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熱狂の舞台裏
宇和島闘牛を支える牛と人

着実に進める大切な年に

　食料としてだけではなく、農作業や運搬
の労働力などで、昔から人の生活に欠かせ
ない存在の牛。そしていつしか宇和島に根
付いた闘牛。今では、闘牛を観戦できると
ころは四国では宇和島だけです。
　2021年は丑年。十二支の動物の中でも
動きがゆっくりとしたイメージの丑ではあ
りますが、先を急がず一歩一歩着実に物事
を進める大切な年とも言われます。今回は
丑年にちなんで、宇和島の文化「闘牛」を
特集します。

蹄を守るナイロン性の牛の靴。
編める人は市内でも数少ない。

牛のトレーニングでは、300㎏あ
るタイヤを持ち上げ首を鍛える。

【闘牛の起源】
　鎌倉時代に農民が農耕用の強い牛をつくるために野
原で角突き合わせをしたのが始まりとする説と、17世
紀後半に宇和海を漂流していたオランダ船を福浦の漁
民が救助した礼として２頭の牛が贈られ、この牛がた
またま格闘したことにより始まったとの説があります。



頭
を
突
き
合
わ
せ
る
瞬
間
の
鈍
い
音
が
、

　
　
　
人
々
を
熱
狂
に
引
き
込
む
合
図
。

土俵での姿からは想像できないほど普
段はおとなしい牛たち。

闘牛の散歩。道路を歩く姿も宇和島の
日常の風景（津島町増穂）。

個性溢れるリングネーム。それぞれに特別な
想いが込められている。

宇
和
島
の
日
常
に
あ
る
闘
牛
　

　

宇
和
島
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
闘
牛
文

化
。
娯
楽
が
少
な
い
時
代
に
、
大
衆
の
楽

し
み
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
激
し
い
戦
い
に
人
た
ち
は
魅
了
さ
れ
、

い
つ
し
か
宇
和
島
の
文
化
と
し
て
根
付
き

ま
し
た
。
闘
牛
を
観
戦
で
き
る
場
所
は
国

内
で
６
県
９
ヵ
所
し
か
な
く
、
四
国
で
は

唯
一
宇
和
島
だ
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宇
和
島
で
は
、
丸
山
に
あ
る
市
営
闘
牛

場
で
年
５
回
（
１
・
４
・
７
・
８
・
10
月
）
大

会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
ト
ン
近
い

巨
大
な
牛
が
、
土
俵
で
頭
を
突
き
合
わ
せ

た
瞬
間
―
。
そ
の
鈍
い
音
を
合
図
に
、
観

客
は
戦
い
に
引
き
込
ま
れ
い
つ
の
間
に
か

熱
狂
し
て
い
ま
す
。

　

土
俵
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
激
し
い
戦
い

に
注
目
が
集
ま
り
ま
す
が
、
そ
の
戦
い
の

裏
で
は
多
く
の
人
が
携
わ
り
闘
牛
文
化
を

支
え
て
い
ま
す
。

毛並みや蹄のケアに至るまで牛主が毎
日手塩にかけて育てる。

昭和40年代後半。南楽園に行く手前にあった闘牛場。昔は各地区に闘牛場があり、毎場所会場を埋め尽
くすほど熱狂していました。

土俵裏宇和島闘牛の、
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　土俵では、牛主たちが育てた闘牛が戦いを繰り広げ、その迫力は見る人
の目を惹きつけます。しかし、そのすぐそばで欠かせないのが勢子の姿。
　大声で牛を鼓舞する激しいその姿とは裏腹に、冷静な目で牛の様子を伺
い勝負どころを見極めます。
　牛と呼吸を合わせて土俵を盛り上げる、勢子を紹介します。

勝負所を見極める
土俵で舞う「勢

せ

子
こ

」の姿



三曳 正志 さん

勢子会長。津島町増穂地区で、牛主
として代々受け継がれている三曳家。
正志さんの初土俵は高校生のころ。勢
子の魅力を知る第一人者。

呼
吸
を
合
わ
せ
る
名
脇
役

　

牛
と
一
緒
に
土
俵
に
上
が
り
、
牛
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
「
勢
子
」。
競
馬

