




お
こ
な
わ
れ
た
も
の
だ
か

ら
、
山
の
神
が
焼
畑
儀
礼
と

結
び
つ
い
て
も
不
思
議
は
な

い
。
オ
ホ
ン
ダ
レ
の
頭
部
に

添
え
ら
れ
た
削
り
花
は
穀
物

が
実
っ
て
穂
を
垂
れ
た
様
を

現
す
も
の
で
あ
り
(写
真
⑧
、

文
献
１
）、
同
じ
く
頭
部
に
添

え
ら
れ
る
「
ハ
ナ
モ
チ
」
も
、

他
の
地
方
で「
マ
ユ
ダ
マ
」「
モ

チ
バ
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

に
あ
た
り
、
豊
作
を
予
祝
す

る
も
の
だ
ろ
う
。
奈
良
田
の

場
合
、
十
七
日
の
「
山
の
神

祭
」
に
供
え
ら
れ
る
弓
矢
は
、

山
畑
に
送
ら
れ
た
畑
の
神
を

守
る
た
め
、
山
に
住
む
諸
々

の
悪
霊
(実
際
に
は
、
焼
畑

の
害
獣
や
危
険
な
毒
蛇
な
ど
）

を
山
の
神
に
追
放
し
て
も
ら

う
た
め
の
武
器
と
し
て
供
え

る
、
農
耕
儀
礼
の
性
格
も
帯

び
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

奈
良
田
で
は
年
中
行
事
が

旧
暦
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
た
が
、

小
正
月
に
先
だ
っ
て
、
し
か

も
ご
く
近
い
日
に
、
同
じ
く

門
口
に
飾
り
を
立
て
る
《
鬼

除
け
》
の
「
節
分
」
行
事
も

あ
る
。
オ
ホ
ン
ダ
レ
を
飾
る

十
七
日
「
山
の
神
祭
」
で
供

え
る
弓
で
あ
ろ
う（
写
真
⑥
）。

つ
ま
り
、
山
の
神
は
ヤ
マ
か

ら
何
か
し
ら
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
人
の
住
む
サ
ト
に
降
り
て

