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ぼ
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し
パ
ン

　

高
知
の
男
性
の
代
名
詞
「
い
ご
っ
そ
う
」
と

い
う
言
葉
。
土
佐
人
気
質
の
典
型
と
し
て
よ
く

使
わ
れ
る
が
、
語
源
に
は
多
く
の
説
が
あ
る
。

最
も
有
名
な
の
が
「
異
骨
相
」
説
。
言
動
も
異

な
る
が
、
よ
く
見
れ
ば
骨
相
ま
で
異
な
っ
て
い

た
と
い
う
。

　

ま
た
他
説
で
は
、
東
北
地
方
で
が
ん
こ
・
一

徹
の
こ
と
を
「
い
っ
こ
く
」
と
い
い
、
こ
れ
が

山
内
氏
と
と
も
に
土
佐
入
り
し
、
反
骨
的
な
土

佐
人
の
相
貌
が
山
内
氏
ら
に
は
「
い
っ
こ
く
な

相
」
に
見
え
、
そ
れ
が
や
が
て
い
ご
っ
そ
う
に

な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、「
ご

つ
い
」
を
意
味
す
る
土
佐
の
方
言
「
い
ご
つ
・

い
の
つ
」
説
や
「
い
こ
じ
」
と
何
ら
か
の
関
係

が
あ
る
と
い
う
説
ま
で
が
あ
る
。

　

元
親
や
龍
馬
、
慎
太
郎
な
ど
の
土
佐
を
代
表

す
る
人
物
は
、
自
然
に
人
を
威
圧
し
、
か
つ
威

服
・
畏
敬
さ
せ
る
豪
傑
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
い

う
相
貌
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
威
豪
相
」「
畏

豪
相
」
と
表
現
さ
れ
た
。

　

大
切
な
の
は
、
い
ご
っ
そ
う
は
単
な
る
頑
固
・

一
徹
・
負
け
ず
嫌
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ユ
ー

モ
ア
・
大
ら
か
と
い
っ
た
愛
す
べ
き
一
面
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

土
佐
の
男
性
「
い
ご
っ
そ
う
」
に
対
し
て
、

土
佐
の
女
性
を
「
は
ち
き
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
極
端
に
男
勝
り
な
女
性
の
こ
と
を
総

称
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
い
ご
っ
そ
う
」

と
同
様
、
語
源
に
は
多
く
の
説
が
あ
る
。

　

明
治
の
土
佐
の
郷
土
史
家
・
松
野
尾
氏
に
よ

る
と
二
説
あ
り
、
一
つ
は
藩
政
時
代
に
針
屋
金

蔵
と
い
う
お
調
子
者
が
い
て
、
そ
の
名
前
が
由

来
と
な
っ
た
説
。
も
う
一
つ
は
、
八
綿
金
右
衞

門
と
い
う
剛
強
の
馬
鹿
者
あ
り
、
そ
れ
よ
り

至
っ
て
馬
鹿
者
を
「
八
金
」
と
言
い
始
め
た
と

高
知
県
の
中
央
部
に
位
置
す
る
高
知
市
は
、
坂
本
龍
馬
や
板
垣
退
助
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
偉
人
が

誕
生
し
た
土
地
。
豪
気
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
旺
盛
な
彼
ら
は
、
時
世
に
新
風
を
吹
き
込
み
、
近
代
日

本
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

太
平
洋
と
四
国
山
脈
に
囲
ま
れ
て
、
独
特
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
土
佐
の
人
々
。
ち
ょ
っ
と
頑
固
で
、

言
葉
が
荒
々
し
い
の
は
ご
愛
敬
。土
佐
人
は
自
由
と
人
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
、情
の
厚
い
人
間
な
の
で
す
。

　

 

高
知
の
名
物
パ
ン
と
し
て
、
テ
レ
ビ
や
雑

誌
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
ぼ
う
し
パ
ン
」。
誕

生
の
き
っ
か
け
は
一
つ
の
失
敗
だ
っ
た
と
か
。

　

昭
和
30
年
ご
ろ
の
あ
る
日
、
メ
ロ
ン
パ
ン
を
作
ろ
う
と

下
準
備
を
し
て
い
た
パ
ン
職
人
。
上
に
乗
せ
る
ビ
ス
ケ
ッ

ト
生
地
を
切
ら
し
て
し
ま
い
、
仕
方
な
く
代
わ
り
に
カ
ス

テ
ラ
生
地
を
使
っ
て
み
る
と
、
生
地
が
流
れ
て
広
が
り
、

麦
わ
ら
帽
子
の
よ
う
な
か
わ
い
い
形
の
パ
ン
が
で
き
た
。

　

