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池田の柴祭り
田起こしや針起こし、ナンコ始めに狩猟始めといった年初の事始めに

関する祭事が、池田地区の随所を巡りながら繰り広げられる「池田の柴祭り」。
令和２年３月 16 日に文化庁から「 選択無形文化財

※

」として選択され、
継がれてきた歴史と継承が注目を集める「柴祭り」に密着しました。

本質を見つめ変化を受容しながら継がれる伝統

池田の柴祭り

変化を受容し継がれる伝統

❶高穂神社から錦江湾
を眺めシシ肉に見立て
たシトギを食す❷安水
集落の田打ち行事に参
加した半下石陽葵ちゃ
ん❸一の柴では椎の古木前で神職が祝詞を上げる
❹田んぼを耕す牛役は見物客にシラスを投げつけ
る。以前は子どもたちが担っていた❺前迫雅文さ
んが描いた山の神と餅盗人❻３日は夜明け前から
川で若水を汲み神社を清める❼田起こし唄では
「今年の牛は元気がうけど」など掛け合いが面白
い❽シシ狩りでも神職らの独特な掛け合いがある
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神ノ川

池田小学校◉安水公民館◉

一の柴◉

二の柴◉

三の柴◉

◉この坂
◉二の柴

◉旧立神神社

旗山神社

池
田
の
柴
祭
り
。
し
か
し
、
平
成
８
年
頃

か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
途
絶
え
て
い
た
時

期
が
あ
り
ま
す
。「
柴
祭
り
は
江
戸
時
代

中
期
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

ま
す
。
先
人
た
ち
が
地
域
の
安
泰
を
願
い

継
が
れ
て
き
た
伝
統
文
化
を
継
承
す
る
責

務
が
あ
る
」
と
宮
司
を
務
め
る
前
迫
芳
文

さ
ん
は
平
成
14
年
に
祖
父
の
残
し
た
記
録

や
調
査
書
、
映
像
記
録
を
も
と
に
復
元
。

三
百
年
以
上
続
く
と
い
わ
れ
る
伝
統
行
事

を
守
り
な
が
ら
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

狩
猟
文
化
か
ら
農
耕
文
化
へ
。
自
然
の

恵
み
と
生
き
る
こ
と
へ
の
感
謝
、
地
域
の

安
泰
と
繁
栄
を
願
う
思
い
を
表
現
し
た
神

事
、
柴
祭
り
は
「
当
た
り
前
の
日
常
」
が

い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
、
先
人
た
ち
が

強
く
祈
っ
て
い
た
証
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
水
集
落
で
は
毎
年
の
田
打
ち
行
事
に
ほ

と
ん
ど
の
家
庭
が
参
加
し
ま
す
。
た
だ
、

伝
統
を
続
け
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
神
社
の
場
所
や
料
理
内
容

を
変
え
、
本
来
は
子
ど
も
た
ち
が
担
っ
て

き
た
牛
役
も
大
人
が
演
じ
る
な
ど
変
化
を

受
け
入
れ
て
継
承
し
て
き
ま
し
た
。「
続

け
る
た
め
に
は
変
化
が
と
も
な
う
。
こ
れ

か
ら
も
話
し
合
い
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず

継
承
し
た
い
」と
語
っ
た
安
水
純
一
さ
ん
。

　

価
値
観
や
生
活
の
多
様
化
に
加
え
、
急

激
な
人
口
減
に
よ
る
担
い
手
不
足
と
課
題

は
多
い
も
の
の
、
祭
り
の
本
質
を
見
失
う

こ
と
な
く
時
代
の
変
化
を
受
容
し
な
が
ら

柔
軟
に
対
応
し
て
き
た
池
田
の
柴
祭
り
か

ら
、多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

継
承
す
る
た
め
に
変
化
を
受
け
入
れ
る

立神神社

高穂神社

　

鎌
倉
時
代
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
、
島
津
氏
が
山
中
の
竹
を
戦
の
旗
竿
に

