見
下
ろ
す
眺
望

は
息
を
の
む
ほ
ど
に
美
し
く
、朝
の
光
を
浴
び
て
茶

畑
に
立
つ
と
、隠
れ
里
に
住
む
幸
福
感
に
ふ
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　こ
の
地
で
代
々
、お
茶
づ
く
り
に
励
ん
で
き
た
平

松
さ
ん
は
、茶
畑
の
み
な
ら
ず
製
茶
工
場
も
営
ん
で

い
ま
す
。「
製
茶
工
場
と
い
う
て
も
、お
や
じ
の
代
か

ら
の
素
朴
な
機
械
や
か
ら
、人
の
手
に
頼
っ
と
ん
の

よ
。微
妙
な
あ
ん
ば
い
を
調
整
す
る
の
は
、や
っ
ぱ
り

手
加
減
。手
も
み
に
近
い
お
茶
よ
」。

　民
謡
の
宝
庫
祖
谷
に
は「
茶
も
み
唄
」が
伝
わ
り

ま
す
。

〽
お
茶
を
つ
か
む
な
り
や
ノ
ー
ホ
イ
ノ
ー
ホ
イ

　三
度
に
お
つ
み

　根
葉
に
天
葉
に

　ま
わ
り
づ
み

　シ
ョ
ン
ガ
エ
ー

　こ
の
唄
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、そ
の
昔
か
ら
祖
谷

の
人
々
の
手
仕
事
で
育
ま
れ
て
き
た
お
茶
。「
静
岡
の

お
茶
も
、も
と
は
と
言
え
ば
、祖
谷
の
茶
の
苗
が
東

海
道
を
旅
し
て
届
け
ら
れ
た
も
ん
よ
」と
、そ
ん
な

話
も
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　か
つ
て
、こ
の
地
に
は
七
組
合
の
工
場
が
あ
り
、

「
有
瀬
茶
」は
紙
袋
に
詰
め
ら
れ
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し

た
。そ
の
後
、旧
西
祖
谷
の
役
場
が
率
先
し
て「
か
ず

ら
橋
茶
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
名
も
つ
け
ら
れ
た
そ
う
で

す
。そ
ん
な「
有
瀬
茶
」も
現
在
で
は
、平
松
さ
ん
た

だ
一
人
が
守
っ
て
い
ま
す
。

妖
怪
も
大
好
き
？「
山
城
茶
」

　今
や
妖
怪
で
知
ら
れ
る「
山
城
」地
区
。こ
の
地
の

お
茶
も
昔
か
ら
有
名
で
、明
治
初
年
か
ら
道
中
の
苦

労
を
乗
り
越
え
、は
る
ば
る
阪
神
地
方
に
販
売
さ
れ

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。ま
だ
三
名
村
時
代
の
昭
和
五

年
に
は
祖
谷
の
人
々
に
も
呼
び
か
け
て
、「
祖
三
製

茶
販
売
利
用
組
合
」が
設
立
さ
れ
、い
ち
早
く
製
茶

工
場
を
建
設
し
ま
し
た
が
台
風
で
倒
壊
。戦
後
の
昭

和
三
十
一
年
に
な
っ
て
、「
三
名
村
農
業
協
同
組
合
」

の
工
場
が
小
学
校
の
旧
校
舎
を
利
用
し
て
完
成
し

ま
し
た
。や
が
て
、農
協
か
ら
独
立
す
る
形
で
茶
業
組

合
が
設
立
さ
れ
、現
在
の「
山
城
茶
業
組
合
」の
歴
史

に
つ
な
が
り
ま
す
。そ
の
組
合
か
ら
は
、山
城
名
物
の

「
妖
怪
茶
」も
誕
生
し
ま
し
た
。

　山
城
茶
業
組
合
の
立
ち
上
げ
に
当
初
か
ら
関
わ

り
、現
在
は
会
計
理
事
を
務
め
る
川
内
さ
ん
は
、四

国
の
秘
境
山
城
大
歩
危
妖
怪
村
の
理
事
で
も
あ
り

ま
す
。そ
の
庭
先
に
は
、妖
怪
な
ら
ぬ
都
か
ら
や
っ
て

き
た
と
い
う
お
姫
さ
ま
の
祠
が
あ
り
ま
す
。吉
野
川

の
上
流
と
下
流
が
見
渡
せ
る
こ
こ
は
、昔
か
ら
旅
の

重
要
拠
点
。山
城
の
お
茶
は
旅
人
の
か
わ
い
た
喉
を

潤
し
、そ
の
お
い
し
さ
が
口
々
に
伝
わ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
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山の名物
Local specialties
of a mountain

