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歴
史
・
文
化
や
伝
説
を
継
承
し
た

景
観
美
に
癒
や
さ
れ
る
ま
ち

〜
三
好
〜

う
し
た
歴
史
的
風
致
を
維
持
向
上
し
個
性
豊
か

な
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
す
た
め
、「
地
域
に
お
け

る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法

律
（
通
称
:歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
）」に
基
づ
き

「
三
好
市
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
」
を
作

成
し
、
平
成
22
年
に
国
の
認
定
を
受
け
た
。

こ
の
認
定
計
画
に
基
づ
き
、
県
指
定
有
形
文

化
財
で
あ
る
平
家
屋
敷
阿あ

佐さ

家け

住
宅
の
保
存
修

理
事
業
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
以
前
、
阿
佐
氏
が

所
有
し
て
い
た
が
、

築
後
１
５
０
年
以

上
が
経
過
し
個
人

に
よ
る
維
持
管
理

が
困
難
な
状
態
に

あ
っ
た
た
め
、市
が

建
物
を
購
入
し
公

有
化
し
て
解
体
・

復
元
工
事
を
行
っ

歴
史
的
風ふ
う
致ち

の

維
持
向
上
に
向
け
て

古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
ま
た
県
西

部
で
の
社
会
、
経
済
、
文
化
、
観
光
の
中
心
と

し
て
発
展
し
て
き
た
三
好
市
に
は
、
歴
史
的
建

造
物
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
家
伝

説
な
ど
の
伝
説
や
伝
統
文
化
、
祭
礼
も
多
く
伝

承
さ
れ
て
お
り
、
有
形
・
無
形
の
文
化
財
が
一

体
と
な
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
景
観
の
維
持
管
理
に

は
多
く
の
費
用
と
手
間
が
か
か
る
こ
と
、
高
齢

化
や
人
口
減
少
で
民
俗
芸
能
や
伝
統
技
術
の
担

い
手
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的

建
造
物
や
、
歴
史
や
伝
統
を
反
映
し
た
人
々
の

生
活
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
状
況
に

あ
る
。観

光
立
市
を
推
進
し
て
い
る
三
好
市
は
、
こ

四
国
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
四
国
一
広
大
な
面
積
を
有
し
て
い
る
三
好
市
。
平
成
18
年
３

月
、
三み

野の

町ち
ょ
う、
池
田
町
、
山や

ま

城し
ろ

町ち
ょ
う、
井い

川か
わ

町ち
ょ
う、
西に

し

祖い

谷や

山や
ま

村そ
ん

、
東

ひ
が
し

祖い

谷や

山や
ま

村そ
ん

が
合
併
し
誕
生

し
た
。
合
併
後
も
、
地
域
独
自
の
自
然
や
文
化
、
生
活
を
お
互
い
に
尊
重
し
ま
ち
の
魅
力
を
高

め
て
い
る
。
多
様
な
魅
力
に
溢あ

ふ

れ
る
ま
ち
は
、
今
、
国
内
外
か
ら
注
目
を
浴
び
て
お
り
多
く
の

観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

阿佐家住宅
痕跡や資料などに基づき建築当初の状態に復元。昨年４月から一般公開している。

シリーズ探
訪・探求

訪れたいまち
第45回

徳島県三好
市

み よ し
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た
。
ほ
か
に
も
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
で
あ
る
落
合
集
落
の
空
き
家
８
棟
を

市
が
無
償
で
20
年
間
借
り
上
げ
、
そ
の
空
き
家

を
宿
泊
で
き
る
茅か

や
葺ぶ

き
古
民
家
「
桃
源
郷
祖
谷

の
山
里　
茅
葺
き
民
家
ス
テ
イ
」
に
改
修
す
る

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
伝
統
芸
能
を
継
承

す
る
た
め
、
地
元
の
小
学
生
に

伝
え
る
活
動
な
ど
も
行
っ
て
い

る
。
一
方
、
存
続
が
難
し
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
伝
統
芸
能
を
映
像

に
記
録
・
保
存
し
て
い
る
。

三
好
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課

の
宮
田
健
一
さ
ん
に
歴
史
ま
ち
づ
く

り
の
効
果
や
今
後
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
伺
っ
た
。

「
国
か
ら
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、住
民

が
ま
ち
を
誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
観
光
客
が
増
加
し
、
住
民
が
『
お
も
て
な

し
』
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
景
観
の
保

全
に
も
関
心
を
持
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
例
え
ば
、
落
合
集
落
で
は
屋
根
の
色
を

