
歴
史

　

土
佐
藩
主
第
八
代
山
内
豊
敷

公
の
父
親
が
山
内
主
馬
規
重
で
す
。

　

規
重
は
、
山
内
氏
の
一
族
の
中

で
も
人
望
が
あ
り
、
五
代
藩
主
山

内
豊
房
の
も
と
で
奉
行
、
そ
し
て

家
老
と
な
り
緊
縮
財
政
政
策
を

採
用
す
る
な
ど
藩
主
を
補
佐
し

た
人
物
で
す
。

　

し
か
し
、
正
徳
元
年
（
一
七
一

一
年
）
、
家
老
の
婚
儀
に
関
連
し

た
こ
と
が
原
因
で
失
脚
し
、
香
美

郡
山
北
村
に
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
時
、
蟄
居
中
の
規

重
の
心
を
慰
め
よ
う
と
し
た
家

臣
ら
が
、
村
の
若
者
を
集
め
て
教

え
演
じ
さ
せ
た
の
が
小
栗
流
棒

術
で
し
た
。
こ
れ
が
山
北
の
棒
踊

り
の
始
ま
り
だ
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
正
徳
二
年
に
規
重
の
嫡

男
一
太
郎
（
豊
敷
）
が
山
北
村
で

誕
生
し
、享
保
十
年（
一
七
二
五
年
）

に
八
代
藩
主
に
な
っ
た
こ
と
で
、

こ
の
棒
術
が
山
内
家
の
庇
護
を

受
け
、
浅
上
王
子
宮
の
奉
納
武
術

と
し
て
推
奨
さ
れ
ま
し
た
。

　

山
内
家
の
家
紋
、
三
柏
の
紋
章

が
「
棒
踊
り
」
の
正
装
の
紋
所
と

し
て
使
用
が
許
さ
れ
た
の
は
、
こ

う
し
た
縁
故
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
荒
木
流
棒
術
、
浅
山

流
棒
術
が
伝
え
ら
れ
現
在
の
型

に
な
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

と
よ
の
ぶ

ち
っ
き
ょ

と
よ
ふ
さ

ち
ゃ
く

な
ん

ひ　

ご　

の
り
し
げ

▲大正末期から昭和初期の棒打ちメンバー

※

特集　受け継がれる心特集　受け継がれる心

　

小
栗
流
の
名
を
今
に
と
ど
め

て
い
る
の
が
、
山
北
の
棒
踊
り
で

す
。

　

小
栗
流
の
棒
術
は
、
三
代
藩
主

山
内
忠
義
の
時
代
に
朝
比
奈
可

長
が
、
土
佐
藩
の
武
芸
と
し
て
小

栗
流
棒
術
を
伝
え
、
そ
の
後
、
門

弟
た
ち
に
よ
り
継
承
さ
れ
ま
し
た
。

幕
末
に
は
龍
馬
も
小
栗
流
免
許

を
得
て
い
ま
す
。

　

棒
踊
り
は
、
本
棒
と
小
棒
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
棒
は
、
白
一
色
の
袴
着
姿
の

青
年
十
人
ず
つ
が
一
組
と
な
っ

て
対
峙
し
ま
す
。木
遣
り
節（
地
唄
）

が
秋
風
に
流
れ
、
白
装
束
の
青
年

た
ち
が
ゆ
っ
く
り
と
足
を
運
び

ま
す
。
小
栗
流
の
「
風
和
」
を
偲
ば

せ
る
動
き
が
見
ら
れ
ま
す
。
木
の

葉
が
散
る
が
如
く
に
接
近
す
る
と
、

前
衛
同
士
が
棒
を
打
ち
、
敵
将
を

打
ち
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
止
め
た

大
将
は
、
ひ
ら
り
と
地
上
に
お
り

立
ち
、
た
ち
ま
ち
三
列
に
展
開
。

激
し
く
棒
が
打
ち
込
ま
れ
「
理
気

貫
通
」
の
気
息
が
見
ら
れ
た
後
、

二
つ
の
大
き
な
輪
が
で
き
、
真
っ

直
ぐ
に
立
て
ら
れ
た
二
十
本
の

棒
が
、
木
遣
り
節
と
と
も
に
上
下

し
ま
す
。
上
下
し
な
が
ら
輪
は
小

さ
く
な
り
、
ま
た
大
き
く
な
っ
て

地
面
を
突
く
千
本
突
き
を
見
せ

ま
す
。

　