天空に香るお茶ものがたり

1

2

先代から伝わる平松製茶工場で、緑茶
と番茶が作られています。手作り感を残
す製造工程も「有瀬茶」の魅力。

川内さんのお茶畑は、家の裏山、
山猿も転げ落ちるという急斜面に
あります。

1）「おいしいお茶は霧が育てる」とも言われますが、この地域では季節の変わり目に「八合
霧」が発生します。「八合霧」とは、寒暖差が激しい朝に谷川から山肌をはい上がるように
かかる霧（雲海）のこと。この「八合霧」によって、甘みと渋みのバランスがとれたおいしいお
茶を収穫することができます。

2）山の神に感謝しながら、丁寧に手摘みされる秘境のお茶
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　吉
野
川
を
見
下
ろ
す
大
歩
危
・
祖
谷
の
急
斜

面
、山
肌
に
貼
り
付
く
よ
う
な
自
然
の
茶
畑
。日

本
茶
の
原
種
と
も
言
え
る
こ
の
自
生
茶
が
今
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　自
然
界
の
茶
は「
異
株
結
果
」、異
な
っ
た
株

の
花
同
士
で
結
実
し
ま
す
。そ
こ
で
栽
培
種
で
あ

る「
や
ぶ
き
た
」は
、挿
し
木
に
よ
り
品
質
の
安
定

し
た
茶
を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。そ
れ
に
反
し

て
、自
生
茶
は
実
に
多
種
多
様
な
茶
の
木
が
交

配
す
る
た
め
、一つ
と
し
て
同
じ
モ
ノ
が
な
い
く
ら

い
個
性
的
な
お
茶
と
な
り
ま
す
。

　も
ち
ろ
ん
、大
歩
危
・
祖
谷
も「
や
ぶ
き
た
」種

が
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
自

家
製
の
お
茶
を
作
り
続
け
て
き
た
た
め
、あ
ち
こ

ち
に
自
生
茶
が
残
さ
れ
て
き
ま
し
た
。ま
た
、焼

畑
や
木
材
の
伐
採
地
に
も
自
生
茶
が
広
が
り
ま

し
た
。こ
う
し
て
、大
歩
危
・
祖
谷
に
は
、長
い
年

月
を
か
け
て
自
然
交
配
さ
れ
、丸
い
葉
や
細
長
い

葉
と
い
ろ
い
ろ
な
葉
が
見
ら
れ
る
自
生
茶
が
多

く
あ
る
の
で
す
。そ
し
て
、こ
の
自
生
茶
は
、今
ま

で
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
深
い
味
わ
い
の

お
茶
と
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　そ
こ
で
、こ
の「
山
茶
」を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
、

多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
が

「
天
空
の
山
茶
」で
す
。そ
の
条
件
は
、天
空
の
郷

この地の自生茶は、可憐な花の下に「ゴボウ
根」といわれる根を地中深くまで張り巡らせて
います。そのため強靱な生命力にあふれ、ほ
とんど手をかけず山の畑で生き延びてきまし
た。「天空の山茶」を飲めば「寿命が延びる心
地がする」という声が聞こえてくるのは、そうい
う理由からでしょうか。

手
揉
み
番
茶

　大
歩
危
・
祖
谷
で
は
、今
で
も
自
家
製
の
お
茶

を
作
る
家
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。庭

や
畑
の一
部
に
お
茶
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
て
、初

夏
に
摘
み
取
り
、手
で
揉
み
、天
日
で
干
し
て
仕

上
げ
ま
す
。

　そ
の
自
家
製
法
を
生
か
し
て
作
ら
れ
る
の
が

山
城
茶
業
組
合
の「
番
茶
」。普
通
の
番
茶
は
、一

番
茶
を
使
い
ま
せ
ん
が
、こ
こ
で
は
一
番
茶
を
使

い
、昔
な
が
ら
の
手
揉
み
の
技
で
揉
ま
れ
る
上
に

天
日
に
干
し
て
乾
か
し
ま
す（
現
在
で
は
衛
生
上

の
問
題
で
さ
ら
に
念
入
り
に
機
械
で
乾
燥
さ
せ

て
い
ま
す
）。こ
う
し
て
、自
然
の
味
わ
い
を
大
切

に
し
た
日
干
し
手
揉
み
番
茶「
児
啼
爺
茶
」が
完

成
し
ま
す
。ま
た
、水
出
し
で
も
飲
め
る
と
い
う

「
上
番
茶
」も
人
気
で
す
。

「
天
空
の
山
茶
」
は

祖
谷
や
大
歩
危
で
自
生
し
て
き
た
茶
の
木
。

そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
で

独
特
の
ブ
レ
ン
ド
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
れ
こ
そ
が
、
山
の
恵
み
の

