
【
問
い
合
わ
せ
先
】

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係  

☎
０
９
６
８（
25
）７
２
３
２

１_ 手を取り合う菊池川流域４市町の
首長（右から江

え

頭
がしら

実
みのる

菊池市長、中
なか

嶋
しま

憲
けん

正
せい

山鹿市長、髙
たか

嵜
さき

哲
てつ

哉
や

玉名市長、福
ふく

原
はら

秀
ひで

治
はる

和水町長） ２_ ミネラル豊富な水
と豊かな大地が生み出す菊池のコメは
全国で高い評価を受けている

　地域に点在する文化財や伝統
行事などを、テーマに沿ったス
トーリーとして構成し、認定を受
ける制度です。「日本遺産」とし
てブランド化することで、観光資
源はもちろん、地域住民が地域
の魅力を再発見し、高めて発信
していく地方創生の起爆剤として
も期待されています。
　平成 27 年度から毎年１回の選
考があり、東京五輪までに国内
100 件を選ぶ予定。平成 29 年
６月現在で全国から計 54 件が名
を連ねています。

指
摘
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
市
生
涯
学
習
課
で
日
本
遺
産
を
担

当
す
る
佐さ

伯え
き

明あ

日す

香か

主
任
主
事
は

「
文
化
財
を
羅
列
し
て
ス
ト
ー
リ
ー

で
つ
な
い
だ
だ
け
の
単
調
な
内
容
で

し
た
。
練
り
直
し
て
再
挑
戦
し
よ
う

と
、
直
後
の
協
議
会
で
声
が
あ
が
り

ま
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
と
に

協
議
を
重
ね
、
菊
池
川
流
域
に
受
け

継
が
れ
た
米
作
り
の
土
地
利
用
法

と
、
関
連
す
る
文
化
財
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
満
を
持

し
て
臨
ん
だ
結
果
、
悲
願
の
認
定
を

獲
得
。
応
募
は
全
国
か
ら
79
件
。
う

ち
登
録
は
17
件
で
し
た
。

　
「
米
作
り
文
化
の
希
少
性
が
認
め

ら
れ
て
よ
か
っ
た
。
４
市
町
で
連
携

し
て
日
本
遺
産
を
活
用
し
、
地
域
を

盛
り
上
げ
た
い
」と
佐
伯
さ
ん
。
菊

池
川
流
域
の
活
性
化
に
期
待
を
込
め

ま
し
た
。

一
度
は
選
外
に

再
挑
戦
で
悲
願
の
認
定

　
県
と
菊
池
、
山
鹿
、
玉
名
、
和
水

の
４
市
町
が
日
本
遺
産
認
定
を
目
指

し
、
菊
池
川
流
域
日
本
遺
産
認
定
推

進
協
議
会
を
設
立
し
た
の
は
平
成
27

年
10
月
で
し
た
。
お
い
し
い
コ
メ
を

テ
ー
マ
に
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
挑
戦

し
ま
し
た
が
結
果
は
選
外
。
文
化
庁

か
ら
は
「
イ
ン
パ
ク
ト
が
薄
い
」と

２ １

▲日本遺産の認定証

地
域
に
根
付
く
伝
統
や
歴
史
を
紡
い
だ
ス
ト
ー
リ
ー

を
文
化
庁
が
認
定
す
る
制
度
「
日
本
遺
産
（Japan 

H
eritage

）」
に
、
菊
池
川
流
域
の
米
作
り
に
関
わ
る

話
を
ま
と
め
た〟

米
作
り
、
二
千
年
に
わ
た
る
大
地
の

記
憶 

～
菊
池
川
流
域
「
今
昔『
水
稲
』物
語
」～
〟が

選
ば
れ
ま
し
た
。
太
古
か
ら
、
米
作
り
と
歴
史
を
共
に

し
て
き
た
菊
池
川
流
域
。
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

文
化
と
伝
統
が
、
い
ま
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

七城町前川区に伝わる馬作り。毎年１月
２日に 22 戸の住民が集まり作っている
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No. 文化財の名称 所在地
1 菊池川 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町