き
て
、
供
え
ら
れ
た
弓
矢
を

持
っ
て
、
ま
た
ヤ
マ
へ
行
く

の
だ
。

す
る
と
、小
正
月
(十
五
日
）

の
支
度
を
す
る
十
四
日
の「
宵

祭
」
か
ら
二
十
一
日
の
「
カ

ン
ム
リ
オ
ト
シ
」
ま
で
の
流

れ
と
、
大
正
月
の
準
備
を
お

こ
な
う
大
晦
日
(〝
オ
モ
ッ

セ
〞）
か
ら
お
正
月
様
が
天
竺

に
還
る
と
さ
れ
る
七
日
の「
送

り
松
」
ま
で
の
流
れ
が
、
同

じ
よ
う
な
ペ
ー
ス
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ふ
と

気
が
つ
い
た
。

大
正
月
行
事
で
は
、
お
正

月
様
は
松
を
も
っ
て
迎
え
、

七
日
に
送
り
出
さ
れ
、
松
は

下
げ
ら
れ
る
。
こ
の
大
正
月

行
事
の
サ
イ
ク
ル
を
参
考
に

す
る
な
ら
ば
、十
四
日
の
「
宵

祭
」
に
飾
ら
れ
、
小
正
月
の

最
終
日
で
あ
る
二
十
日
に
片

付
け
ら
れ
る
オ
ホ
ン
ダ
レ
は
、

山
の
神
を
お
迎
え
す
る
た
め

の
ツ
ク
リ
モ
ノ
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

考
察
２

����

〜
畑
の
神
信
仰
と
の���������������������

����

〜
関
わ
り

興
味
深
い
の
は
、
表
１
に

示
し
た
大
正
月
行
事
と
小
正

月
行
事
の
ち
ょ
う
ど
中
間
と

な
る
十
一
日
に
、畑
の
神（〝
ハ

タ
ケ
ガ
ミ
〞〝
ハ
タ
ケ
ノ
カ
ミ

サ
ン
〞な
ど
）を
畑
へ
送
る「
鍬

入
れ
節
供
」
(〝
ハ
タ
ケ
ウ
ナ

イ
〞）が
あ
る
こ
と（
写
真
⑦
）。

こ
の
神
は
、
大
晦
日
に
天
竺

か
ら
降
り
て
き
て
、
山
畑
の

仕
事
を
済
ま
せ
た
十
月
十
日

の「
十
日
夜
(ト
ウ
カ
ン
ヤ
）」

に
天
竺
に
還
る
と
さ
れ
て
い

る
。
畑
の
神
が
寄
り
つ
く
の

は
大
黒
柱
で
、
大
晦
日
に
は

大
黒
柱
に
も
松
を
供
え
、
門

松
は
七
日
に
は
ず
さ
れ
る
が
、

こ
ち
ら
は
十
一
日
「
鍬
入
れ

節
供
」
ま
で
飾
ら
れ
る
。
そ

し
て
以
前
は
、
松
の
は
ず
さ

れ
た
大
黒
柱
に
も
オ
ホ
ン
ダ

レ
を
飾
っ
た
と
い
う
(文
献

７・８
）。

奈
良
田
の
農
作
は
焼
畑
が

中
心
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の

畑
の
神
は
焼
畑
と
関
わ
り
が

深
い
は
ず
だ
。
言
わ
ず
も
が

な
、
焼
畑
は
ヤ
マ
の
中
で

こ
と
で
同
じ
よ
う
な
意
味
合

い
の
儀
礼
を
繰
り
返
す
必
要

が
、や
は
り
乏
し
い
気
が
す
る
。

ま
と
め　

����

〜
｢オ
ホ
ン
ダ
レ
」

����

〜
と
は
何
だ
ろ
う

考
察
１・２
を
通
じ
て
、
奈

良
田
で
信
仰
の
篤
い
山
の
神

が
、
同
じ
く
奈
良
田
で
根
強

く
信
仰
さ
れ
て
い
る
畑
の
神

と
関
わ
り
が
深
く
、
オ
ホ
ン

ダ
レ
は
そ
の
山
の
神
を
お
迎

え
す
る
た
め
の
ツ
ク
リ
モ
ノ

と
い
う
可
能
性
を
提
示
し
て

み
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、

奈
良
田
人
に
よ
る
オ
ホ
ン
ダ

レ
へ
の
愛
情
か
ら
す
れ
ば
、

正
月
ら
し
い
《
神
迎
え
》
と

い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
捉
え

方
の
方
が
し
っ
く
り
来
る
気

が
す
る
。

奈
良
田
で
は
昭
和
３
０
年

ま
で
焼
畑
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
(文
献
９
）。
そ
の
焼
畑

の
伝
統
に
属
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
神
話
が
、
古
事
記

や
日
本
書
紀
に
も
登
場
す
る

（
文
献
１
０
、
コ
ラ
ム
）。
古

事
記
は
奈
良
時
代
に
編
纂
さ

れ
た
歴
史
書
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
例
え
ば
昭
和
３
０
年

おぼこ人形と福槌。初節供を迎える子どもに、 十四日に贈られる 茂倉のオホンダレ

鍬入れ節供の様子。大黒柱に祀っておいた畑の神の松をカイト
（常畑）に立て、洗米とシトギ（〝オカラク〟）を供え、それから
粟などを播いて「今年のアラクは、やっこい、やっこい」と唱
えながら、鍬で畑を耕す動作をする。家中の者すべてが交互に
おこなうことになっていた（提供：早川町歴史民俗資料館）

910 78

オカタブチの様子。この1年間に嫁となっ
た女子の尻を「オーカタ　オカタ　いく
つになりやる　三三になりやる　三三の
よこは　べーべのハタ　虫っくい　虫っ
くい」と唱えながら子どもたちが叩く

カユカキ棒。皮を剥いた半分側の切り口
に十文字の割れ目を入れたものを2本作
る。十五日にこれで小豆粥をかき混ぜ、
割れ目への粥の入り具合で穀物の出来具
合を占った （提供：早川町歴史民俗資料館）

アワボ。櫛状になった竹の先に、皮を
剥いたヌルデを12本（閏年は13本）
差し込む

3 24

十七日に山の神の小祠に供えられた弓矢。 
撮影当時、弓矢が3組見える

オカタブチの叩き棒。ヌルデの皮を剥き、長い枝を1本残して、
切り口には人の顔を描いたりする。 オカタブチに続いて、こ
の叩き棒で柿の木を叩く〝成木責め〟 がおこなわれる。その
際の唱え文句は「なーるか　なるか　ならねば伐るぞ」