ひ
と
し
ず
く
な
の
で
す
。

天
空
の
山
茶

に
自
生
す
る
自
然
の
姿
を
そ
の
ま
ま
守
る
こ
と
。

も
ち
ろ
ん
完
全
無
農
薬
、そ
の
上
、肥
料
も
施
し

て
い
ま
せ
ん
。昔
な
が
ら
に
刈
り
込
ん
だ

”カ
ヤ
“
を
敷
き
詰
め
る
だ
け
。あ
ま
り
に
も
自

然
の
ま
ま
育
て
て
い
る
の
で
、と
き
に
は
遅
霜
に

遭
っ
て
お
茶
の
葉
が
焼
け
て
し
ま
う
こ
と
も
。で

す
か
ら
、来
年
の
収
穫
は
全
く
予
想
で
き
な
い
と

い
う「
天
空
の
山
茶
」。

　巡
り
会
え
た
な
ら
、し
っ
か
り
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
い
奇
跡
の一
服
で
す
。

5月下旬から6月上旬にかけてが茶摘みのピーク。
近所の人たちで集まって行なうのが習わしです。

1 摘み取られた茶葉は、悪い茶葉を退ける選別作業を経て
大釜に入れられ、薪を燃やして炒られます。

2

手作業でじっくり揉んだ後、数日間ムシロに茶葉を広げ
天日干しをします。

3 鉄釜で炒られた茶葉は、煮出すと茶色が濃く深みがあり、
甘みと渋みが絶妙。お茶本来の香ばしい香りがただよいます。

4

自家製のお茶は大きな缶に保存されます。そこから、必要な分だけ取
り出して飲みます。その味は、家庭によってわずかに違うのですが、ど
れも味が良く、心からほのぼのとするお茶の時間が広がります。
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かくれんぼの情景／川の幻想〈山城町赤谷〉
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心の底から美に染まる「大歩危・祖谷」の休日。山肌も水も
季節ごとに趣を変え、自然の筆遣いは微妙に変化します。
吉野川の川下りは晩秋から冬にかけていよいよ水が澄み、
透明感あふれる水面の美しさに言葉を失います。

か
く
れ
ん
ぼ
の
情
景

自
然
は
や
っ
ぱ
り
美
の
魔
術
師

渓
谷
ア
ー
ト

渓谷の「行く川の流れ」。毎日見ている人でさえ同じ日はないと言うほど、
「一期一会」を教えてくれます。ただ流れを見ているだけで、心が洗われてく
るよう。

祖谷渓谷が中ほどの峯を挟んで、ひらがなの
「ひ」の字に見える「ひの字渓谷」。世界に認めら
れた渓谷美の代表です。
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川と生きる／水のワンダーランド〈大歩危〉
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吉
野
川
グ
リ
ー
ン

流
れ
に
挑
む

　山
も
緑
、流
れ
も
緑
。例
え
ば「
千
歳
緑
」の
深
い

緑
か
ら
、「
白
緑
」の
爽
や
か
な
緑
ま
で
、さ
ま
ざ
ま

な
緑
に
染
ま
る
大
歩
危
一
帯
は
、全
国
各
地
の
カ

ヌ
ー
イ
ス
ト
や
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
愛
好
家
に
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
、日
本
有
数
の
川
遊
び
ポ
イ
ン
ト
。
　

　訪
れ
た
人
々
は
、ま
ず
川
岸
で
水
の
美
し
さ
に
歓

声
を
上
げ
ま
す
。何
よ
り
こ
こ
は
通
年
水
量
が
豊
富

で
、そ
の
気
に
な
れ
ば
一
年
中
遊
べ
る
ほ
ど
。「
こ
う
い

う
川
は
意
外
と
少
な
い
」と
、カ
ヌ
ー
の
専
門
家
は
語

り
ま
す
。北
国
は
当
然
な
が
ら
冬
に
川
遊
び
は
で
き

ま
せ
ん
。南
の
川
に
行
け
ば
、真
夏
に
水
が
涸
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。と

こ
ろ
が
、吉
野
川
は

真
夏
も
真
冬
も
豊
か

な
川
の
流
れ
に
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。で
す
か

ら
、こ
こ
に
住
ん
で

カ
ヌ
ー
や
ラ
フ
テ
ィ
ン

グ
の
腕
を
磨
き
た
い

と
思
う
人
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　ち
な
み
に
、個
人
で
は
な
く
業
者
が
開
催
す
る
ラ