2 菊池川流域の弥生時代の
大集落遺跡群 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町

3 菊池川流域の装飾古墳群 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町
4 菊池渓谷 菊池市
5 鞠智城跡 菊池市、山鹿市
6 菊池川流域の灌漑施設 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町
7 冨田式暗渠排水技術 菊池市 ほか
8 菊之城跡、赤星舟着場 菊池市
9 菊池の松囃子 菊池市
10 正観寺・菊池五山 菊池市
11 玉祥寺このみや踊り 菊池市

12 菊池川流域の雨乞い習俗
（踊り、太鼓、仏像洗い） 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町

13 菊池の風鎮祭・土阿弥陀・馬作り 菊池市
14 肥後神楽 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町
15 岩原双子塚古墳・江田船山古墳 山鹿市、和水町
16 菊池川流域の条里跡区画割 玉名市、山鹿市
17 御宇田井手 山鹿市
18 番所地区の棚田 山鹿市
19 旧玉名干拓施設 玉名市
20 菊池川の中世河口港関連遺跡群 玉名市
21 菊池川下流域の船着場と港町 玉名市
22 高瀬御蔵跡・御茶屋跡 玉名市

23 山鹿湯町豊前街道沿いの
歴史的町並み 山鹿市

24 菊池川流域の酒造り 和水町、山鹿市
25 八千代座 山鹿市
26 大浜外嶋住吉神社年紀祭 玉名市
27 七郎神大祭 和水町
28 長坂なれなれなすび踊り 山鹿市
29 阿佐古かせいどりうち 山鹿市
30 梅林天満宮流鏑馬 玉名市
31 このしろの丸ずし 玉名市、山鹿市
32 ガネめし 和水町、山鹿市
33 赤酒 山鹿市

❽ 菊
きく

之
の

城
じょう

跡
あと

、赤
あか

星
ほし

舟
ふな

着
つき

場
ば

中世に米作りの発展に寄与し
た菊池氏の初代則隆が構えた
居館跡と船着場跡。

❶ 菊
きく

池
ち

川
がわ

米作りに必要な肥沃な土と清らかな水をもたらす河川。阿蘇外輪山が源。本市から玉名平野に出
て有明海に注ぐ、71キロの１級河川。江戸時代を中心にこの地域の物流の大動脈だった。