6 5

制作中の削り花。これもヌルデを用いる。たくさん作り、 
オホンダレのほか井戸や大黒、 仏壇、そして墓にも供えた
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ま
で
奈
良
田
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
焼
畑
の
ス
タ
イ
ル
は
、

基
本
的
に
は
奈
良
時
代
の
は

じ
め
に
は
も
う
完
成
し
て
お

り
、
そ
れ
が
以
後
、
千
年
以

上
続
い
て
い
た
わ
け
だ
。

早
川
の
谷
あ
い
で
山
に
携

わ
る
者
な
ら
ば
、「
山
の
神
」

を
無
下
に
は
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。
で
あ
る
の
に
、
山

の
神
に
つ
い
て
の
実
態
は
、

よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
そ

れ
は
記
紀
に
は
描
か
れ
な
い

領
域
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ

り
も
は
る
か
太
古
、
文
書
に

も
残
ら
な
い
ほ
ど
の
昔
か

ら
、
こ
の
列
島
に
根
付
い
て

い
た
信
仰
に
基
層
が
あ
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(文

献
１
１
）。
も
し
か
し
た
ら
焼

畑
農
耕
文
化
の
伝
来
に
ま
で

遡
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
が
い
ま
も
、
何
と
は
無
し

に
、
こ
の
流
域
の
山
地
民
の

心
に
息
づ
い
て
い
る
(文
献

１
２
）。
オ
ホ
ン
ダ
レ
の
風

習
も
、
そ
の
表
れ
の
一
つ
の

よ
う
に
、
い
ま
は
思
え
る
。

補
記早

川
町
内
で
も
、
風
習
や

山
の
神
信
仰
に
お
い
て
奈
良

田
と
共
通
点
の
多
い
茂
倉
集

落
で
も
オ
ホ
ン
ダ
レ
は
制
作

さ
れ
て
い
た
(写
真
⑨
）。
そ

の
オ
ホ
ン
ダ
レ
は
、
山
の
入

口
に
祀
っ
た
山
の
神
の
小
祠

に
も
十
四
日
に
供
え
ら
れ
た

そ
う
だ
。

ま
た
、奈
良
田
で
は
十
四
日

の
お
祝
と
し
て
、
初
節
供
を

迎
え
る
子
に
木
製
の
玩
具
を

贈
る
風
習
が
あ
る
。
男
の
子

に
は
鉄
砲
、
福
槌
な
ど
を
、

女
の
子
に
は
「
お
ぼ
こ
」
と

呼
ば
れ
る
人
形
を
贈
る
（
写

真
⑩
）。
こ
れ
ら
は
桐
や
サ
ワ

グ
ル
ミ
で
作
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
本
式
は
や
は
り
ヌ

ル
デ
を
用
い
る
よ
う
だ
。
ま

た
茂
倉
で
も
、
小
正
月
に
ヌ

ル
デ
で
堅
杵
や
刀
、
鉄
砲
を

作
っ
て
子
ど
も
に
与
え
て
い

た
そ
う
だ
(文
献
６・８
）。

以
上
の
点
や
他
地
域
の
事

例
、
そ
の
他
の
ヌ
ル
デ
の
特

異
性
な
ど
も
踏
ま
え
た
考
察

を
試
み
て
み
た
か
っ
た
が
、

紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
本
稿

で
は
奈
良
田
の
オ
ホ
ン
ダ
レ

に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

焦
点
を
絞
っ
た
。

   【
参
考
文
献
】

古
事
記
に
お
け
る
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ

の
物
語
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
部
分
の
神
話
の

概
要
は
、
左
記
の
通
り
。

 

