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「酒づくり」で
にぎわいのあるまちへ
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江
戸
時
代
・
関
市
に
は
17
も
の
酒
蔵
が
あ
り
、
県
下
一
の
酒
処
と

い
わ
れ
た
。
現
在
は
一
軒
も
な
い
も
の
の
、
「
多
笑
」
や
「
さ
ん
や

ほ
う
」
と
い
っ
た
地
酒
を
つ
く
る
地
域
の
グ
ル
ー
プ
が
活
動
し
て
お

り
、
酒
づ
く
り
へ
の
思
い
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

　
平
成
30
年
12
月
20
日
、
関
市
の
一
部
が
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画

（
ど
ぶ
ろ
く
特
区
）
に
認
定
さ
れ
た
。
こ
の
特
区
は
、
酒
税
法
に
基

づ
く
酒
類
の
製
造
に
つ
い
て
、
濁
酒
（
ど
ぶ
ろ
く
）
の
製
造
免
許
の

要
件
や
基
準
を
適
用
し
な
い
も
の
。
関
市
で
さ
ま
ざ
ま
な
「
ど
ぶ
ろ

く
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
地
元
へ
の
愛
着
や
誇
り
が
高
ま
り
、
ま

ち
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

「
酒
づ
く
り
で

　
　
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま
ち
へ
」
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20
年
前
に
関
市
で
生
ま
れ
た
地
酒
。
そ
の
名
は
、
五
穀
豊
穣
を
願

い
執
り
行
わ
れ
て
き
た
「
倉
知
祭
り
」
の
囃
子
「
さ
ん
や
ほ
う
」
に

由
来
し
、
関
が
育
む
自
然
を
慈
し
み
、
そ
の
恩
恵
と
し
て
米
づ
く
り

が
で
き
る
こ
と
に
感
謝
す
る
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
関
市
の
農
家
・
尾
関
二
郎
さ
ん
が
昭
和
58
年
に
創
っ
た
品
種
「
み

の
に
し
き
」
を
原
料
米
と
し
、
黒
屋
の
田
ん
ぼ
で
、
「
さ
ん
や
ほ
う

サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
有
志
が
集
ま
り
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を

一
切
使
わ
ず
に
育
て
、
酒
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

関
が
育
む
自
然
の
中
で
、

関
の
酒
を
つ
く
る
。

　
昨
春
、
田
原
地
域
で
生
ま
れ
た
地
酒
。
　
市
内
企
業
経
営
者
で
結

成
さ
れ
た
酒
づ
く
り
同
好
会
メ
ン
バ
ー
が
、
小
迫
間
の
田
ん
ぼ
で
飛

騨
産
の
酒
造
適
米
「
ひ
だ
ほ
ま
れ
」
を
原
料
米
と
し
、
無
農
薬
栽
培

で
育
て
上
げ
た
米
を
使
っ
て
完
成
し
た
純
米
酒
。

多
笑

さ
ん
や
ほ
う

た
わ
ら
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元
々
農
業
や
米
づ
く
り
が
好
き
。

十
三
年
前
、
活
動
を
知
り
夫
婦
で
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
原
料
米
「
み
の

に
し
き
」
が
育
つ
田
ん
ぼ
は
、
周
り
の

田
ん
ぼ
に
比
べ
て
雑
草
が
生
い
茂
る
。

そ
れ
は
、
生
き
物
が
元
気
に
育
っ
て
い

る
証
拠
。
草
取
り
は
大
変
だ
け
ど
、
さ

ん
や
ほ
う
の
米
づ
く
り
ら
し
さ
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
一
番
好
き
な

作
業
と
声
が
弾
む
。

　

自
分
た
ち
で
育
て
た
米
が
、
お
酒
と

し
て
形
を
変
え
て
消
費
さ
れ
る
様
を
見

る
の
が
楽
し
い
。
小
さ
な
命
の
リ
レ
ー

が
自
分
の
体
に
戻
っ
て
く
る
時
に
、
全

て
が
つ
な
が
る
と
実
感
す
る
そ
う
だ
。

山
野
豊 

―
さ
ん
や
ほ
う
―

　

約
五
年
前
、
人
づ
て
に
活
動
を
聞
い

て
親
子
で
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ほ
ぼ
未
経
験
な
た
め
、
田
ん
ぼ
の
作
業

は
大
変
だ
が
楽
し
い
。

　

「
作
業
の
間
に
生
き
物
を
捕
ま
え
て

遊
ぶ
の
が
一
番
好
き
」
子
ど
も
た
ち
が

そ
ろ
っ
て
答
え
た
。
多
く
の
生
き
物
に

触
れ
合
い
な
が
ら
の
米
づ
く
り
は
、
さ

ん
や
ほ
う
な
ら
で
は
の
魅
力
。

　

も
っ
と
若
い
世
代
の
人
や
、
在
住
外

国
人
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
と
、
米
づ

く
り
を
通
し
て
様
々
な
交
流
が
で
き
そ

う
と
、
思
わ
ず
頬
が
緩
ん
だ
。

裁 裕子さん
サポーター

サポーター　津田さん親子
▲左から涼榎くん、蒼太くん、格さん

命
の
リ
レ
ー
は
つ
な
が
っ
て
い
る

様
々
な
交
流
の
場
に
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感
じ
る
ほ
ど
す
っ
き
り
し
た
味
わ
い
な