❹ 菊池渓谷
菊池川の源流。阿蘇の伏流水
が多くのミネラル分を含み、農
作物に恵みをもたらしている。

❺ 鞠
きく

智
ち

城
じょう

跡
あと

米を備蓄した古代の軍事補給
基地。大量の炭化米や米倉跡
が確認されている。

❼ 冨
とみ

田
た

式
しき

暗
あん

渠
きょ

排
はい

水
すい

技術
明治時代に七城出身の冨

とみ

田
た

甚
じん

平
ぺい

が開発した湿田を乾田化す
る効率的な排水法。

❾ 菊池の松
まつ

囃
ばや

子
し

15 代菊池武光公が懐
かね　なが

良親王
を迎え、年頭の祝儀として行っ
たことを起源とする芸能。

⓫ 玉
ぎょく

祥
しょう

寺
じ

このみや踊り
五穀豊穣と地域の安全を願う
例祭での踊り。女装した男性
が太鼓をたたきながら踊る。

■ストーリーを構成する文化財

❸ 菊池川流域の装飾古墳群
米作りにより繁栄した流域の
装飾古墳は 117 基を数え、国
内一の密度を誇る。

袈裟尾高塚古墳
❷  菊池川流域の弥生時代

の大集落遺跡群
大規模な集落の遺跡からは、
鉄器など米作りを示す道具が
数多く発掘されている。

方保田東原遺跡（山鹿市）

❻ 菊池川流域の灌
かん

漑
がい

施設
水田に水をひくための用水路
やため池。本市からは原井手
や築地井手などが認定。

築地井手

⓬ 菊池川流域の雨乞い習俗
降雨を願った神事や風習。住
吉日吉神社では「住吉日吉神
社雨乞太鼓」が行われている。

住吉日吉神社

正観寺

日
本
遺
産
で
認
定
を
受
け
た
文
化
財
は
４
市
町
か
ら
33
件
。

こ
の
う
ち
本
市
か
ら
選
ば
れ
た
14
件
を
紹
介
し
ま
す
。

日
本
遺
産
認
定

⓭  菊池の風
ふう

鎮
ちん

祭
さい

・土
つち

阿
あ

弥
み

陀
だ

・馬
うま

作
つく

り
米作りの農耕儀礼。風よけのため簑
と笠を田に飾る風鎮祭、苗の活着の
ため土で仏像を固める土阿弥陀、農耕
馬の健康を祈願する馬作り。

土阿弥陀

◀穴川夜神楽

風鎮祭

馬作り

⓮肥
ひ

後
ご

神
かぐ

楽
ら

五穀豊穣を祈り舞われ
る。４つの市町に 52 の
神楽が伝承されている。

コ
メ
と
と
も
に
歩
む
土
地

菊
池
川
流
域

　
２
千
年
に
わ
た
り
、
米
作
り
と
と

も
に
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
菊
池
川
流

域
。
平
地
に
は
古
代
に
造
ら
れ
た
土

地
の
区
画
が
残
り
、
高
地
で
の
米
作

り
を
可
能
に
し
た
井
手
と
棚
田
は
現

役
で
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
人
た

ち
の
知
恵
や
文
化
が
生
活
に
根
付

き
、
儀
式
や
風
習
も
受
け
継
が
れ
て

き
ま
し
た
。

　
肥
沃
な
大
地
と
き
れ
い
な
水
が
作

り
出
す
菊
池
川
流
域
の
コ
メ
は
、
江

戸
時
代
に
将
軍
家
や
皇
室
へ
献
上
し

て
お
り
、「
天
下
第
一
の
米
」と
称
さ

れ
ま
し
た
。
最
高
品
質
の「
肥
後
米
」

と
し
て
大
阪
の
堂
島
で
取
引
さ
れ
る

際
は
、
特
別
な
値
が
つ
く
ほ
ど
の
人

気
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
当
時
の
米

相
場
を
決
定
す
る
基
準
米
に
も
指
定

さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
現
代
で
も
、七
城
地
区
の
コ
メ
は
、

日
本
穀
物
検
定
協
会
主
催
の
食
味
ラ

ン
キ
ン
グ
で
最
高
評
価
の
特
Ａ
を
９

年
連
続
で
獲
得
、「
米
・
食
味
分
析

鑑
定
コ
ン
ク
ー
ル
：
国
際
大
会
」で

は
２
年
連
続
の
金
賞
に
輝
く
な
ど
高

い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
菊
池
川
流

域
は
今
で
も
米
ど
こ
ろ
と
し
て
歴
史

を
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

地
域
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

貴
重
な
伝
統
と
技
術

　
菊
池
の
松
囃
子
や
玉
祥
寺
こ
の
み

や
踊
り
な
ど
は
、
数
百
年
を
経
て
庶

民
の
生
活
が
大
き
く
変
化
し
て
も
現

代
ま
で
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
風
鎮

祭
や
土
阿
弥
陀
、
馬
作
り
、
雨
乞
い

習
俗
な
ど
、
農
業
に
ま
つ
わ
る
習
わ

し
は
地
域
に
根
付
き
、
大
切
に
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
灌
漑
施
設
や
冨
田

式
暗
渠
排
水
技
術
は
、
現
役
で
活
躍

中
で
す
。

市の文化財位置図

※菊池市全域を対象とするもの
⓬ 菊池川流域の雨乞い習俗
⓮ 肥後神楽

❿ 正
しょう

観
かん

寺
じ

・菊
きく

池
ち

五
ご

山
ざん

正観寺は15代武光公の菩提寺。
菊池五山は東福寺、西福寺、南
福寺、北福寺、大琳寺からなる。
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ま
す
。

　
日
本
遺
産
へ
の
認
定
を
受

け
「
と
て
も
光
栄
で
、
い
っ

そ
う
身
が
引
き
締
ま
る
。
こ

の
み
や
踊
り
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
、
広
く
存
在
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
。
多
く
の
人
に
見

に
来
て
ほ
し
い
で
す
ね
」と

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

度
途
絶
え
る
と
再
生
が
難
し

い
。
伝
統
芸
能
は
地
域
の

宝
。
大
切
に
守
り
続
け
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
今
回
の
認
定