用
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
、
旗
山
神
社
を

中
心
に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
る
年
始
行

事
、「
柴
祭
り
」
が
１
月
２
日
か
ら
３
日

に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
２
日
は
安
水

地
区
の
立た
て
が
み神
神
社
の
社
殿
横
で
、
１
メ
ー

ト
ル
四
方
の
田
ん
ぼ
に
見
立
て
た
シ
ラ
ス

を
使
い
「
田
打
ち
」
と
呼
ば
れ
る
神
事
が

集
落
総
出
で
始
ま
り
ま
す
。
宮
司
ら
の
唄

に
合
わ
せ
、
鍬く
わ

を
模
し
た
木
の
枝
で
シ
ラ

ス
を
か
き
上
げ
な
が
ら
中
央
を
盛
り
あ
げ

て
い
く
の
は
、
牛
役
の
子
ど
も
と
男
性
た

ち
。
途
中
、
そ
の
シ
ラ
ス
を
見
物
客
に
投

げ
つ
け
る
こ
と
で
威
勢
よ
く
田
起
こ
し
を

す
る
牛
を
演
じ
、
種
ま
き
や
鳥
追
い
な
ど

一
連
の
農
耕
行
事
で
豊
作
を
願
い
ま
す
。

　

３
日
は
旗
山
神
社
近
く
に
あ
る
「
こ
の

坂
」
と
呼
ば
れ
る
山
中
で
山
の
神
が
餅
盗

人
を
懲
ら
し
め
る
様
と
、
ワ
ラ
で
作
っ
た

イ
ノ
シ
シ
を
矢
で
射
る
猟
の
様
子
を
演
じ

る
「
シ
シ
狩
り
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
前

迫
雅ま
さ
ふ
み文

さ
ん
、大
村
陽あ

き
らさ

ん
が
「
外
し
た
」

「
子
連
れ
だ
」「
捕
っ
た
ぞ
」
と
笑
み
を
浮

か
べ
、
慣
れ
な
い
鹿
児
島
弁
で
や
り
と
り

を
交
わ
し
ま
す
。
場
所
を
移
し
ワ
ラ
の
イ

ノ
シ
シ
や
竹
の
弓
矢
を
焼
い
た
あ
と
、
シ

シ
肉
の
変
わ
り
に
米
粉
を
水
で
練
っ
た

「
シ
ト
ギ
」
を
切
り
分
け
、
神
職
か
ら
順

に
「
ト
ー
ン
」
と
大
声
を
上
げ
て
か
ら
口

に
し
ま
し
た
。そ
の
後
は
参
加
者
も「
ト
ー

ン
」
と
声
を
張
り
、順
番
に
頬
張
り
ま
す
。

　

以
前
は
２
日
か
ら
４
日
ま
で
３
日
間
か

け
て
行
っ
て
い
た
池
田
の
柴
祭
り
で
す

が
、
現
在
は
２
日
間
で
豊
作
を
祈
願
す
る

「
田
打
ち
」
や
、
裁
縫
の
仕
事
始
め
と
な

る
「
針
起
こ
し
」、
狩
猟
始
め
の
「
シ
シ

狩
り
」
や
、
川
や
海
で
の
豊
漁
を
願
っ
て

海
を
眺
め
る
高
台
か
ら
祈
り
を
捧
げ
る
神

事
を
移
動
し
な
が
ら
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

か
つ
て
は
大
隅
半
島
各
地
で
行
わ
れ
て

い
た
新
年
の
事
始
め
行
事
。
し
か
し
、
現

在
で
も
元
の
姿
を
保
っ
て
い
る
の
は
旗
山

神
社
の
柴
祭
り
だ
け
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
衰

退
し
、各
地
で
そ
の
姿
を
消
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
文
化
庁
は
令
和
２
年
３
月
に
「
記

録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民

俗
文
化
財
」
に
池
田
の
柴
祭
り
を
選
択
。

計
画
的
に
映
像
や
報
告
書
を
記
録
す
る
こ

と
で
確
実
な
記
録
保
存
と
次
代
へ
の
継
承

に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
追
い
込
ま

れ
た
も
の
の
、
変
わ
り
ゆ
く
時
代
の
変
化

に
適
応
し
、
場
所
や
道
具
な
ど
そ
の
姿
を

変
え
な
が
ら
現
在
ま
で
守
ら
れ
て
き
た
、

池
田
に
伝
わ
る
年
始
行
事「
柴
祭
り
」

記
録
し
て
残
す
べ
き
無
形
民
族
文
化
財

安水集落での「田打ち」行事は数年前まで神ノ
川沿いの旧立神神社で行われていた。30 ｍを
超えると言われるロウソク状の巨岩「立神岩」。
数万年前の阿多カルデラ噴火で噴出した溶結凝
灰岩が、流水により削られたことで今のような
岩になったと伝えられる。 現在、立神神社は
安水集落内に移築され「田打ち」や「針起こし」
といった行事もすべて集落内で完結している。

※記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財。記録や保存に関する経費の一部に公費補助を充てることができる。

神ノ川沿いにそびえ立つ立
たてがみいわ

神岩（写真）
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