の
で
、
ぜ
ひ
女
性
に
飲
ん
で
ほ
し
い
。	

　

		

農
作
物
に
人
の
手
が
加
わ
っ
た
伝
統

的
な
技
の
酒
づ
く
り
と
三
百
年
以
上
の

歴
史
の
あ
る
倉
知
祭
り
が
、
後
世
に
受

け
継
が
れ
て
ほ
し
い
と
、
熱
い
思
い
が

こ
も
る
。

　

ず
っ
と
興
味
が
あ
っ
た
さ
ん
や
ほ
う

の
活
動
に
参
加
し
て
三
年
。
先
代
が
、

倉
知
祭
り
を
行
う
鞍
知
神
社
の
前
に
酒

屋
を
構
え
た
。
さ
ん
や
ほ
う
は
、
山
田

さ
ん
に
と
っ
て
も
思
い
入
れ
の
強
い
お

酒
だ
っ
た
。
以
前
は
販
売
者
だ
け
だ
っ

た
が
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
り
、
積
極
的
に

杜
氏
に
酒
づ
く
り
を
聞
く
よ
う
に
な
っ

た
。
今
で
は
生
産
者
の
立
場
に
近
く

な
っ
た
と
、
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
。

　

さ
ん
や
ほ
う
は
、
食
米
で
作
ら
れ
る

た
め
、
食
中
酒
に
ぴ
っ
た
り
。
特
に
和

食
、
す
し
、
オ
イ
ル
ソ
ー
ス
系
の
パ
ス

タ
に
合
う
。
お
米
の
甘
み
を
感
じ
な
が

ら
も
、
の
ど
ご
し
が
よ
く
心
地
よ
さ
を

　

二
十
数
年
前
、
「
市
21
世
紀
ま
ち
づ

く
り
塾
で
作
っ
た
米
を
使
っ
て
何
か
で
き

な
い
か
」
と
考
え
、
当
時
主
要
メ
ン
バ
ー

で
、
酒
好
き
の
父
の
発
案
で
お
酒
を
作
る

こ
と
に
。
小
阪
酒
造(

美
濃
市)

で
完
成
し

た
お
酒
に
手
ご
た
え
を
感
じ
、
現
在
の
前

身
と
な
る
活
動
を
塾
生
二
十
人
で
始
め

た
。
だ
ん
だ
ん
と
活
動
が
広
が
り
、
仲
間

を
増
や
そ
う
と
サ
ポ
ー
タ
ク
ラ
ブ
を
発

足
。
今
年
度
サ
ポ
ー
タ
ー
は
四
十
六
人
。

昨
年
二
十
周
年
を
迎
え
た
。

　

節
目
の
年
、
人
手
不
足
か
ら
初
め
て
蔵

人
と
し
て
、
酒
づ
く
り
を
体
験
し
た
こ
と

で
、
さ
ん
や
ほ
う
が
よ
り
愛
お
し
い
と
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『さんやほう』の名の由来
倉知祭りとは

　

最
初
は
、
父
が
い
た
手
前
一
歩
引
い

て
い
た
が
、
亡
き
後
は
奮
闘
す
る
仲
間

を
支
え
た
い
と
中
心
的
存
在
に
。
し
か

し
、
未
だ
名
前
の
由
来
で
あ
り
、
父
の

地
元
の
倉
知
祭
り
と
、
さ
ん
や
ほ
う
の

活
動
の
結
び
つ
き
が
弱
い
こ
と
に
歯
が

ゆ
さ
を
感
じ
る
。
昨
年
祭
り
を
改
め
て

学
び
直
し
、
自
分
が
ど
う
関
わ
る
の
か

も
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
新
酒
が
で
き
た

ら
真
っ
先
に
神
社
に
奉
納
す
る
な
ど
、

サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
も
歩
み
寄
り
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　

い
つ
か
、
倉
知
の
人
に
も
さ
ん
や
ほ

う
の
活
動
に
参
加
し
て
も
ら
い
た
い

と
、
切
に
願
っ
て
い
る
。

▲さんやほうに漬け込んだ自家製レーズン入りライ麦パンを前に
サポーター兼事務局　山田 良彦さん

さんやほうサポーター募集
一緒に関のこだわりの地酒「さんやほう」の米づくりしてみませんか
問合せ先　サポータークラブ事務局　山下　TEL 090-2268-5446

サポーター山田 安彦さん

　江戸時代初期、倉知村に
村瀬平四郎という領主がい
た。没後も領民に慕われ、
1634年に供養を行うととも
に、五穀豊穣を願う祭りが始
まった。
　祭りは、上組の白山神社
と下組の鞍知神社から祭場
まで神輿を担ぎ出し、2基の
神輿が押し合い、せり上げ、
倒しこむ勇壮な様子で、奇祭
「けんか祭り」ともいわれて
いる。
　神輿の押し合い行事は、
時代の変化とともに執り行
うことに賛否が分かれ、昭和
38年に廃止された。現在は
神事が行われている。
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