フ
テ
ィ
ン
グ
ツ
ア
ー
を
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
と

呼
び
ま
す
が
、日
本
で
初
め
て
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ラ
フ

テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
の
は
、こ
こ
吉
野
川
で
す
。

流
れ
に
浮
か
ぶ

　今
で
は
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
で
に
ぎ
わ
う
吉
野

川
。は
る
か
昔
、そ
の
水
面
に
浮
か
ん
で
い
た
の
は

「
か
ん
ど
り
舟
」と
い
う
素
朴
な
舟
で
し
た
。

　明
治
二
十
四
〜
二
十
五
年
こ
ろ
、日
本
一の
難
所

と
言
わ
れ
て
い
た
大
歩
危
・
小
歩
危
も
国
道
の
開
通

に
よ
っ
て
、多
く
の
人
が
訪
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま

し
た
。そ
こ
で
、観
光
客
の
た
め
に
か
ん
ど
り
舟
で
川

魚
の
漁
を
始
め
た
人
物
が
い
ま
し
た
。川
を
上
り
下

り
し
て
い
る
内
に
景
観
の
素
晴
ら
し
さ
に
心
打
た

れ
、宿
泊
客
な
ど
を
乗
せ
て
の
大
歩
危
観
光
遊
覧
が

始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　今
で
は
安
定
感
の
あ
る
動
力
船
で
の
運
航
と
な
っ

た「
大
歩
危
峡
観
光
遊
覧
船
」。ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
や
カ

ヌ
ー
に
は
年
齢
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、遊
覧
船
な
ら

ば
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
で
も
安
心
し
て
川
遊
び
を
楽
し
め

ま
す
。間
近
に
見
る
事
の
で
き
る
美
し
い
岩
石
や
V

字
谷
の
様
子
か
ら
日
本
列
島
の
成
り
立
ち
を
感
じ

る
事
が
で
き
ま
す
。

億年前の記憶
平成26年3月、大歩危は国の天然記念物に指定されま
した。大歩危の岩石は、２億年前から１億年ほど前に海
底深く生まれたもので、学名を結晶片岩と言います。

川と生きる

ち
と
せ
み
ど
り

び
ゃ
く
ろ
く
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　平
家
の
落
人
が
追
っ
手
を
逃
れ
る
た
め

に
、切
り
落
と
せ
る
よ
う
に
と
、こ
の
橋
を

架
け
た
と
も
伝
わ
る「
か
ず
ら
橋
」。昔
の

か
ず
ら
橋
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
実
に
頼
り
な
い

浮
き
橋
で
し
た
。

　江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
、祖
谷
に
は

十
三
の
か
ず
ら
橋
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す

が
、一
度
は
全
て
の
か
ず
ら
橋
が
姿
を
消
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
の
後
、昭
和
三
年
に

有
志
の
手
に
よ
っ
て
善
徳
の
か
ず
ら
橋
が

よ
み
が
え
り
ま
す
。

　こ
の
橋
は
、暮
ら
し
の
橋
と
言
う
よ
り

観
光
資
源
と
し
て
再
び
架
け
ら
れ
た
も
の

で
し
た
。で
す
か
ら
、見
か
け
と
は
違
っ
て
、

よ
り
確
か
な
橋
、よ
り
安
全
な
橋
梁
を
目

指
し
て
進
化
を
続
け
ま
す
。そ
の
た
め
、三

年
ご
と
に
切
り
落
と
さ
れ
、再
び
強
固
に

掛
け
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　と
は
い
え
、こ
の
か
ず
ら
橋
は
水
面
か

ら
十
四
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、長
さ

は
四
十
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。「
さ
な

ぎ
」と
呼
ば
れ
る
橋
の
底
に
敷
か
れ
た
木

片
の
間
か
ら
は
、水
し
ぶ
き
を
上
げ
て
流

れ
る
渓
谷
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、ま
た
一

足
ご
と
に
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
の
で
、人
々

は
ド
キ
ド
キ
す
る
よ
う
な
ス
リ
ル
を
味
わ

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。ち
な
み
に
、心
理
学

的
に
も
共
に
ド
キ
ド
キ
す
る
よ
う
な
時
間

を
持
つ
と
、そ
の
二
人
は
恋
に
落
ち
や
す

い
と
か
。

　ほ
か
に
も
頼
り
合
っ
て
渡
る
家
族
、励

ま
し
合
っ
て
渡
る
仲
間
と
、切
り
落
と
す

た
め
の
橋
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
人
の
絆

を
深
め
て
き
ま
し
た
。

　地
元
保
存
会「
か
ず
ら
橋
保
存
会
」に

よ
る
三
年
に一
度
の
架
け
替
え
は
、そ
の
持

続
可
能
な
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ

2
0
2
3
年「
世
界
の
持
続
可
能
な
観
光

地
ト
ッ
プ
１
０
０
選
」に
選
ば
れ
ま
し
た
。

奥祖谷二重かずら橋
「祖谷のかずら橋」から車で約１時間、奥祖谷にも二つの
かずら橋が架けられています。素朴な面影を残す「奥祖谷
二重かずら橋」は男橋と女橋があります。