落
合
カ
ラ
ー（
焦
げ
茶
）に
統
一
す
る
取
り
組
み

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
歴
史
的
風
致

の
維
持
向
上
の
た
め
の
事
業
を
続
け
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
の
結
果
は
す

ぐ
に
出
な
い
こ
と
も
多
い
で
す
が
、時
間
を
か
け

て
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

秘
境
で
の
お
も
て
な
し

三
好
市
で
は
こ
こ
数
年
外
国
人
観
光
客
が

急
増
し
て
い
る
。
平
成
28
年
、
市
内
に
あ
る
五

つ
の
主
要
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
た
外
国
人
は
、
前

年
比
50
％
増
の
約
１
万
４
８
０
０
人
で
、
初
め

て
年
間
１
万
人
を
超
え
た
。
特
に
香
港
か
ら
来

る
個
人
の
観
光
客
が
多
く
、
自
国
に
は

な
い
大
自
然
や
周
り
の
人
が
ま
だ
行
っ
て

い
な
い
地
方
を
求
め
、
Ｌ
Ｃ
Ｃ
（
格
安
航

空
会
社
）
を
使
っ
て
気
軽
に
訪
れ
て
い
る
。

三好市教育委員会 文化財課
主査  宮田 健一さん

桃源郷祖谷の山里
茅葺き民家ステイ

東洋文化研究家のアレック
ス・カー氏がプロデュース。
歴史と伝統の趣を残しなが
ら、内部には最新設備が備
わり快適に過ごせる。茅葺き
の高屋根は天井部分が存在
せず、昔はタバコの葉を乾燥
させるための場所だった。

　わが国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる「歴史的風致※」を生かしたまちづくりを支援するため、平成20年に
制定。同法に基づき、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画を国（文部科学省、農林水産省、国土交通省）が認定することで、
法律上の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支援する。
※地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって

形成してきた良好な市街地の環境

落合集落
江戸中期から昭和初期に建てられ
た民家や畑が急斜面に広がってい
る。集落内の高低差は約３９０ｍ。
現在、約80人が暮らしている。

　「平家物語」では、1185年３月の「壇
だん

ノ
の
浦
うら

の戦い」に敗れた平氏一門の武
将たちは覚悟を決め海に入水し、幼い安徳天皇も祖母に抱かれて西の海に身を
投げたと記されている。また、平清盛の甥・平国盛も源氏の武者二人を道連れ
に海に沈んだと記されている。
　しかし、壇ノ浦で亡くなったといわれる安徳天
皇も国盛も、実は影武者だった！ と祖谷地方では
語り継がれている。
　「壇ノ浦の戦い」の１カ月前の屋

や
島
しま

の戦いで
敗れた平国盛の一行は、幼い安徳天皇をお守りし
ながら、祖谷の地にやって来て、後に阿佐名に住
居を構え、平家再興を図っていたといわれている。
　国盛の死後も子孫は代々この地に住んで阿佐
を姓とするようになった。阿佐家には現在も「平
家の赤旗」と呼ばれる大小二流の旗などが所蔵
されている。

もうひとつの平家伝説

祖谷のかずら橋
平家一族が、追っ手から逃れる
ためにいつでも切り落とせるよ
うにとシラクチカズラという植物
で造ったといわれている。意外と
広い橋床の木の間から、14メー
トル下の渓谷を望め、スリルを味
わうことができる。国指定重要有
形民俗文化財。３年ごとに伝統的
な架け替えが行われる。

琵琶の滝
平家落

おちゅうど
人が京の都をしのび、

この滝で琵琶を奏で、慰め
あっていたことから名付けら
れたと伝えられている

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）

高さ１４ｍで
スリル満点！
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観
光
客
の
目
的
が
モ
ノ
か
ら
コ
ト
消
費
に
変