が
そ
の
後
押
し
に
な
れ
ば
う

れ
し
い
で
す
。
私
た
ち
も
菊

池
一
族
へ
の
畏
敬
の
念
を
忘

れ
ず
、
伝
承
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
」

回
の
認
定
が
菊
池
の
米
文
化

を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。「
こ

の
地
域
は
長
年
、
米
作
り
と

と
も
に
歩
ん
で
き
た
。
水
田

は
子
ど
も
の
頃
に
見
た
原
風

景
。
昔
か
ら
受
け
継
が
れ
た

景
色
を
守
り
、
次
の
世
代
に

バ
ト
ン
を
つ
な
ぎ
た
い
」

　
女
装
し
た
男
性
２
人
が
太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
舞
う
、
玉

祥
寺
こ
の
み
や
踊
り
。
五
穀

豊
穣
や
地
区
の
安
全
、
村
の

団
結
を
願
う
た
め
、
春
日
神

社
の
祭
り
の
前
夜
祭
と
し
て

毎
年
２
月
27
日
に
開
催
し
て

い
ま
す
。
こ
の
み
や
踊
り
保

存
会
会
長
の
味あ

じ

府ふ

秀ひ
で

次つ
ぐ

さ
ん

は
「
５
６
５
年
も
伝
承
さ
れ

て
い
る
地
域
の
宝
。
残
し
て

く
れ
た
祖
先
の
た
め
に
も
、

何
が
何
で
も
後
世
に
伝
え
な

け
れ
ば
」と
強
い
思
い
を
打

ち
明
け
ま
す
。

　
地
域
の
宝
を
残
す
べ
く
平

成
25
年
に
こ
の
み
や
踊
り
保

存
会
を
立
ち
上
げ
、
歴
史
を

調
査
し
て
い
る
ほ
か
、
文
書

で
記
録
を
残
し
て
い
ま
す
。

「
少
子
化
で
若
手
が
減
っ
て

い
る
。何
も
し
な
か
っ
た
ら
、

い
つ
か
伝
統
が
途
絶
え
て
し

ま
う
」と
危
機
感
を
募
ら
せ

　
南
北
朝
時
代
に
始
ま
っ
た

菊
池
の
松
囃
子
。
約
６
５
０

年
前
の
姿
の
ま
ま
、
現
代
ま

で
ほ
ぼ
形
を
変
え
ず
に
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

松
囃
子
能
で
舞
人
を
演

じ
、
御
松
囃
子
御
能
保
存
会

の
会
長
を
務
め
る
田た

嶌し
ま

晴は
る

雄お

さ
ん
は
「
数
百
年
の
歴
史
を

背
負
っ
て
い
る
。
菊
池
一
族

か
ら
伝
わ
る
由
緒
あ
る
伝
統

を
後
世
ま
で
伝
え
る
使
命
が

あ
る
」と
語
り
ま
す
。

　
田
嶌
さ
ん
は
祖
父
か
ら
舞

人
を
継
承
。
35
年
に
わ
た
り

演
じ
続
け
て
い
ま
す
。
息
子

の
慎し

ん

太た

郎ろ
う

さ
ん
は
後
見
と
し

て
参
加
。「
将
来
は
後
を
継

ぐ
予
定
な
の
で
、
本
当
に
う

れ
し
い
」と
ほ
ほ
笑
み
ま
す
。

受
け
継
が
れ
る
も
の
が
あ
る

一
方
、
途
絶
え
て
し
ま
っ
た

民
俗
芸
能
も
多
く
あ
り
ま

す
。「
無
形
の
文
化
財
は
一

　
「
水
、
土
、
気
候
。
菊
池

川
流
域
は
お
い
し
い
コ
メ
を

作
る
環
境
が
そ
ろ
っ
て
い

る
」。
そ
う
語
る
の
は
、
七

城
町
で
特
別
栽
培
米
を
作
る

霍つ
る

田だ

崇た
か
し

さ
ん
。
昨
年
の
菊
池

米
食
味
コ
ン
ク
ー
ル
で
最
優

秀
賞
を
獲
得
し
ま
し
た
。

　
現
在
は
８
㌶
の
面
積
で
米

を
栽
培
。約
15
年
前
に
は「
米

の
ソ
ム
リ
エ
」と
言
わ
れ
る

米
食
味
鑑
定
士
を
夫
婦
で
取

得
し
、
品
質
の
高
い
米
作
り

の
た
め
に
熱
心
に
勉
強
を
続

け
て
い
ま
す
。「
お
い
し
く

て
体
に
い
い
コ
メ
を
作
り
た

い
か
ら
ね
。
食
べ
る
人
に
喜

ん
で
ほ
し
い
一
心
で
育
て
て

い
ま
す
」

　
し
か
し
、
近
年
は
食
生
活

の
多
様
化
で
米
離
れ
が
進

み
、販
売
価
格
は
年
々
低
下
。

農
家
の
高
齢
化
や
後
継
者
不

足
も
大
き
な
問
題
で
す
。
今

このみや踊り保存会会長