の
騎
手
の
よ
う
な
存
在
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

と
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

戦
い
の
最
中
も
闘
牛
の
首
元
に
寄
り
添

う
の
が
宇
和
島
流
の
勢
子
で
す
。
押
し
引

き
が
重
要
と
さ
れ
る
戦
い
で
、
牛
と
呼
吸

を
合
わ
せ
て
一
体
と
な
り
、
チ
ャ
ン
ス
を

逃
さ
ず
た
た
み
か
け
る
―
。
勢
子
は
脇
役

と
し
て
闘
牛
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

闘
牛
の
勝
負
は
勢
子
の
腕
で
決
ま
る
こ

と
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
そ
の
役
割
は

重
要
で
す
。
戦
い
の
中
で
大
き
な
声
を
上

げ
て
牛
を
鼓
舞
し
な
が
ら
も
、
相
手
の
牛

の
状
態
を
見
極
め
ま
す
。
牛
は
ス
タ
ミ
ナ

が
切
れ
て
く
る
と
、
舌
を
出
し
た
り
糞
や

牛の首元に寄り添うのが宇和島流の勢
子の形。

牛と勢子が一体となり盛り上げる。牛と少し距離を置き足踏みや声掛けで
指示を送ることもある。

牛の舌が見えたらスタミナ切れが近い証拠。その変化を逃さないの
が勢子の腕の見せどころ。

尿
な
ど
を
し
た
り
と
変
化
が
あ
る
の
で
そ

こ
を
見
逃
さ
ず
一
気
に
攻
め
る
。
そ
こ
で

勝
負
が
決
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

勢
子
会
長
の
三
曳 

正
志 

さ
ん
は
、「
闘

牛
も
競
馬
と
同
じ
で
、
人
の
存
在
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
馬
だ
け
が
た
だ
走
る
だ
け
で

は
つ
ま
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
牛
同

士
が
た
だ
戦
う
だ
け
で
は
盛
り
上
が
り
に

欠
け
ま
す
。
大
会
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に

も
、
勢
子
の
役
割
は
大
変
重
要
で
す
。
宇

和
島
流
の
勢
子
は
牛
と
の
距
離
が
近
く
危

険
と
は
常
に
隣
り
合
わ
せ
で
す
。
そ
れ
で

も
、
喜
ん
で
く
れ
る
お
客
さ
ん
の
笑
顔
を

絶
や
さ
な
い
た
め
に
、
安
全
に
は
気
を
付

け
な
が
ら
宇
和
島
流
の
勢
子
の
形
を
大
切

に
し
て
い
き
た
い
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
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我
ら
が「
闘
牛
」フ
ァ
ン

小
さ
な
闘
牛
ト
レ
ー
ナ
ー

　

池
田
さ
ん
は
、
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
牛
主

の
牛
を
預
か
っ
て
育
て
る
ベ
テ
ラ
ン
ト

レ
ー
ナ
ー
。
３
６
５
日
闘
牛
へ
愛
情
を

注
い
で
い
ま
す
。
ト
レ
ー
ナ
ー
と
し
て

牛
主
の
牛
を
預
か
る
の
は
と
て
も
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
が
か
か
る
こ
と
で
す
。
池
田
さ
ん

は
、「
高
校
野
球
の
監
督
と
同
じ
で
、
試

合
に
勝
て
ば
牛
が
褒
め
ら
れ
る
け
れ
ど
、

試
合
に
負
け
た
と
き
は
ト
レ
ー
ナ
ー
が
責

め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
勝
っ
た
と
き
の

嬉
し
さ
で
虜
に
な
る
」
と
話
し
ま
す
。

　

池
田
さ
ん
の
孫
コ
ウ
ヤ
君
と
ア
ツ
シ
君

は
、
池
田
さ
ん
が
育
て
る
牛
の
大
フ
ァ

ン
。
２
人
は
３
歳
の
こ
ろ
か
ら
牛
舎
に
通

い
、
週
末
に
は
必
ず
遊
び
に
来
て
エ
サ
を

や
っ
た
り
散
歩
を
し
た
り
と
闘
牛
が
大
好

き
で
す
。
初
め
て
自
分
が
世
話
を
す
る
牛

が
負
け
た
と
き
は
、
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り

帰
り
の
ト
ラ
ッ
ク
に
鍵
を
締
め
て
閉
じ
こ

も
り
、
大
人
た
ち
が
帰
れ
ず
に
困
っ
た
そ

う
で
す
。

　
「
闘
牛
は
強
く
て
か
っ
こ
い
い
か
ら
好

き
」
と
話
す
コ
ウ
ヤ
君
と
ア
ツ
シ
君
。
こ

の
２
人
の
若
い
芽
が
、
将
来
土
俵
に
立
つ

姿
に
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
。

池田 定彦 さん
津島町増穂地区のベテラン闘牛ト
レーナー。高校時代から闘牛に携
わっている。孫のコウヤ君とアツ
シ君は大の闘牛ファン。牛の散歩
やエサやりのため毎週のように牛
舎に通う。