わ
っ
て
き
て
い
る
中
、
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
体

験
メ
ニ
ュ
ー
や
観
光
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
が
用
意
さ
れ

て
い
る
。

交
通
の
便
が
良
い
と
は
い
え
ず
秘
境
と
も
呼

ば
れ
る
祖
谷
地
方
で
、「
古
式
そ
ば
打
ち
体
験

塾
」を
開
い
て
い
る
都つ

築づ
き

麗
子
さ
ん
は
、古
式
そ

ば
打
ち
や
着
付
け
な
ど
の
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
提

供
し
て
い
て
、
外
国
人
観
光
客
か
ら
の
人
気
も

高
い
。
外
国
人
観
光
客
は
、
知
人
か
ら
の
口
コ

ミ
の
ほ
か
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
やYouTube

で
情
報
を

入
手
し
、
レ
ン
タ
カ
ー
や
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
て

訪
ね
て
来
る
。

外
国
人
の
応
対
に
尻
込
み
し
て
し
ま
う
日
本

人
も
多
い
が
、「
こ
こ
で
は
、
外
国
人
に
も
日
本

人
に
も
同
じ
お
も
て
な
し
を
し
て
い
ま
す
。言
葉

が
違
っ
て
も
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
と
簡
単
な
英
単
語

で
ほ
と
ん
ど
通
じ
ま
す
」と
都
築
さ
ん
は
言
う
。

「
外
国
人
観
光
客
が
喜
ぶ
事
を
し
た
い
と
思

い
、
近
所
の
廃
校
を
利
用
し
て
着
付
け
を
始
め

ま
し
た
。
次
に
、
着
物
を
着
る
な
ら
抹
茶
も
喜

ぶ
だ
ろ
う
、
琴
も
…
と
体
験
メ
ニ
ュ
ー
が
増
え
て

い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、か
ご
に
乗
っ
た
ら
喜
ぶ

だ
ろ
う
な
と
思
い
、
地
元
の
人
に
か
ご
を
作
っ
て

も
ら
い
、
か
ご
に
乗
る
体
験
も
追
加
し
ま
し
た
。

地
元
の
人
も
協
力
し
て
く
れ
て
、
提
供
す
る
側

も
楽
し
ん
で
い
ま
す
」（
都
築
さ
ん
）。

新
し
い
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え
て
い
る
か
伺
っ

た
と
こ
ろ
、「
今
で
も
十
分
忙
し
い

ん
だ
け
ど
…
」と
笑
い
な
が
ら「
や

り
た
い
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま

す
」と
語
っ
た
。
み
ん
な
が
喜
ぶ
体

験
メ
ニ
ュ
ー
は
、こ
れ
か
ら
も
増
え

て
い
く
だ
ろ
う
。

妖
怪
伝
承
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り

三
好
市
山
城
町
に
は
平
地
が

ほ
と
ん
ど
無
く
崖
な
ど
の
危
険
な
場
所
が
多
い

た
め
、
親
は
子
ど
も
に
そ
こ
に
現
れ
る
妖
怪
の

話
を
し
な
が
ら
、
危
険
な
場
所
に
近
付
い
た
り

山
の
神
を
荒
ら
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
こ
と

を
暗
に
諭
し
て
き
た
。「
四
国
の
秘
境　
山
城
・

大お
お
歩ぼ

危け

妖
怪
村
」村
長
の
宮
本
敬
さ
ん
も
、「
お

盆
は
、
え
ん
こ（
河
童
）に
引
っ
張
ら
れ
る
か
ら

川
に
行
く
な
」と
親
に
言
わ
れ
て
育
っ
た
と
い
う
。

宮
本
村
長
の
叔
父
・
下
岡
昭
一
さ
ん
が「
山

城
に
は
何
も
な
い
と
い
う
け
れ
ど
、自
然
が
い
っ

ぱ
い
あ
り
空
気
も
水
も
綺
麗
だ
し
、
何
か
や
ろ

う
よ
」
と
声
を
上
げ
、
平
成
８
年
、
妖
怪
村
の

前
身
と
な
る「
藤ふ

じ
川か
わ

谷だ
に

の
会
」を
発
足
し
、藤
川

谷
川
の
環
境
美
化
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の

活
動
中
に
、
山
城
町
が
児こ

啼な
き

爺じ
じ
いの

発
祥
地
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
、
平
成
13
年
に
石
像
を
建
立
。

平
成
20
年
、
藤
川
谷
の
会
を
は
じ
め
14
団
体
を

構
成
員
に「
四
国
の
秘
境 
山
城
・
大
歩
危
妖
怪

村
」を
結
成
し
、
妖
怪
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
作
成
や

妖
怪
祭
り
の
開
催
な

ど
、
妖
怪
を
生
か
し

た
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
平

成
22
年
に
は
道
の
駅

大
歩
危
内
に
、「
妖

怪
屋
敷
」
を
オ
ー
プ

ン
し
た
。

各
家
に
聞
き
取

り
を
行
っ
た
中
、
町

内
１
５
０
カ
所
に
お
よ
そ
60
種
の
妖
怪
伝
承
が

残
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、そ
の
伝
承
を
後
世

へ
伝
え
る
活
動
も
行
っ
て
い
る
。

「
地
元
の
小
学
生
が
山
城
町
に
伝
わ
る
妖
怪

を
Ａ
Ｒ
（
拡
張
現
実
）
で
紹
介
す
る
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
無
料
ア
プ
リ
『
山
城
妖
怪
め
ぐ
り
』
を