高
天
の
原
を
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ

は
、
道
の
途
中
、
食
べ
も
の
の
女
神
で
あ
る
オ
オ

ゲ
ツ
ヒ
メ
の
と
こ
ろ
に
寄
っ
て
、
何
か
食
べ
さ
せ

て
ほ
し
い
と
頼
む
。
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
も
て
な
す

が
、
料
理
す
る
素
材
を
、
鼻
や
口
、
お
尻
か
ら
取

り
出
し
て
い
た
。
そ
れ
を
の
ぞ
き
見
し
た
ス
サ
ノ

ヲ
は
「
そ
ん
な
汚
ら
し
い
も
の
が
食
え
る
か
」
と

か
ん
か
ん
に
怒
っ
て
、
盛
り
つ
け
た
料
理
を
持
っ

て
き
た
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
を
、
な
ん
と
斬
り
殺
し
て

し
ま
う
。

す
る
と
、
殺
さ
れ
た
女
神
の
体
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

も
の
が
生
ま
れ
た
。
頭
か
ら
は
蚕
が
、
2
つ
の

目
か
ら
は
稲
が
、
耳
か
ら
は
粟
が
、
鼻
か
ら
は
小

豆
が
、
股
か
ら
は
麦
、
お
尻
か
ら
は
大
豆
・
・
・
。

そ
れ
を
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
神
が
拾
い
集
め
て
、
人
々

の
食
べ
物
の
種
と
し
た
と
い
う
。

 

つ
ま
り
、
穀
物
栽
培
の
起
源
を
説
明
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
日
本
書
紀
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
兄
弟

の
ツ
ク
ヨ
ミ
が
ウ
ケ
モ
チ
神
を
殺
し
て
、
同
じ
く

穀
物
の
種
を
得
る
神
話
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
神
話
に
、
早
川
流
域
で
よ
く
栽
培
さ
れ
て
い

た
蕎
麦
は
登
場
し
な
い
が
、
大
林
は
、
こ
こ
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
陸
田
作
物
が
、
焼
畑
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
地
域
の
作
物
栽
培
構
成
と
、
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
神

話
が
日
本
の
焼
畑
耕
作
の
伝
統
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

コラム
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デジタル技術を用いて作成された
アーカイブ（＝公共性または文化
的な価値の高い、将来にわたって
保存する価値のある資料を記録
し、保存すること、また、その
保存場所や保存機関）は、イン
ターネットでの検索・参照・活 
用などが可能な点に特長がある。

思い返せば上流研は、設立当初か
らデジタルアーカイブに取り組ん
できた。例えば、このコーナーの
第1回目（No.94）で取り上げた
『2000人のホームページ』もその
一つ。歴史というのは、公文書や
書籍のような形で残されたものを
根拠に語られがちだが、しかし文
字として残されていない、人々が
語る、それぞれの記憶にも同等の
価値があるはず。『2000人のホー
ムページ』は、インターネットの
活用という当時では画期的な方法
で、早川流域で引き継がれてきた
山の暮らしをいきいきと照らし出
した。いまでも公開されており、

その中には現在では聞くことので
きない生の言葉もある。町民の記
憶の時代と、それを切り取った平
成の時代を逆照射する貴重な記録
として、将来的にも再評価される
ときが来るだろう。

このほか、『はやかわおもいでアル
バム』に町内の古い写真を集め取
材した記録が公開され、また、ウェ
ブサイト『奥山冥利』では、同じ
く第２回目（No.95）で紹介した「や
まだらけ」のバックナンバーの公
開だけでなく、上流研で収集して
きた地域情報や資源データをもと
に、他自治体のサイトでは得られ
ないような、濃く深いマニアック
な早川流域の情報が、テーマごと
の記事になって掲載されている。

デジタルアーカイブの取り組みは、
学生といった町外の若者や、町民の
主体的な参加といった、〝上流研ら
しい〟ワイワイとした雰囲気を同時
に生み出すのと違い、むしろ部屋の

中での、地味な作業のもとに成果物
が出来上がる。アーカイブデータを
活用しやすい世代や職業にある人か
らの高い評価の反面、その価値が共
有されるまでにタイムラグもあり、
上流研の活動が町民に見えにくいと
いう課題もあった。

デジタルアーカイブ

平成14年（2003）に発行を始めた『やまだらけ』。まもなく迎
える 100 号の節目まで、上流研のこれまでの取り組みを 6回に
渡って振り返る本企画。今回は連載 4回目です！

特別企画  
鳥の目 虫の目

「やまだらけ」の発行は広告料と会
員の皆様の会費で成り立っていま
す。会員として、この取り組みを
支えてください。
会員の皆様には、「やまだらけ」を
毎号お届けいたします。今後も「山
の暮らしの価値」と、それを後世
に守り伝える人々の活動をお伝え
して参ります。

【年会費】正会員：10,000 円 
 賛助会員：3,000 円
【振込先】 ゆうちょ銀行　〇二九店　 
 当座 ００９５６４４
【名義人】特定非営利活動法人　 
 日本上流文化圏研究所

やまだらけ定期購読のお願い
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