川と生きる

か
ず
ら
橋
の
夢

現在の橋は、もちろんかずらだけではなく、
頑丈なワイヤーが補強の役目を担っていま
す。

架け替え作業中の橋。見学することしかで
きませんが、最もスリリングな状態です。

以前は、架け替えの度に古い橋が切り落と
されていましたが、現在は解体工事が行わ
れます。

かずら橋の
架け替え作業

切
ら
れ
る
運
命
の
橋
が
夢
見
た
の
は

永
遠
に
切
れ
な
い
人
の
絆
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真
実
を
隠
す
山

　祖
谷
の
山
は
た
く
さ
ん
の
秘
密
を
抱
え

て
い
ま
す
。秘
密
を
守
る
た
め
に
山
中
に

分
け
入
っ
た
人
も
お
り
ま
し
た
。そ
の
代

表
が
平
家
の
落
人
た
ち
で
す
。

　平
安
時
代
に
お
こ
っ
た
源
平
合
戦
は
、

日
本
全
土
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、後

に
紅
白
戦
の
語
源
に
も
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。日
本
史
を
動
か
し
た
一
大
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ン
で
、そ
の
逸
話
は
各
地
で
語
り

継
が
れ
、数
々
の
落
人
伝
説
が
残
さ
れ
て

き
ま
し
た
。祖
谷
で
は
落
人
伝
説
を
、子
ど

も
の
頃
か
ら
繰
り
返
し
聞
い
て
育
っ
た
人

が
大
勢
い
ま
す
。

　と
き
に
伝
説
は
史
実
と
異
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。そ
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
に

は
、ず
い
ぶ
ん
と
時
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。た
だ
、そ
う
い
う
話
が
語
り
継
が
れ
て

き
た
と
い
う
の
は
、ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
。

そ
こ
に
は
語
り
部
た
ち
が
伝
え
た
か
っ
た

真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　こ
の
地
で
は
、屋
島
の
合
戦
に
敗
れ
た

平
国
盛
一
族
は
、安
徳
天
皇
を
お
守
り
し

て
讃
岐
山
脈
を
越
え
、祖
谷
の
地
で
過
ご

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。真
実
か

否
か
、ま
ず
は
こ
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ

て
そ
の
史
跡
を
訪
ね
て
み
て
く
だ
さ
い
。 祖谷の地に永住した国盛一族、その屋敷は巨木の森を背に今もひっそりとたたずん

でいます。

も
う
ひ
と
つ
の
平
家
物
語

山
の
秘
密

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声

　諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

沙
羅
双
樹
の
花
の
色

　盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
わ
す

お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず

　た
だ
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し

た
け
き
者
も
つ
い
に
は
滅
び
ぬ

　ひ
と
え
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　〈平
家
物
語  

冒
頭
よ
り
〉

平家伝説が幾つも残る祖谷の地。安徳帝のご火葬場跡やおまつりした神社もあり、国盛が植えたという「鉾杉」や「平家の赤旗」も伝えられてき
ました。

祖谷の地に伝わる平家の赤旗に記された紋章は「むかい揚羽」
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　大
歩
危
・
祖
谷
に
あ
る
山
城
地
区
は
、世
界
妖
怪
協
会
か
ら「
怪
遺
産
」に
認
定
さ

れ
る
ほ
ど
の
妖
怪
の
宝
庫
。お
よ
そ
六
十
種
、百
五
十
ヶ
所
に
妖
怪
や
憑
き
も
の
、た

た
り
な
ど
の
伝
説
が
残
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　山
の
暮
ら
し
は
、不
思
議
に
満
ち
て
い
ま
す
。風
の
音
、水
の
流
れ
、木
立
の
う
な

り
、獣
の
声
、静
寂
の
奥
か
ら
何
か
の
気
配
が
確
か
に
忍
び
寄
っ
て
き
ま
す
。山
の
暮
ら

し
は
、危
険
に
も
満
ち
て
い
ま
す
。そ
の
昔
の
大
歩
危
小
歩
危
、一
歩
足
を
踏
み
外
せ
ば

深
い
谷
底
に
落
ち
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。で
す
か
ら
、山
の
人
々
は
危
険
を
知

