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玉
名
干か

ん

拓た
く

の
歴
史
と
干
拓
施
設

施
設
の
中
で
、
最
も
保
存
状
態
の

よ
い
も
の
は
玉
名
市
大
浜
町
の
末す

え

広ひ
ろ

開び
ら
き

潮し
お

受う
け

堤
防
と
樋
門
、
玉
名
市

横
島
町
の
明め

い

丑ち
ゅ
う

開び
ら
き

、
明め

い

豊ほ
う

開び
ら
き

、
大だ

い

豊ほ
う

開び
ら
き

の
各
潮
受
堤
防
。
そ
の
総
延

長
は
、約
５・２
㌔
に
も
及
び
ま
す
。

　
末す

え

広ひ
ろ

開び
ら
き

樋
門
は
、
六
枚
戸
（
末

広
開
東
三
枚
戸
樋
門
・
西
三
枚
戸

樋
門
）と
二
枚
戸
（
末
広
開
二
枚

戸
樋
門
）か
ら
構
成
さ
れ
、
特
に

六
枚
戸
は
こ
の
地
域
で
最
大
級
の

樋
門
で
す
。
こ
れ
ら
の
堤
防
と
樋

門
は
明
治
時
代
中
期
に
築
造
さ
れ

た
も
の
で
、
昭
和
42
年
に
国
営
干

拓
の
潮
止
め
が
行
わ
れ
る
ま
で
第

一
線
の
干
拓
堤
防
と
し
て
農
地
を

守
っ
て
き
ま
し
た
。
全
国
に
残
る

干
拓
施
設
の
中
で
も
非
常
に
保
存

状
態
が
よ
く
、
干
拓
の
歴
史
を
物

語
る
貴
重
な
歴
史
遺
産
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
平
成
22
年
に
「
旧
玉
名

干
拓
施
設
」と
し
て
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
（
担
当
：
玉
名
市
文
化
課
）

時
代
に
な
る
と
、
許
可
さ
れ
れ
ば

個
人
に
よ
る
干
拓
も
可
能
と
な
り

ま
す
。
明
治
20
年
代
か
ら
30
年
代

に
は
主
に
地
元
の
富
裕
層
に
よ
っ

て
、
１
０
０
町
（
約
１
０
０
㌶
）

規
模
の
干
拓
地
が
次
々
と
築
造
さ

れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
時
期

の
干
拓
の
費
用
は
、
全
て
事
業
者

負
担
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
干
拓
は
、

現
在
ま
で
に
約
３
千
㌶
に
及
ぶ
耕

作
地
を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。
各
時

代
を
通
じ
て
干
拓
地
で
生
産
さ
れ

る
主
な
農
産
物
は
米
で
あ
り
、
地

域
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
た

の
で
す
。

今
も
残
る
明
治
の
堤
防

　
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
干
拓
の
結

果
、
玉
名
市
内
の
各
地
に
堤
防
や

樋ひ

門も
ん

（
排
水
用
の
水
門
）が
残
さ

れ
ま
し
た
。
役
目
を
終
え
た
干
拓

　
菊
池
川
河
口
付
近
で
は
、
上
流

か
ら
流
れ
て
き
た
土
砂
が
堆
積
し
、

広
大
な
干ひ

潟が
た

が
で
き
て
い
ま
し
た
。

そ
の
部
分
を
耕
作
地
と
す
る
た
め
、

江
戸
時
代
か
ら
昭
和
42
年
ま
で
干

拓
が
断
続
的
に
行
わ
れ
、
多
く
の

干
拓
地
が
開
か
れ
ま
し
た
。
干
拓

の
地
割
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
、
堤

防
に
は
当
時
の
石
積
み
が
よ
く

残
っ
て
い
ま
す
。

清
正
公
か
ら
始
ま
っ
た
干
拓

　
加か

藤と
う

清き
よ

正ま
さ

が
肥
後
に
や
っ
て
き

て
、
玉
名
の
干
拓
が
は
じ
ま
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
細ほ

そ

川か
わ

家
に
よ
る
海
岸
沿
い
の
小
規
模

な
開
発
が
始
ま
り
、
江
戸
時
代
後

半
に
熊
本
藩
家
老
の
有あ

り

吉よ
し

家
が
干

拓
の
権
利
を
持
つ
と
、
そ
の
規
模

は
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
有

吉
家
以
外
に
も
、
手て

永な
が

（
村
を
数

カ
村
ま
と
め
た
単
位
）や
村
で
盛

ん
に
干
拓
を
進
め
ま
し
た
。
明
治

■
大お

お

野の

下し
も

雨あ
ま

乞ご

い
奴や

っ
こ

踊お
ど

り

　
玉
名
市
岱
明
町
大
野
下
で
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
雨
乞
い
神
事