当
初
は
「
カ
ス
テ
ラ
パ
ン
」
と
い
う
商
品
名
で
売
ら
れ

て
い
た
が
、
そ
の
独
特
な
形
か
ら
、
い
つ
し
か
「
ぼ
う
し

パ
ン
」
と
言
う
名
で
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に

は
商
品
名
ま
で
も
そ
う
変
わ
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
日
本
で
初
め
て
土
佐
湾
で
発
見
さ

れ
、
そ
の
後
、
採
取
・
加
工
は
土
佐
の
主

要
地
場
産
業
と
な
っ
た
。

　

現
在
で
は
国
内
だ
け
で
な
く
、
海
外

に
ま
で
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
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い
う
説
で
、
両
説
と
も
元
々
は
男
性
に
も
使
わ

れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
他
説
で
は
、
漢
字
に
す
る
と
「
八
金
」

と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
均
的
女
性
を
十
金
と

す
れ
ば
、
二
金
ほ
ど
女
ら
し
さ
に
欠
け
て
い
る

の
だ
か
ら
八
金
と
い
う
説
や
、
四
人
の
男
性
と

対
等
に
渡
り
合
え
る
た
く
ま
し
い
女
性
だ
か
ら

八
金
と
い
う
説
ま
で
あ
る
。

　

土
佐
の
方
言
は
、
四
国
山
脈
が
大
き
な
言
語

の
壁
と
な
っ
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
方
言
と
な
っ
て

い
る
。

　

四
国
地
方
の
方
言
は
大
き
く
分
け
る
と
、
阿

讃
予
方
言
（
徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
）
と

土
佐
方
言
（
高
知
県
）
に
分
類
さ
れ
る
。

　

阿
讃
予
方
言
で
は
、
京
阪
方
言
・
中
国
方
言

の
影
響
を
相
当
受
け
、
一
般
に
比
較
的
や
さ
し

い
感
じ
を
伴
う
。
一
方
土
佐
方
言
で
は
、
京
阪

方
言
の
影
響
も
受
け
て
い
る
が
、
中
国
・
九
州
・

和
歌
山
・
東
北
地
方
と
も
相
当
の
共
通
点
が
あ

り
、
荒
削
り
で
男
性
的
な
言
葉
ぶ
り
が
特
徴
で

あ
る
。

「
の
う
が
悪
い
」
具
合
・
機
能
が
悪
い
こ
と

「
あ
し
」　　
　

  

わ
た
し
、
わ
し

「
お
ん
し
」　　

  

き
み
、
あ
な
た

「
げ
に
」　　
　

  

ま
こ
と
に
、
大
変
に

「
へ
ん
し
も
」　  

急
い
で
、
た
だ
ち
に

「
び
ち
く
る
」　  

暴
れ
る
、
も
が
く

「
た
っ
す
い
」　  

弱
い
、
物
足
り
な
い

「
こ
じ
ゃ
ん
と
」
徹
底
的
に
、
十
二
分
に

　
「
酒
の
国
土
佐
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
酒
好

き
が
多
い
と
い
わ
れ
る
高
知
県
。
そ
の
昔
、
国

司
と
し
て
土
佐
に
や
っ
て
き
た
平
安
時
代
の
歌

人
・
紀
貫
之
も
、
酒
を
飲
ん
で
大
騒
ぎ
す
る
土

佐
の
人
々
の
姿
を
「
土
佐
日
記
」
に
記
し
て
い

る
。

　

高
知
県
で
は
酒
宴
の
こ
と
を
「
お
き
ゃ
く
」

と
い
う
。
そ
の
語
源
は
、
四
国
八
十
八
カ
所
巡

り
の
お
遍
路
さ
ん
を
も
て
な
し
た
「
お
客
」
が

由
来
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

お
き
ゃ
く
に
は
、
お
い
し
い
お
酒
は
も
ち
ろ

ん
、
土
佐
の
郷
土
料
理
「
皿
鉢
料
理
」
も
登
場

す
る
。
皿
鉢
料
理
と
は
、
約
40
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
大
き
な
皿
に
、
海
・
川
・
里
の
幸
と

い
っ
た
ご
ち
そ
う
が
デ
ー
ン
と
盛
り
込
ま
れ
た

料
理
で
、
ま
さ
に
豪
快
な
土
佐
人
の
精
神
そ
の

も
の
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
自
分
の
杯
を
目
上
の
人
に
差
し
出

し
お
酒
を
注
ぐ
「
献
杯
」
や
、
そ
の
杯
に
お
酒

を
注
ぎ
返
す
「
返
杯
」、
酒
宴
を
大
い
に
盛
り

上
げ
る「
し
ば
ん
て
ん
踊
り
」「
可
杯
」「
菊
の
花
」

「
箸
拳
」
な
ど
の
「
お
座
敷
遊
び
」
も
、
土
佐

で
生
ま
れ
た
独
自
の
文
化
と
し
て
、
現
在
も
息

づ
い
て
い
る
。

　