ら
せ
る
た
め
に
、ま
た
不
思
議
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、「
妖
怪
」を
出
現
さ
せ
ま
し

た
。と
き
に
は
、秘
密
を
守
る
た
め
に
も…

。

　い
え
、山
城
で
は
ホ
ン
ト
に
妖
怪
と
出
会
っ
た
と
い
う
人
、遊
ん
だ
と
い
う
人
ま
で
い

ま
す
。こ
の
秘
境
に
は
、例
え
ばU

M
A

と
呼
ば
れ
る
未
確
認
動
物
が
時
代
を
超
え
て

生
存
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
し
て
、そ
れ
以
上
に
人
々
の
想
像
力
を
か
き
た

て
る
不
思
議
な
山
や
森
が
そ
こ
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
妖
怪
伝
説
を
た
ど
る
と
、そ
こ
に
は
子
ど
も
た
ち
や
旅
人
に
教
え

諭
す
や
さ
し
い
心
、哀
れ
な
人
、は
か
な
き
人
を
思
い
や
る
温
か
い
心
が
見
え
て
き
た

り
も
し
ま
す
。山
城
で
は
、妖
怪
が
暮
ら
し
に
寄
り
添
い
、共
存
し
て
き
た
の
で
す
。

　そ
れ
に
し
て
も
、日
本
全
国
、妖
怪
が
住
み
に
く
く
な
っ
た
土
地
ば
か
り
。き
っ
と
、

今
で
は
日
本
中
の
妖
怪
が
こ
の
地
に
逃
げ
延
び
て
き
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　背
後
に
山
々
が
連
な
る
こ
と
か
ら「
ヤ
マ
ウ
シ
ロ
」と
呼
ば
れ
た
の
が
、地
名
の
由
来

と
い
う「
山
城
」。こ
の
森
で
そ
っ
と
目
を
閉
じ「
ウ
シ
ロ
の
正
面
だ
〜
れ
」と
つ
ぶ
や
く

と
、そ
の
ウ
シ
ロ
に
は
不
思
議
な
何
物
か
が
立
っ
て
い
る
の
で
は…

。

妖
怪
が
生
き
る
森

山
の
秘
密

「赤子淵を通ると、赤ん坊の泣き声が聞こえる」やら、「峠の木立に旅人の着物だけが
引っかけられていた」やら、旅の危険を知らせてきたという山城の妖怪も、今では「妖怪
スイーツかっぱ～な」などの味わい深いメニューに姿を変えて旅人に喜ばれています。

ຯ
Ί
͙
Γ山の豆腐は、険しい道を運んでも崩れないよう歯ごたえがあります。また「ぼけあげ」と呼ばれる大きな「お揚げ」

は出汁をよく吸うので、おでんや汁物などにおすすめ。地元のこんにゃく芋で作るこんにゃくは弾力も心地よい。

౾ɾา͛͋ةɾ୩͜ΜʹΌ͘

河原の石をホットプレート代わりにして、鮎やあめご、こんにゃくや豆腐などを焼き上げ
ます。周囲には味噌の土手を作るので、香ばしいにおいがたまりません。「ひらら」とは
「平たい石」のことです。

ͻΒΒম͖

Ͱ͜·Θ͠ɾ͋Ί͝ͷԘম͖
「ごうしいも」と呼ばれるジャガイモや豆腐、こんにゃくを竹串に刺し、味
噌だれを付けて炭火で焼く田楽。「でこ」とは人形のこと、回しながら焼
く様子から「でこまわし」と呼ばれています。あめごや鮎などを炭火で焼
くのも絶品。

ͪࠄࡶ
昔から会合などの際は、米や小麦、粟、き
びなどを使って、餅や団子が作られてきまし
た。今も山の素材を使って、カラフルな餅や団子
が作られています。

δϏΤྉཧ
捕獲鳥獣を有効活用し、地
域の豊かな自然が育んだ猪
肉や猪肉のジビエ料理を提
供する店舗が多くあります。

美
味
し
い
秘
密

ࢁ
ͷ
࣮
Γ 


ͷ
ܙ
Έ

େ
า
ة
ɾ

୩
ͷ

し
じ
ま

ユ
ー
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たくさんの物語が生まれる山の夜。幾夜も語り継がれた
伝説の夜。魔物や妖怪、お姫様や落人が闊歩する一
夜。人の声の心地よさが心に染みる夜。夜は寄る。心寄
せ合い、寄り添い合い、語り合う夜を過ごしましょう。