作
り
ま
し
た
。
妖
怪
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
付
近
で
カ
メ

ラ
を
か
ざ
す
と
妖
怪
の
イ
ラ
ス
ト
が
浮
か
び
上

が
り
、
さ
ら
に
近
づ
く
と
そ
の
妖
怪
が
音
声
で

語
り
か
け
て
く
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
子
ど
も
た
ち
に
妖
怪
伝
承
を
語
り
継
い
で
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
宮
本
村
長
）。

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
宮
本
村
長
に

伺
っ
た
。

「
現
在
22
体
あ
る
妖
怪
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
、
四

国
八
十
八
カ
所
霊
場
に
倣
い
、
88
体
に
増
や
し

て
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
開
催
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
特
徴
が
あ
る
巨
木
や
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
伝
説
も
多
い
の
で
、
巨
木
と
妖
怪
を
巡

四国の秘境 山城・大歩危妖怪村 村長　宮本 敬さん

古式・そば打ち体験塾 都築 麗子さん
民謡「祖谷粉

こ
ひき節

ぶし
」の唄名人でもある。

外国人観光客は都築さんが唄っている姿
を動画で撮影し、帰国後に自慢している
そうだ。

そばの実を石臼で挽いてそば粉に
するところから、打って切って食べ
るところまで、祖谷そば作りの全工
程を体験できる

祖谷そば
つなぎが入っていないので、
麺が短くて太いのが特徴

そば打ち後は、打ち立てのそばと一緒に、祖谷の食材を使った料理も堪能できる。
（左）石

いわ
豆
ど う ふ

腐（険しい山道を運んでも崩れないようにと考えられた硬めの豆腐）
や、ごうしいも（祖谷地方のやせた急斜面の土地で作られているじゃがいも）など。

（右）鹿肉や祖谷こんにゃくの唐揚げと山菜の天ぷら。



る
ツ
ア
ー
も
考
案
中
で
す
。
山
城
に
は
何
も
な

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、見
方
を
変
え
る
と
面

白
い
物
が
見
え
、
深
く
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

面
白
さ
が
増
し
て
い
く
と
感
じ
て
い
ま
す
」。

　
　
●　
　
　
●　
　
　
●　
　
　
●　
　
　
●

桃
源
郷
の
よ
う
な
風
景
や
、
自
然
と
共

生
し
た
暮
ら
し
、
今
も
数
々
の
伝
説
・
伝
承

が
残
る
三
好
市
は
、
神
秘
的
な
雰
囲
気
が
あ

り
、
多
く
の
観
光
客
が
魅
了
さ
れ
る
の
も
う

な
ず
け
る
。

見
所
が
多
く
点
在
し
て
い
る
の
で
１
泊
だ

け
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
連
泊
し
て
、
都
会

に
は
な
い
魅
力
に
触
れ
て
癒
さ
れ
て
ほ
し
い
。

21

おすすめ
スポット

吉野川沿いの約８kmの渓谷。大歩危（写真
左）の下流３ｋｍが小歩危と呼ばれる。岩肌
は、およそ１〜２億年前に海底深くで作られた
地層が、隆起と吉野川の浸食で偶然地表に姿
を現したもの。大歩危は国の名勝天然記念物
にも指定されている。渓谷美は、遊覧船やラ
フティングで川の上からも楽しめる。昨年10
月にはラフティング世界選手権が開催された。

池田には、交通の要衝として、また、葉タバコ
などの集積地として発展したうだつ※のまちな
みが残っている。そのまちなみの中にある、幕
末から明治にかけて繁栄した「たばこ製造業者」
の旧居宅がたばこ資料館として公開されている。

小便小僧
祖谷渓を見下ろす200ｍの断崖
には、かつて子どもや旅人たちが
度胸試しをしたという逸話を銅像
にした小便小僧の像が立つ

ひの字渓谷
蛇行する祖谷川の流れがひらが
なの「ひ」の字に似ているところ
から、この名が付いたといわれる

祖谷渓

 うだつのまちなみ・
阿波池田うだつの家たばこ資料館

道の駅大歩危でしか手に入らない大歩危妖怪村グッズ

妖怪屋敷（道の駅大歩危）
約70体の妖怪が人形やパネル、映像で紹介
されている

妖怪祭り
毎年11月に開催。昨年
の妖怪行列には、友好を
深めている台湾妖怪村
などからも妖怪が参加
した。

妖怪モニュメント
「妖怪街道」と名付けられた県道
沿いに設置されている

※隣家との境界に取り付けられた土造りの防火壁のこと。
これを造るには相当の費用がかかったため、「うだつ」の
豪華さが富や成功の象徴であった。

大歩危・小歩危
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