一
度
取
り
込
ま
れ
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
、

そ
れ
が
「
宇
和
島
闘
牛
」。

コウヤ君、アツシ君が育てる闘牛。注ぐ
愛情は大人顔負け

（左）アツシ君（右）コウヤ君



Interview

宇
和
島
の
﹁
舞
台
裏
﹂

　

皆
さ
ん
が
最
後
に
闘
牛
を
見
た
の
は
い

つ
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
楽
し
み
に
し
て
い

る
人
、
し
ば
ら
く
観
戦
し
て
い
な
い
人
。

も
し
か
し
た
ら
、
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い

人
も
大
勢
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
会
で
は
つ
い
激
し
い
戦
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
土
俵
に
注
目
し
て
し
ま
い
ま
す

が
、
そ
の
裏
側
に
あ
る
、
闘
牛
た
ち
の
普

段
の
素
顔
や
日
常
の
世
話
に
関
わ
る
人
た

ち
の
姿
に
注
目
す
る
と
、
ま
た
違
っ
た
魅

力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

闘
牛
だ
け
で
は
な
く
、
宇
和
島
に
住
ん

で
い
て
も
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
裏
側
が

き
っ
と
あ
る
は
ず
で
す
。
牛
の
歩
み
の
様

に
ゆ
っ
く
り
と
少
し
ず
つ
で
も
い
い
の

で
、
２
０
２
１
年
は
「
宇
和
島
の
舞
台
裏
」

を
見
つ
め
直
す
年
に
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
新
た
な
発
見
が
待
っ
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

末
永
く
残
し
た
い

　

津
島
町
増
穂
地
区
で
は
、
40
年
ほ

ど
前
ま
で
は
道
路
を
挟
ん
だ
両
脇
に

牛
が
並
ぶ
光
景
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
当
時
は
強
い
牛
を
自
慢

し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
勝
つ

こ
と
に
強
く
こ
だ
わ
っ
て
牛
を
育
て

て
い
ま
し
た
。
相
性
や
牛
の
調
子
に

よ
っ
て
は
、
負
け
を
避
け
る
た
め
大

会
に
出
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
昔
は
今
の

10
倍
く
ら
い
の
数
の
牛
が
い
た
こ
と

も
あ
り
、
出
場
し
な
く
て
も
大
会
は

成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

最
近
で
は
牛
も
20
数
頭
し
か
お
ら

ず
、
年
５
場
所
す
べ
て
に
出
場
す
る

こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
牛
が
傷
つ
く
と
大
会
に
出
ら

れ
な
く
な
り
大
会
の
開
催
も
危
ぶ
ま

れ
ま
す
。
今
で
は
勝
つ
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
牛
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
が

残
ら
な
い
よ
う
に
、
牛
を
守
る
こ
と

も
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
も
、
大
会
を
楽
し
み
に
し

て
く
れ
て
い
る
お
客
さ
ん
が
い
る
か

ら
で
す
。

　

昔
は
男
性
の
フ
ァ
ン
が
多
か
っ
た

闘
牛
で
す
が
、
最
近
で
は
子
ど
も
や

女
性
の
フ
ァ
ン
も
多
く
な
っ
て
き
て

い
て
す
ご
く
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
コ

ロ
ナ
で
大
変
な
時
期
で
す
が
、
感
染

防
止
や
大
会
の
安
全
な
運
営
を
心
が

け
て
今
後
も
末
永
く
こ
の
文
化
を
残

し
て
い
き
た
い
で
す
。

三曳  一美 さん

宇和島観光闘牛協会会長 。牛と言え
ば三曳ともいわれ代々牛主として携
わる。牛主兼トレーナー。ときには
勢子として土俵で戦う。

坂本 健二 さん
市営闘牛場の管理や大会で実
況を担当。闘牛の生き字引と
もいわれるほど、闘牛に詳し
い。

■オンライン闘牛
　コロナ禍で、毎年１月２日に行われる正月場所も入
場制限がされています。新しい取り組みとして、自宅
で闘牛観戦ができるオンライン闘牛が行われます。
　戦いの模様を実況中継し、初心者向けのわかりやす
い解説で闘牛を楽しめます。

【と　き】１月２日㈯ 正午～午後２時（開場：午前10時）
【料　金】1,090円（トウギュウ価格）
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、大会自体

が中止となる場合があります。みんなで一緒に自宅で観戦しよう！

オンラインもオススメ！はじめての人には、

＼申込みは
こちら／
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