山
の
お
も
て
な
し

山
暮
ら
し
の
夜

「大歩危・祖谷」の魅力が深まる山の夜。灯りのない山間
は、空も山も川も濃いブルーに沈み、そのグラデーション
が人々を魅了します。かすかな音が耳に届く、夜のしじ
ま。どこかで燃える炎の音が温かく心に響くほど。

山
の
本
当
の
魅
力
は
、

そ
の
多
く
が
夜
に
潜
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
と
え一
夜
で
も
山
の
住
人
に
な
っ
て
、

山
暮
ら
し
の
夜
の
楽
し
み
を
手
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
こ
に
は
、ゆ
っ
た
り
と
山
の
暮
ら
し
を
楽
し
む
よ
う
な
、

そ
ん
な
心
地
よ
い
宿
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
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大
歩
危
・
祖
谷
に
は

独
特
の
時
間
が
あ
る

時
間
に
追
わ
れ
る
こ
と
も
な
く

時
間
を
追
い
越
す
必
要
も
な
い

ゆ
っ
く
り
と
思
い
を
た
ど
り

自
分
の
心
の
奥
底
を
の
ぞ
き
見
る

昔
の
人
々
の
言
葉
に
耳
を
傾
け

自
然
体
で
進
む
べ
き
未
来
を
見
つ
め
る

不
思
議
の
世
界
に
恐
れ
お
の
の
き

ヒ
ト
が
挑
む
べ
き
こ
と
と

謙
虚
に
祈
る
べ
き
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る

そ
ん
な
か
け
が
え
の
な
い
時
間
を

こ
こ
で
過
ご
し
た
い

そ
の
た
め
に
大
歩
危
・
祖
谷
に
は

ゆ
っ
く
り
と
身
を
浸
す

温
泉
も
用
意
さ
れ
て
い
る

平国盛が安徳天皇をお守りして祖谷の地に入ったときに、温泉を見つけて湯治をしたとも伝わるこの地の温泉。事実であれば、天皇さまが入った温泉ということになります。「フロノタニ」という
地名も残っていて、かつては渓谷の川に沿って所々温泉が湧いていました。今も渓谷に沿って、温泉宿が点 と々あります。山に包まれて温泉につかる幸せ、裸になって季節の風景に染まる幸
せ、ゆっくりと時が流れる幸せ。大歩危・祖谷の幸せは、人が人らしく、等身大の自分自身に気づく幸せかもしれません。

　大歩危・祖谷には温泉郷があります。自然のなかでお湯につかる開放感。雪景色を見ながら、山の頂を仰ぎながら、渓谷のせせらぎ
を聞きながら、森の緑を映しながら、木漏れ日とお湯の輝きにほほ笑みながら温泉を楽しむ幸せ。はるばる足を運び、山に分け入り、難
所を抜けてたどり着いた秘境の温泉郷。昔から、ここには芯から心を温めてくれる秘湯が待っているのです。温泉宿でのんびりと過ごせ
ば、いつしか山並みはたそがれブルーに沈み、やがて漆黒の空に満天の星が輝きます。夕暮れには温泉の湯気にごちそうの湯気が加
わって、忘れられない一夜が始まります。



山 里めぐり
ゆったり、のんびり。
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山 里めぐり
ゆったり、のんびり。
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池田町松尾松本
池田町白地
池田町ウエノ
池田町サラダ
池田町サラダ
池田町マチ
池田町マチ
池田町マチ
池田町マチ
池田町白地
池田町中西
池田町シマ
池田町シマ
池田町白地
池田町佐野
池田町西山
池田町白地
池田町川崎宮ノ前
池田町川崎
池田町大利
池田町松尾黒川
山城町西宇
山城町西宇
山城町黒川
山城町白川
山城町上名
山城町上名
山城町下名
山城町仏子
山城町大月
山城町信正
山城町大川持
山城町平野
西祖谷山村有瀬
西祖谷山村尾井ノ内
西祖谷山村一字
西祖谷山村善徳
西祖谷山村善徳
西祖谷山村閑定
西祖谷山村善徳
西祖谷山村善徳
西祖谷山村善徳
西祖谷山村閑定
西祖谷山村榎
西祖谷山村榎
西祖谷山村重末
西祖谷山村尾井ノ内
西祖谷山村閑定
東祖谷菅生
東祖谷菅生
東祖谷京上
東祖谷京上
東祖谷京上
東祖谷京上
東祖谷久保
東祖谷菅生（見ノ越）
東祖谷菅生（見ノ越）
東祖谷菅生（剣山頂上）
東祖谷菅生（剣山頂上）
東祖谷菅生（見ノ越）
東祖谷落合
東祖谷落合
東祖谷釣井
東祖谷釣井
東祖谷菅生
東祖谷菅生
井川町辻
井川町平山
井川町西井川
三野町芝生
三野町太刀野山