小
棒
は
、
二
人
一
組
で
演
じ
ら

れ
ま
す
。面
切
り
、ひ
し
、つ
き
、花
、

飛
び
の
五
つ
の
型
が
あ
り
、
ど
れ

も
相
手
を
倒
す
勢
い
の
気
迫
の

こ
も
っ
た
技
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

五
つ
の
中
で
も
「
面
切
り
」
は
、

本
棒
で
担
が
れ
る
大
将
が
対
峙

し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
余
興
と
し
て
二
人
一

組
で
逆
立
ち
逆
転
し
て
い
く
「
車

返
し
」
や
、
一
升
酒
と
枡
を
持
っ

た
二
人
が
、
酔
っ
ぱ
ら
い
を
演
じ

な
が
ら
棒
打
ち
を
す
る
「
よ
う
た

ん
ぼ
」が
あ
り
ま
す
。

　

棒
踊
り
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
の
が
地
唄
で
す
。
一
人
前

の
地
唄
師
に
な
る
に
は
、
そ
の
素

質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
５
年
と

も
10
年
と
も
言
わ
れ
大
変
奧
の

深
い
芸
能
で
す
。

　

木
遣
り
節
の
原
型
は
、
伊
勢
音

頭
に
近
い
内
容
だ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
地
元
に
ま
つ
わ
る
事
柄
を

取
り
入
れ
る
な
ど
、
少
し
ず
つ
変

化
し
、
ま
た
リ
ズ
ム
も
棒
踊
り
に

合
わ
せ
た
調
子
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
地
唄
師
は
５
人
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
供
棒
は
、
棒
踊
り
の
基
本
と

な
る
小
棒
の
「
ひ
し
」
の
型
を
演

じ
ま
す
。

　

平
成
２
年
に
地
域
興
し
の
一

つ
と
し
て
、
地
元
の
小
学
６
年
生

男
子
に
よ
る
子
供
棒
が
始
ま
っ

て
以
来
、
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
小
学
６
年
生
の
女
子
も
、

古
く
か
ら
伝
わ
る
「
浦
安
の
舞
」

を
踊
り
ま
す
。

　

秋
の
大
祭
が
平
日
の
年
に
は
、

地
域
や
学
校
の
理
解
と
協
力
が

あ
り
祭
り
に
参
加
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
も
地
域

学
習
の
一
環
と
し
て
見
学
に
来

ま
す
。

坂
本
龍
馬
が
習
得
し
た

小
栗
流

よ
し

な
が

た
だ
よ
し

す

た
い

じ

し
の

ご
と

き 

や

か
わ
き

▲昭和60年の棒踊り（本棒）。担がれる大将（後の大将）と前衛の中心（前の大将）が紫のたすきで、その他は青のたすきを着ける

大将は花形で、青年たちの憧れです

本　

棒

主
人
思
い
の
家
臣
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
棒
術
と

山
北
で
生
ま
れ
た
土
佐
藩
主
第
八
代
山
内
豊
敷
公

小　

棒

地
唄
師（
木
遣
り
節
）

子
供
棒

▲小棒「面切り」

※
蟄
居
…
家
に
閉
じ
こ
め
謹
慎
さ
せ
る
こ
と

小
栗
流
の
精
神
は「
風
和
理
気
貫
通
」

「
風
和
」と
は
、風
に
散
る
木
の
葉
の
如
く

行
き
先
を
定
め
ず
ふ
わ
ふ
わ
と
し
て
い
る
こ
と

「
理
気
貫
通
」と
は
、相
手
と
立
ち
合
う
や
否
や
、

相
手
の
心
に
入
り
込
み
、

突
き
倒
す
程
の
勢
い
を
内
に
持
つ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
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