味府秀次さん（玉祥寺）

御松囃子御能保存会会長
田嶌晴雄さん（東正観寺）

米生産者
霍田　崇さん（高田）

発祥から１年も途絶えることなく、
伝統は受け継がれている

国立能楽堂で松囃子能を披露
昔から変わらない田園風景は地域
の宝

玉
祥
寺
こ
の
み
や
踊
り

菊
池
の
松
囃
子

米
作
り

地域に伝わる伝統や風習の灯を絶やさないよう、
現代に伝える人たちがいます。

日本遺産を次の世代へ

象
に
馬
作
り
の
体
験
教
室
を

開
催
。
前
川
区
も
、
今
後
は

小
学
校
で
の
体
験
教
室
を
考

え
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
日
本
遺
産
に
選
ば
れ
、
う

れ
し
い
の
と
同
時
に
責
任
を

感
じ
る
。
先
人
た
ち
の
思
い

を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
守

り
続
け
て
い
き
た
い
で
す
」

　
わ
ら
を
編
み
込
み
、
農
耕

馬
の
健
康
を
祈
願
す
る
馬
作

り
。
龍
門
の
中な

か

片へ
ぎ

区
と
虎こ

口く

区
、
七
城
町
前
川
区
の
市
内

３
地
区
で
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
前
川
区
の
川か

わ

上か
み

龍り
ゅ
う

誠ま

区

長
は
「
今
は
農
業
に
馬
を
使

わ
な
い
し
、
農
家
も
減
っ
て

し
ま
っ
た
。
生
活
は
変
わ
っ

た
け
れ
ど
、
馬
作
り
は
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
」と

話
し
ま
す
。

　
も
と
も
と
は
地
区
の
少
年

が
作
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
現
在
、
龍
門
の
２
地
区
を

合
わ
せ
て
子
ど
も
は
わ
ず
か

３
人
。
前
川
区
は
20
年
ほ
ど

前
か
ら
男
子
が
い
な
い
そ
う

で
す
。「
絶
や
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
か
ら
ね
。
今
は
大

人
が
作
り
続
け
て
伝
統
を

守
っ
て
い
ま
す
」

　
龍
門
地
域
で
は
昨
年
、
区

長
ら
が
地
区
の
小
学
生
を
対

前川区長
川上龍誠さん（前川）

１年間飾った馬は木の枝に掛けて、
自然に身を任せ朽ちていく

馬
作
り

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

　
日
本
遺
産
で
は
、
菊
池
川
流
域
の

人
た
ち
の
生
活
に
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
存
在
し
て
い
た
風
習
が
脚
光
を

浴
び
ま
し
た
。
地
域
の
人
々
が
大
切

に
守
り
続
け
て
き
た
も
の
が
今
、
日

本
を
代
表
す
る
魅
力
と
し
て
認
め
ら

れ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
中
に
は
市
民
に
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
も
の
や
、
保
存
が
危

ぶ
ま
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
日
本
遺
産
を
地
域
お
こ
し
に
つ

な
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
私
た

ち
一
人
一
人
が
遺
産
の
こ
と
を
よ
く

知
り
、
愛
着
を
深
め
、
次
世
代
に
伝

え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。◇ 　

◇ 　
◇

　
今
回
認
定
さ
れ
た
文
化
財
は
、
来

月
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で
お
届
け
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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