TEL.0883-75-2311
TEL.0120-018-081
TEL.0883-72-1010
TEL.0883-72-0011
TEL.0883-72-8115
TEL.0883-72-0277
TEL.0883-72-0868
TEL.0883-72-7422
TEL.0883-72-0027
TEL.0883-74-0311
TEL.0883-74-0829
TEL.0883-72-0587
TEL.0883-72-1041
TEL.0883-74-0487
TEL.0883-74-1001
TEL.0883-72-5277
TEL.0883-76-4727
TEL.0883-74-0930
TEL.0883-86-1115
TEL.0883-75-2208
TEL.0883-75-2322
TEL.0883-84-2111
TEL.0883-84-1216
TEL.0883-86-2982
TEL.0883-86-3033
TEL.090-1578-1611
TEL.0883-84-1629
TEL.0883-84-1087
TEL.090-7786-1655
TEL.0883-86-2086
TEL.0883-86-2334
TEL.0883-86-1898
TEL.0883-86-3077
TEL.0883-84-1337
TEL.0883-87-2300
TEL.0883-86-2334
TEL.0883-87-2171
TEL.0883-87-2009
TEL.0883-87-2831
TEL.0883-87-2125
TEL.0883-87-2342
TEL.0883-87-2242
TEL.0883-87-2133
TEL.080-6282-3612
TEL.0883-72-5557
TEL.0883-87-2367
TEL.0883-76-8585
TEL.090-1571-5258
TEL.0883-88-2013
TEL.0883-88-2768
TEL.0883-88-2045
TEL.0883-88-2848
TEL.0883-88-2843
TEL.090-5144-9277
TEL.080-6378-8984
TEL.0883-67-5009
TEL.0883-67-5296
TEL.088-622-0633
TEL.088-623-4533
TEL.0883-67-5017
TEL.0883-88-2540
TEL.090-5271-4015
TEL.080-2981-6221
TEL.0883-88-5290
TEL.0883-88-2640
TEL.0883-67-5276
TEL.0883-78-2051
TEL.0883-78-3003
TEL.0883-78-2227
TEL.0883-77-4320
TEL.090-9775-2899
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Stay
お泊まり処

和の宿 ホテル祖谷温泉
大歩危祖谷阿波温泉 あわの抄
ビジネスホテル阿波池田いれぶん２
カフェバー＆ホテルココクロス
阿波池田駅前ホテルイレブン
ビジネスホテルヤマシロ
ふくや旅館
寿司六旅館
丸福旅館
白地温泉小西旅館
素泊まり宿かわかみ
大黒屋旅館
たかおか旅館
民宿 白地荘
民宿 岡田
阿波池田ユースホステル
民宿 旅人宿
三好市百年蔵
角見の旅籠
ハレとケデザインホステル
松尾川温泉／しらさぎ荘
大歩危温泉 サンリバー大歩危
峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか
秘境・旅の宿 賢見温泉
バックパッカーズ
農家民宿 歩危農園
農林家簡易宿泊所「年輪庵」
素猿（スモンキー）
いのもと部屋
ゲストハウス おさかなくん家
モモンガビレッジ
古民家宿YAMAYA
塩塚高原キャンプ場
楽校の宿 あるせ
祖谷渓温泉 ホテル秘境の湯
YOKIゲストハウス
湯元新祖谷温泉 ホテルかずら橋
渓谷の隠れ宿 祖谷美人
祖谷の宿 かずらや
祖谷観光旅館
民宿 みなみ
民宿 いや荘
民宿 お山荘
古民家宿 空音遊（くうねるあそぶ）
旅人の宿 なこね
レンタルハウス FOREST
祖谷ふれあい公園
かずら橋キャンプ村
霧谷山荘
丸石パークランド
旅の宿 奥祖谷
民宿 平家荘
よしだ旅館
昔暮らし体験宿カジヤ祖谷浪漫亭
古民家やど紺屋-こうや-
民宿まつうら
民宿 平家の宿
別館  雲海荘
剣山頂上ヒュッテ
民宿 剱神社
桃源郷祖谷の山里 茅葺き民家ステイ
民宿 梅本
龍宮崖コテージ
篪庵（ちいおり）
奥祖谷二重かずら橋キャンプ場
剣山円福寺
勇楼旅館
井川フィンランドコテージ
ゲストハウスUEDA
健康とふれあいの森
梨窪の家

温泉施設 キャンプ場・コテージ