で
、奴
姿
の
数
十
人
が
天
を
突
き
、

地
を
踏
み
固
め
て
奉
納
し
ま
す
。

と　
き　
７
月
29
日
㈰

と
こ
ろ　
大
野
下
八
幡
宮

問
い
合
わ
せ
先　
玉
名
市
文
化
課

　
☎
０
９
６
８（
75
）１
１
３
６

■
イ
デ
ベ
ン
チ
ャ
ー

　
菊
池
渓
谷
か
ら
水
を
取
り
入
れ

て
い
る
農
業
用
水「
原は

る

井い

手で

」
を

利
用
し
た
里
山
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

で
す
。

期　
間

　
９
月
23
日
ま
で
の
㈯
㈰
㈷

※
７
月
の
予
約
は
終
了
し
ま
し
た
。

集
合
場
所・問
い
合
わ
せ
先

　
き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館

　
☎
０
９
６
８（
27
）０
１
０
２

イ
ベ
ン
ト
情
報

末
広
開
樋
門（
六
枚
戸
）
明
丑
開
潮
受
堤
防

明豊開潮受堤防
明丑開潮受堤防

末広開潮受堤防

末広開樋門

江戸時代以降の干拓で生まれた菊池川河口の耕作地

撮影前には役者の立ち位置や機材の入念なチェックが行われますスタッフやエキストラが撮影準備に励みます

5月２日から４日にかけて、来年１月から放送予定のＮＨＫ大河ドラマ「いだてん
～東京オリムピック噺

ばなし

～」の撮影が永山地区で行われました。

県・市指定文化財の永山橋をバックに撮影

「いだてん」の撮影が行われました
2019年大河ドラマ

◀若き日の金
かな

栗
くり

四
し

三
そう

（写真提供：玉名市）

金か
な

栗く
り

四し

三そ
う

の
幼
少
期
を

永
山
地
区
で
収
録

　
主
人
公
・
金
栗
四
三
を
演
じ
る

中な
か

村む
ら

勘か
ん

九く

郎ろ
う

さ
ん
や
四
三
の
妻
・

春は
る

野の

ス
ヤ
役
の
綾あ

や

瀬せ

は
る
か
さ
ん
、

四
三
の
兄
・
実さ

ね

次つ
ぐ

役
の
中な

か

村む
ら

獅し

童ど
う

さ
ん
ら
が
永
山
地
区
の
住
民
や
エ

キ
ス
ト
ラ
の
皆
さ
ん
と
撮
影
に
臨

み
ま
し
た
。

　
撮
影
の
合
間
に
は
、
商
工
会
や

観
光
協
会
な
ど
か
ら
な
る
実
行
委

員
会
が
市
の
特
産
品
を
配
っ
て
Ｐ

Ｒ
し
た
り
、
永
山
地
区
の
人
々
が

ス
タ
ッ
フ
へ
地
元
郷
土
料
理
を
振

る
舞
う
な
ど
、
地
域
を
あ
げ
て
撮

影
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

菊
池
北
小
学
校
6
年
生
は
総
合
学

習
の
一
環
と
し
て
撮
影
現
場
を
見

学
。｢

映
像
に
映
ら
な
い
と
こ
ろ

で
多
く
の
人
が
働
い
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
早
く
い
だ
て
ん
を

見
た
い｣

と
期
待
を
込
め
ま
し
た
。

　
四
三
の
母
親
役
を
演
じ
る
宮み

や

崎ざ
き

美よ
し

子こ

さ
ん（
熊
本
市
出
身
）は
、「
畑

作
業
を
地
元
の
人
に
教
え
て
も
ら

い
助
か
っ
た
。
素
晴
ら
し
い
景
色

と
石
橋
を
、
ぜ
ひ
全
国
の
皆
さ
ん

に
見
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
語
り

ま
し
た
。

　武藤さんの家を金栗四三
の生家に改修。酒造業だった
ため、酒樽も設置されました。
武藤さんは「放送が楽
しみ。記念になりまし
た」と話しました。

　城さんはペット用に飼育しているヤギを撮
影用に貸し出しました。「ドラマに協力できて
うれしい。子どもたちもスタッフもヤギに癒
されてほしい」と話しました。区長の武藤さ
んは中村勘九郎さんに農作業を直々に指導。

「撮影に参加できてよかった。永山地区の良
さが全国に伝われば」と笑みを見せました。

武
む

藤
とう

五
いつ

枝
え

さん
（永山）

武
む

藤
とう

克
かつ

弘
ひろ

さん㊨
（永山）

城
じょう

太
たい

志
し

郎
ろう

さん ㊧
（袈裟尾）

家や敷地を提供 永山区長ヤギを提供

セットの表札▶
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