初
め
て
会
っ
た
人
同
士
で
も
、
世
代
・
性
別
・

立
場
を
越
え
て
み
ん
な
で
大
い
に
盛
り
あ
が

る
。
そ
れ
が
、
土
佐
流
の
酒
宴
「
お
き
ゃ
く
」

で
あ
る
。

　

高
知
市
を
中
心
に
限
ら
れ
た
地

域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
土
佐
独
特

の
金
魚
。
琉
金
の
体
型
に
水
平
の

尻
尾
の
前
側
が
腹
部
に
沿
っ
て
反
転

し
て
お
り
、
そ
の
姿
は
金
魚
の
女
王
と

呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
開
い
た
扇
の
よ
う
。
大
量
生
産

は
難
し
く
、
愛
好
家
が
伝
承
保
存
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

高
知
の
観
光
地
や
道
端
で

よ
く
売
ら
れ
て
い
る
「
ア
イ
ス
ク
リ
ン
」。

砂
糖
・
卵
・
脱
脂
粉
乳
・
バ
ナ
ナ
香
料
で
作
ら
れ

て
い
る
た
め
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
よ
り
も
脂
肪
分
が
少
な

く
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
味
。
数
十
年
前
ま
で
は
全
国
ど
こ

で
も
売
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
限
ら
れ
た
地
域
で
し
か

見
掛
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
最
近
で
は
、
イ
チ
ゴ
味
や

ソ
ー
ダ
味
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
か
。

　

 

グ
ロ
リ
オ
サ
は
、
和
名
で
「
ア
カ
バ
ナ
キ
ツ
ネ
ユ
リ
」

や「
ユ
リ
グ
ル
マ
」と
呼
ば
れ
て
い
る
ユ
リ
科
の
球
根
植
物
。

　

高
知
市
三
里
地
区
は
国
内
有
数
の
産
地
で
、
全
国
の
生

産
量
70
％
の
シ
ェ
ア
を
誇
る
。
こ
こ
で
栽
培
さ
れ
た
グ
ロ

リ
オ
サ
の
品
種
「
ミ
サ
ト
レ
ッ
ド
」
は
、
２
０
０
２
（
平

成
14
）年
に
オ
ラ
ン
ダ
で
開
催
さ
れ
た「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
フ
ラ
ワ
ー
ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ー
」
で
グ
ラ
ン

プ
リ
を
受
賞
し
、
世
界
的
に
も
そ
の
品

質
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

可杯（べくはい）

　お面の形をした3つの杯は、 お
酒を注ぐと飲み干すまで置けない
仕掛けが。 赤色の「てんぐ」が最
も大きく、鼻が高いので安定しな
い。口に穴があいた「ひょっとこ」、
小さい「おかめ」。 歌いながらこ
まを回し、止まったこまの先に居
た人が、出た絵の杯で飲み干さな
ければならない。お酒に弱い人が
当たったら、すかさず誰かが助け
て あ げ る の も 、
これまた一興。

菊の花

　人数分の杯をお盆に伏せて、
その内の1つの杯に小菊の花を1
個だけ隠しておく。全員で「菊の
花～菊の花～、 あけてうれしい
菊の花～」と歌い、一人ずつ杯を
あけてお盆を回す。 当たった人
は、 その時点で空いている杯の
数だけお酒を注いで飲まねばな
らない。そして、負け
た（ 飲めるという意
味では勝ち？）人が
次に菊を隠す。

土
佐
流
お
も
て
な
し

お
き
ゃ
く

syu
en

酒　宴

高
知
の
方
言

h
ou
g
en

言葉

しばてん踊り

　 相 撲 を 取 る の
が 大 好 き な 、
カッパに似た男

の子の妖怪「しば
てん」。 ユーモラ
ス な ほ ろ 酔 い 顔
を染めた「しばて
ん手ぬぐい」 を
頭 か ら か ぶ り、

しばてん音頭に合
わせて輪になって踊れば、 お座
敷は大いに盛り上がる。

　二人で勝負する、 威勢の良い
遊び。向きあって3本ずつ箸を持
ち、 その何本かを片方の腕の下
へ隠してじゃんけんのように突
き出し、 箸の数の合計を当て合
う。 負ければ杯を一気飲み。 掛
け声も勇ましく、 中には見とれ

るほどの名人芸も。 毎年
10月 1日の「日本酒の日」
に、 高知市では「土佐は
し拳全日本選手権大会」
が開催されている。

箸拳（はしけん）

土
佐
錦
魚（
と
さ
き
ん
）

03
ア
イ
ス
ク
リ
ン
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